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藤壷における「おほかた」考

源
氏
物
語
に
お
い
て
光
源
氏
か
ら
藤
壺
へ
の
思
慕
は
績
々
語
ら
れ
る
の

に
対
し
、
藤
壺
か
ら
源
氏
へ
の
恋
情
が
語
ら
れ
る
こ
と
は
少
な
い
。
そ
の

た
め
、
藤
壺
に
源
氏
へ
の
愛
情
を
極
力
読
み
取
ら
な
い
解
釈
も
あ
る
。
冒

頭
の
桐
壷
巻
に
お
い
て
も
「
御
遊
び
の
を
り
を
り
、
琴
笛
の
音
に
聞
こ
え

（
注
ｌ
）

（
注
２
）

通
ひ
」
（
①
吟
①
）
を
、
源
氏
の
一
方
的
愛
情
表
現
で
あ
る
と
す
る
も
の
と
、

「
藤
壷
の
弾
く
琴
の
音
に
源
氏
が
笛
を
吹
き
合
せ
て
お
聞
か
せ
す
る
意
」

（
注
３
）

と
し
て
「
藤
壺
の
ほ
う
か
ら
も
、
心
動
く
」
（
『
新
全
集
」
）
こ
と
を
読
み
取
る
、

二
つ
の
解
釈
が
あ
る
。
「
通
ふ
」
の
語
か
ら
は
、
｜
方
向
の
み
の
働
き
か

け
を
表
す
と
は
考
え
難
く
、
源
氏
の
笛
の
音
に
対
し
、
藤
壼
の
琴
の
音
の

通
い
合
い
が
あ
っ
た
こ
と
を
表
現
し
て
い
る
と
思
う
。
し
か
し
こ
の
よ
う

に
、
藤
壺
の
源
氏
に
対
す
る
心
情
表
現
の
希
薄
な
点
に
つ
い
て
、
清
水
好

（
椎
４
）

子
氏
は
、

は
じ
め
に

藤
壺
に
お
け
る
「
お
ほ
か
た
」
考

…
藤
壺
の
宮
を
「
お
ん
な
」
と
も
「
お
ん
な
ぎ
み
」
も
し
く
は
「
お

ん
な
み
や
」
と
も
呼
ば
な
か
っ
た
の
は
、
源
氏
に
と
っ
て
、
彼
女
は

理
想
の
恋
人
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
身
分
も
、
父
帝
の
妃
で
あ

り
、
源
氏
の
手
の
届
か
ぬ
と
こ
ろ
に
眩
し
く
輝
く
。
彼
の
ま
わ
り
を

と
り
ま
く
幾
多
の
女
性
と
同
然
に
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
し
、
思
慕
の

心
は
絶
対
に
あ
ら
わ
に
し
て
は
な
ら
な
か
っ
た
。

（
注
５
）

と
述
べ
、
伊
藤
博
氏
も
「
皇
妃
・
皇
子
の
母
と
し
て
の
立
場
か
ら
の
意
士
心

的
な
自
己
抑
制
」
が
あ
っ
た
と
指
摘
し
て
い
る
。

こ
こ
で
は
紅
葉
賀
・
花
宴
・
賢
木
巻
に
見
ら
れ
る
三
例
の
藤
壺
に
関
す

る
「
お
ほ
か
た
」
の
表
現
を
精
確
に
読
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
藤
壺
の
源
氏

に
対
す
る
恋
情
の
有
り
様
を
探
り
、
「
お
ほ
か
た
」
に
よ
っ
て
意
図
さ
れ

た
表
現
性
を
探
っ
て
み
た
い
と
思
う
。 山
崎

和

子
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従
来
「
お
ほ
か
た
」
の
語
義
は
、
「
岩
波
古
語
辞
典
」
二
九
七
四
年
）

で
は
「
大
体
の
と
こ
ろ
、
特
別
な
事
情
・
関
係
な
ど
の
な
い
こ
と
、
普

通
・
ひ
と
通
り
、
世
間
一
般
」
な
ど
と
捉
え
、
「
新
選
古
語
辞
典
』
Ｃ
九

七
三
年
小
学
館
）
で
も
副
詞
の
項
に
お
い
て
「
特
殊
な
も
の
を
除
い
て
、

全
般
に
つ
い
て
と
い
う
意
」
と
把
握
さ
れ
て
い
る
。
ま
ず
源
氏
物
語
に
お

け
る
「
お
ほ
か
た
」
の
語
義
を
精
確
に
把
握
し
て
お
き
た
い
。
「
お
ほ
か

た
」
仙
例
、
「
お
ほ
か
た
の
」
１
１
３
例
、
「
お
ほ
か
た
も
」
４
例
、
「
お

（
注
６
）

ほ
か
た
は
」
３
例
、
「
お
ほ
か
た
に
」
弘
例
、
全
１
９
４
例
は
用
法
上
名

詞
と
副
詞
に
分
類
さ
れ
る
。

１
｜
の
皇
子
は
、
右
大
臣
の
女
御
の
御
腹
に
て
、
寄
せ
重
く
、
疑
ひ

な
き
ま
う
け
の
君
と
、
世
に
も
て
か
し
づ
き
き
こ
ゆ
れ
ど
、
こ
の

御
に
ほ
ひ
に
は
並
び
た
ま
ふ
く
く
も
あ
ら
ざ
り
け
れ
ば
、
お
ほ

か
た
の
や
む
ご
と
な
き
御
思
ひ
に
て
、
こ
の
君
を
ば
、
私
物
に
思

ほ
し
か
し
づ
き
給
ふ
こ
と
限
り
な
し
。
（
桐
壼
①
］
⑭
～
ご
）

２
六
条
院
に
も
、
お
ほ
か
た
に
つ
け
て
だ
に
、
世
に
め
や
す
き
人
の

な
く
な
る
を
ぱ
惜
し
み
た
ま
ふ
御
心
に
、
ま
し
て
、
こ
れ
は
、
朝

夕
に
親
し
く
参
り
馴
れ
つ
つ
人
よ
り
も
御
心
と
ど
め
思
し
た
り
し

か
ば
…
（
横
笛
④
四
余
）

３
…
我
も
お
ほ
か
た
に
は
親
め
き
し
か
ど
、
憎
き
心
の
添
は
い
に
し

も
あ
ら
ざ
り
し
を
、
な
だ
ら
か
に
つ
れ
な
く
も
て
な
し
て
過
ぐ
し

…
（
若
菜
下
④
四
ｓ
～
淫
』
）

４
年
ご
ろ
、
下
の
心
こ
そ
ね
む
ご
ろ
に
深
く
も
な
か
り
し
か
、
お
ほ

源
氏
物
語
の
「
お
ほ
か
た
」
の
語
義
に
つ
い
て

か
た
に
は
、
い
と
あ
ら
ま
ほ
し
く
も
て
な
し
か
し
づ
き
き
こ
え
て

…
（
柏
木
④
望
の
）

例
１
は
、
桐
壷
帝
の
第
一
皇
子
に
対
す
る
並
一
通
り
の
愛
し
方
で
大
切

に
し
て
い
る
「
制
刷
熟
勲
側
叺
や
む
ご
と
な
き
御
思
ひ
」
と
、
源
氏
へ
の
個

人
的
な
「
秘
恥
必
回
思
ほ
し
か
し
づ
」
く
こ
と
を
、
対
比
的
に
述
べ
て
い
る
。

２
は
、
「
だ
に
」
と
「
ま
し
て
」
の
呼
応
に
よ
っ
て
、
普
通
。
｜
般
の
関

係
に
あ
る
人
で
さ
え
と
い
う
指
標
と
な
る
基
準
を
示
す
こ
と
に
よ
っ
て
、

ま
し
て
親
し
い
間
柄
で
あ
る
柏
木
を
対
置
す
る
。
３
で
は
、
源
氏
の
玉
髭

に
対
す
る
「
お
ほ
か
た
に
は
親
め
き
し
」
表
面
的
態
度
と
、
「
憎
き
心
の

添
は
い
に
し
も
あ
ら
ざ
り
し
」
本
音
の
恋
心
が
対
比
さ
れ
、
４
で
も
、
柏

木
の
落
葉
宮
に
対
す
る
「
ね
む
ご
ろ
に
深
く
も
な
か
り
し
」
本
心
の
「
下

の
心
」
と
、
「
い
と
あ
ら
ま
ほ
し
く
も
て
な
し
か
し
づ
き
き
こ
え
」
て
い

た
「
お
ほ
か
た
」
の
全
般
的
な
表
向
き
の
態
度
と
が
対
比
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
例
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
名
詞
「
お
ほ
か
た
」
は
、
｜
般

的
・
全
体
的
・
表
面
的
・
公
的
な
認
識
で
あ
る
こ
と
を
表
し
、
そ
の
一
方

で
「
お
ほ
か
た
」
に
対
比
さ
れ
る
、
私
的
・
内
心
・
本
心
・
個
別
・
特
別

な
ど
固
有
の
認
識
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

５
し
ば
し
は
人
々
求
め
て
泣
き
な
ど
し
た
ま
ひ
し
か
ど
、
お
ほ
か
た

心
や
す
く
を
か
し
き
心
ざ
ま
な
れ
ば
、
上
に
い
と
よ
く
つ
き
陸
ぴ

き
こ
え
た
ま
へ
れ
ば
…
（
薄
雲
②
金
巴

一
方
右
例
は
、
明
石
の
姫
君
が
総
体
的
に
素
直
で
明
る
く
可
愛
い
性
質

で
あ
る
故
に
、
紫
の
上
に
な
つ
き
親
し
む
と
い
う
、
全
体
的
に
．
総
体
的

に
．
お
お
よ
そ
．
｜
般
に
な
ど
の
意
を
表
す
副
詞
の
用
法
で
あ
る
が
、
こ

こ
で
は
検
討
の
対
象
外
と
し
た
。

と
こ
ろ
で
、
『
古
今
和
歌
集
』
の
「
お
ほ
か
た
」
全
５
例
に
つ
い
て
考

2２
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藤壺における「おほかた」考

お
ほ
か
た
に
こ
そ
悲
し
け
れ
」
と
書
い
た
ま
へ
り
。
（
夕
霧
④
仁
④

～
』
一
己

落
葉
宮
の
母
御
息
所
の
死
後
、
夫
と
落
葉
宮
の
仲
に
不
安
を
隠
せ
な
い

雲
居
雁
が
「
あ
は
れ
を
も
い
か
に
知
り
て
か
な
ぐ
さ
め
む
あ
る
や
恋
し
き

ロ
部
材
蝋
判
邸
白
と
詠
み
か
け
た
の
に
対
す
る
夕
霧
の
返
書
で
あ
る
。
夕

霧
が
一
一
一
一
口
葉
で
加
え
た
「
お
ほ
か
た
に
こ
そ
悲
し
け
れ
」
は
、
歌
の
「
い
づ

れ
と
か
分
き
て
な
が
め
ん
」
を
補
足
し
、
明
確
に
言
い
定
め
る
表
現
で
あ

る
。
「
お
ほ
か
た
」
に
対
比
さ
れ
る
の
は
、
「
い
づ
れ
と
（
か
）
分
き
て
な

意
」
と
い
う
点
で
、

え
る
の
で
あ
る
。

〈
ｂ
い
し
」
レ
テ
、
、

奇
圧
７
）

察
ペ
ロ
れ
た
工
藤
重
矩
氏
は
、
「
会
話
性
を
持
つ
和
歌
の
表
現
技
法
上
の
一

つ
の
特
徴
」
と
し
て
、
次
の
よ
う
に
捉
え
て
い
る
。

「
お
ほ
か
た
」
と
い
う
時
、
常
に
言
外
に
「
個
・
特
殊
」
の
概
念
が

対
概
念
と
し
て
含
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
作
者
の
真
意
は
む

し
ろ
言
外
の
「
個
」
の
方
に
存
す
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
富
士
谷
成
章
が
「
か
ざ
し
抄
」
で
説
い
た
「
肝
要
の
も
の
を
心

に
も
ち
て
、
其
外
を
さ
す
詞
」
と
い
う
把
握
と
同
じ
認
識
で
あ
り
、
表
現

さ
れ
た
「
お
ほ
か
た
」
の
「
全
体
・
一
般
」
で
は
な
い
、
言
外
の
対
概
念

で
あ
る
「
個
・
特
殊
」
の
方
に
作
者
の
「
真
意
」
が
あ
る
と
し
た
。
工
藤

氏
は
散
文
に
つ
い
て
は
言
及
し
な
か
っ
た
が
、
今
源
氏
物
語
例
の
検
討
に

お
い
て
、
｜
つ
に
は
例
１
～
４
の
よ
う
に
対
比
さ
れ
る
概
念
が
明
ら
か
に

描
か
れ
て
い
る
か
、
乃
至
は
明
確
に
読
み
取
れ
る
こ
と
、
二
つ
に
は
「
真

意
」
と
い
う
点
で
、
次
の
よ
う
な
例
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考

上
と
見
ぬ
世
を

「
い
づ
れ
と
か
分
き
て
な
が
め
ん
消
え
か
へ
る
露
も
草
葉
の

こ
と
な
し
ぴ
に
、

が
め
」
る
、
即
ち
生
き
て
い
る
落
葉
宮
が
恋
し
い
、
或
は
亡
く
な
っ
た
御

息
所
を
思
い
悲
し
い
と
、
個
別
の
対
象
に
愛
憐
の
情
を
抱
く
こ
と
で
あ
る
。

「
真
意
」
と
い
う
こ
と
で
言
え
ば
、
夕
霧
は
落
葉
宮
に
恋
心
を
抱
い
て
お

り
、
「
お
ほ
か
た
」
で
は
な
い
個
別
の
方
に
真
実
が
あ
る
と
言
え
る
。
し

か
し
夕
霧
は
さ
り
げ
な
く
、
落
葉
宮
が
恋
し
い
、
御
息
所
の
死
が
悲
し
い

と
い
う
の
で
は
な
く
、
人
も
「
露
」
も
わ
ず
か
に
も
留
ま
る
こ
と
の
で
き

な
い
は
か
な
い
こ
の
「
世
」
に
対
し
、
｜
般
的
・
全
般
的
な
意
味
で
の
悲

し
み
を
覚
え
る
と
答
え
た
。
表
現
の
「
真
意
」
と
い
う
こ
と
で
言
え
ば
、

「
お
ほ
か
た
に
こ
そ
悲
し
け
れ
」
に
あ
る
。
で
な
け
れ
ば
、
雲
居
雁
を
た

と
え
言
葉
の
上
で
す
ら
、
納
得
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
ま
い
。
し
か
し
、
源

氏
物
語
の
「
お
ほ
か
た
」
に
お
い
て
は
、
そ
れ
が
表
現
と
し
て
の
「
真
意
」

で
あ
る
と
し
て
も
、
主
体
の
「
真
実
」
で
あ
る
と
は
単
純
に
一
一
一
一
口
い
切
れ
な

い
、
一
一
一
一
口
語
主
体
の
心
の
揺
れ
を
含
意
す
る
場
合
が
あ
る
こ
と
を
考
慮
す
る

必
要
が
あ
る
。

ま
ず
紅
葉
賀
巻
の
例
か
ら
考
察
し
て
い
こ
う
。

７
つ
と
め
て
中
将
の
君
、
「
い
か
に
ご
覧
じ
け
む
。
世
に
知
ら
ぬ
乱

り
心
地
な
が
ら
こ
そ
。

も
の
恩
ふ
に
立
ち
舞
ふ
く
く
も
あ
ら
ぬ
身
の
袖
う
ち
ふ
り
し

心
知
り
き
や

あ
な
か
し
こ
」
と
あ
る
御
返
り
、
目
も
あ
や
な
り
し
御
さ
ま
容
貌

に
、
見
た
ま
ひ
忍
ば
れ
ず
や
あ
り
け
む
、

「
か
ら
人
の
袖
ふ
る
こ
と
は
遠
け
れ
ど
立
ち
ゐ
に
つ
け
て
あ
は

二
藤
壺
の
用
例
そ
の
一
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れ
と
は
見
き

お
ほ
か
た
に
は
」
と
あ
る
を
…
（
紅
葉
賀
①
筐
②
）

神
無
月
の
行
幸
の
試
楽
が
行
わ
れ
、
源
氏
の
青
海
波
を
舞
う
姿
は
、
弘

徽
殿
女
御
が
「
神
に
魅
入
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
」
と
不
吉
が
る
ほ
ど
に

光
り
輝
く
様
で
あ
っ
た
。
翌
朝
届
け
ら
れ
た
源
氏
歌
は
、
あ
な
た
へ
の
想

い
に
心
が
乱
れ
て
立
っ
て
舞
う
こ
と
も
で
き
な
い
私
が
、
愛
情
を
込
め
て

袖
を
振
り
ま
し
た
心
を
わ
か
っ
て
い
た
だ
け
ま
し
た
で
し
ょ
う
か
と
、
青

海
波
の
袖
を
振
る
舞
に
こ
と
つ
け
な
が
ら
あ
か
ら
さ
ま
な
恋
情
を
訴
え
て

い
る
。
「
袖
ふ
る
」
は
、
「
万
葉
集
』
に
お
い
て
「
あ
か
ね
さ
す
紫
野
行
き

標
野
行
き
野
守
は
見
ず
や
君
が
椰
職
朔
。
」
（
巻
一
ｇ
額
田
王
）
な
ど
と

（
化
８
〉

歌
わ
れ
る
が
、
当
該
な
ど
平
安
朝
で
は
愛
情
表
現
と
把
握
で
き
よ
う
。

一
方
藤
壺
歌
の
「
か
ら
人
の
袖
ふ
る
こ
と
」
は
、
中
国
伝
来
の
青
海
波
の

舞
の
袖
を
振
る
こ
と
と
、
唐
の
「
古
事
」
を
掛
け
た
も
の
で
、
「
古
事
」

に
は
『
飛
燕
外
伝
」
に
見
ら
れ
る
趙
妃
飛
燕
が
大
液
池
で
舞
っ
た
時
、
袖

を
上
げ
て
登
仙
し
そ
う
に
な
っ
た
と
い
う
故
事
を
当
て
る
解
釈
も
あ
る
。

源
氏
が
「
知
り
き
や
」
と
問
い
か
け
た
の
で
、
藤
壺
は
「
唐
国
の
古
い
こ

と
は
よ
く
わ
か
り
ま
せ
ん
が
」
と
「
あ
な
た
の
袖
を
振
り
舞
う
姿
は
遠

か
っ
た
の
で
す
が
」
の
意
を
掛
け
て
、
わ
ざ
と
よ
く
は
分
か
ら
な
い
ふ
う

を
装
い
な
が
ら
、
「
立
ち
ゐ
に
つ
け
て
あ
は
れ
と
は
見
」
た
と
応
じ
て
い

（
注
９
〉

る
。
「
あ
は
れ
」
は
共
感
に
よ
る
愛
憐
の
情
を
表
す
垂
叩
で
あ
る
た
め
、
藤

壺
は
源
氏
の
誤
解
を
避
け
る
べ
く
、
「
袖
う
ち
ふ
り
し
心
」
に
外
見
の

「
立
ち
ゐ
」
を
対
照
さ
せ
、
「
立
ち
ゐ
い
到
胱
我
己
と
限
定
的
に
、
し
か
も

理
性
的
に
「
あ
は
れ
と
は
忌
き
」
と
詠
ん
だ
。
そ
し
て
そ
の
上
に
も
付
け

加
え
た
の
が
「
お
ほ
か
た
に
は
」
で
あ
る
。
「
お
ほ
か
た
に
は
」
の
「
は
」

は
、
「
お
ほ
か
た
」
の
認
識
を
論
理
的
・
客
観
的
に
取
り
上
げ
て
、
説
明

（
洗
い
｝

｛
て
す
う
Ｃ
表
現
で
あ
る
。

今
日
の
注
釈
書
は
「
お
ほ
か
た
に
は
」
を
次
の
よ
う
に
解
し
て
い
る
。

ａ
「
お
ほ
か
た
に
は
あ
ら
ず
」
の
意
…
…
「
全
書
」
「
大
系
』
「
全
集
」

「
新
大
系
』
「
新
全
集
」

ｂ
「
お
ほ
か
た
に
は
あ
は
れ
と
は
見
き
」
の
意
…
…
「
玉
上
評
釈
」

「
集
成
』

例
を
挙
げ
る
な
ら
ば
、
ａ
二
大
方
に
は
あ
ら
ず
』
（
並
々
の
思
い
で
は

な
い
、
の
意
）
の
略
」
（
「
新
大
系
」
）
、
ｂ
「
（
そ
の
程
度
の
）
｜
通
り
に

は
（
理
解
い
た
し
ま
し
た
）
」
（
『
集
成
」
）
。
既
に
古
注
で
も
、
「
詞
に
お
ほ

け
な
き
心
の
な
か
り
せ
ば
ま
し
て
め
で
た
く
み
え
ま
し
と
あ
り
。
さ
れ
ば

大
か
た
に
は
あ
は
れ
と
見
き
と
い
ふ
心
歎
」
（
『
河
海
抄
』
）
「
大
方
に
は
お

ぼ
し
な
さ
ぬ
也
河
海
説
い
か
と
（
「
細
流
抄
」
）
「
密
通
の
方
に
て
、
あ
は

れ
と
見
し
に
は
あ
ら
ず
、
た
ず
公
界
に
て
あ
は
れ
と
は
見
侍
し
と
也
、
に

は
の
は
も
じ
に
も
、
其
意
あ
り
」
（
「
源
氏
物
語
玉
の
小
櫛
』
）
な
ど
と
説

か
れ
て
い
た
。

源
氏
物
語
中
「
お
ほ
か
た
」
に
下
接
す
る
表
現
が
省
略
さ
れ
た
例
は
他

に
な
く
、
特
異
な
例
で
あ
る
。
ａ
解
釈
の
「
お
ほ
か
た
に
は
あ
ら
ず
」
の

省
略
と
捉
え
る
こ
と
は
、
藤
壷
は
源
氏
へ
の
恋
情
を
押
え
る
こ
と
が
で
き

ず
、
歌
で
「
あ
は
れ
と
は
見
」
た
こ
と
へ
の
感
慨
を
重
ね
て
述
べ
た
こ
と

に
な
る
。
し
か
し
そ
れ
で
は
、
「
お
ほ
か
た
」
の
事
柄
と
対
応
す
る
個

別
・
本
心
な
ど
固
有
の
事
柄
を
対
比
的
に
語
る
の
が
常
で
あ
る
「
お
ほ
か

た
」
の
表
現
法
則
と
合
致
し
な
い
。
こ
こ
で
の
「
お
ほ
か
た
」
に
対
応
す

る
固
有
の
概
念
と
は
、
藤
壺
の
心
情
を
表
明
す
る
「
あ
は
れ
」
と
見
た
こ

と
で
あ
る
と
思
う
。
従
っ
て
、
対
比
さ
れ
る
べ
き
二
つ
の
概
念
「
あ
は
れ

と
は
見
き
」
「
お
ほ
か
た
に
は
」
双
方
が
藤
壺
の
源
氏
へ
の
共
感
も
し
く

２４
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藤壷における「おほかた」考

（
巻
二
春
中
宝
読
人
知
ら
ず
）

一
首
は
詞
書
か
ら
、
春
雨
が
降
っ
て
も
あ
な
た
へ
の
想
い
を
忘
れ
る
こ

と
が
で
き
ず
、
む
し
ろ
春
雨
に
若
芽
が
萌
え
出
る
よ
う
に
嘆
き
が
湧
き
出

て
く
る
の
だ
ろ
う
か
と
い
う
古
歌
の
気
持
ち
を
女
に
伝
え
さ
せ
た
、
そ
の

返
事
の
歌
で
あ
る
。
男
の
忘
れ
ら
れ
な
い
恋
の
嘆
き
の
訴
え
に
対
し
、
女

は
そ
れ
は
「
春
の
ざ
が
」
だ
か
ら
「
大
方
に
こ
そ
哀
れ
と
も
み
れ
」
と
男

女
の
贈
答
歌
の
形
式
に
則
り
、
一
般
的
な
愛
憐
の
情
し
か
感
じ
な
い
と
切

り
返
し
て
い
る
。

（
縦
、
）

士
ロ
見
健
夫
氏
は
例
７
の
藤
一
軍
歌
に
つ
い
て
、
『
後
撰
和
歌
集
』
歌
の
下

旬
を
引
歌
と
す
る
こ
と
に
お
い
て
、
二
あ
は
れ
と
は
見
き
お
ほ
か
た
に

は
」
を
倒
置
す
れ
ば
ほ
ぼ
同
内
容
で
あ
り
」
、
「
お
ほ
か
た
」
は
「
私
的
な

感
情
（
密
通
に
関
わ
る
よ
う
な
）
で
は
な
く
、
舞
の
演
技
に
対
す
る
一
般

的
な
感
動
で
あ
る
こ
と
を
は
っ
き
り
さ
せ
る
た
め
に
付
さ
れ
た
も
の
で
あ

ろ
う
」
と
述
べ
て
い
る
。

確
か
に
藤
壺
歌
と
文
の
言
葉
は
『
後
撰
和
歌
集
」
歌
を
踏
ま
え
た
も
の

で
は
あ
る
と
思
う
。
し
か
し
藤
壺
は
桐
壺
帝
の
皇
妃
と
し
て
、
源
氏
の
義

は
愛
憐
の
情
を
語
る
こ
と
は
な
く
、
「
あ
は
れ
と
は
見
」
た
上
に
も
更
に

「
お
ほ
か
た
に
は
あ
ら
ず
（
あ
は
れ
と
見
た
上
と
表
現
さ
れ
る
こ
と
は
な

い
と
思
わ
れ
る
。

｜
方
ｂ
解
釈
で
は
、
『
源
注
余
滴
』
に
引
く
次
の
「
後
撰
和
歌
集
」
歌

を
引
歌
と
し
て
解
釈
す
る
。

春
雨
の
ふ
ら
ば
お
も
ひ
の
き
え
も
せ
で
い
と
ど
な
げ
き
の
め
を

も
や
す
ら
む
と
い
ふ
古
歌
の
心
ば
へ
を
女
に
い
ひ
遣
は
し
た
り

け
れ
ば

も
え
渡
る
嘆
き
は
春
の
き
が
な
れ
ば

ｉｆ

順
で
詠
ま
れ
た
「
朝
霧
に
友
ま
ど
は
せ
る
鹿
の
音
を
お
ほ
か
た
に
や
は
あ

脚
刎
ｐ
Ｈ
以
剛
（
巴
（
椎
本
⑤
」
誤
）
歌
も
あ
り
、
倒
置
と
し
て
で
は
な
く
、

歌
は
歌
と
し
て
一
首
詠
ま
れ
た
上
で
、
尚
か
つ
「
お
ほ
か
た
に
は
」
と
付

け
加
え
ら
れ
た
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

（
注
咀
）

木
船
重
昭
氏
も
「
お
ほ
か
た
に
は
」
を
、
「
男
女
の
特
殊
な
関
係
を
意

識
し
て
、
そ
う
で
は
な
く
て
普
通
に
」
の
意
と
解
し
、
「
宮
は
「
大
方
に

は
」
と
あ
え
て
意
識
的
に
補
足
し
警
戒
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
だ
が
そ

の
こ
と
ば
の
慣
用
か
ら
、
裏
を
返
し
て
『
大
方
に
は
あ
ら
ぬ
』
ニ
ュ
ア
ン

ス
を
、
光
源
氏
は
か
ぎ
と
っ
た
」
と
論
じ
て
い
る
。
「
そ
の
こ
と
ば
の
慣

用
か
ら
、
裏
を
返
し
て
「
大
方
に
は
あ
ら
ぬ
」
ニ
ュ
ア
ン
ス
」
と
言
う
点

は
、
「
お
ほ
か
た
」
に
対
応
す
る
概
念
と
し
て
、
藤
壺
の
本
心
で
あ
る

「
あ
は
れ
と
は
見
」
た
固
有
の
心
情
が
対
置
さ
れ
る
と
い
う
把
握
と
通
じ

る
解
釈
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
藤
壺
は
釈
明
す
る
べ
く
「
お
ほ
か
た
に
は
」
と
付
け

加
え
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
む
し
ろ
源
氏
に
恋
情
の
あ
る
こ
と
を
垣
間
見
せ

て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。
前
章
で
夕
霧
の
例
６
で
見
た
よ
う
に
、
言
葉
と

し
て
は
「
お
ほ
か
た
」
に
真
意
を
付
与
す
る
の
で
あ
る
が
、
「
お
ほ
か
た
」

の
表
現
性
が
一
一
一
一
口
語
主
体
の
心
の
内
実
を
露
呈
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
藤

壺
の
一
一
一
一
口
葉
そ
の
も
の
は
「
あ
は
れ
と
は
見
」
た
こ
と
が
「
お
ほ
か
た
」
で

理
の
母
と
し
て
立
場
を
十
分
に
弁
え
た
上
で
、
「
動
罫
引
α
ロ
ゴ
版
づ
あ
は

れ
と
は
見
き
」
と
、
舞
に
対
す
る
愛
憐
の
情
で
あ
る
こ
と
を
論
理
的
・
理

性
的
に
（
詠
ん
だ
。
そ
し
て
そ
の
上
に
も
「
お
ほ
か
た
に
は
」
と
言
葉
を
添

え
た
の
は
、
倒
置
と
い
う
よ
り
も
、
「
あ
は
れ
」
が
男
女
間
の
恋
情
を
介

し
て
の
「
あ
は
れ
」
で
は
な
く
、
普
通
の
．
｜
般
的
な
認
識
で
あ
る
こ
と
を
、

釈
明
す
る
気
持
ち
が
働
い
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
か
と
思
う
。
順
当
な
語
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次
に
花
宴
巻
の
例
を
見
て
い
こ
う
。
紅
葉
賀
巻
の
行
幸
の
翌
春
南
殿
の

桜
の
宴
が
開
か
れ
、
源
氏
の
青
海
波
の
舞
を
思
い
起
こ
し
た
東
宮
の
所
望

で
、
源
氏
は
「
春
鶯
輔
」
を
少
し
く
舞
う
。
そ
の
姿
を
見
た
藤
壺
中
宮
の

心
情
が
語
ら
れ
る
場
面
で
あ
る
。

皿
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
た
ま
ふ
ら
ん
も
あ
や
し
う
、
わ
が
か
う
思
ふ
も
心
憂
し
と
ぞ
、

み
づ
か
ら
恩
し
か
へ
ざ
れ
け
る
。

お
ほ
か
た
に
花
の
姿
を
見
ま
し
か
ば
露
も
心
の
お
か
れ
ま
し

や
は

御
心
の
中
な
り
け
む
こ
と
、
い
か
で
漏
り
に
け
ん
。
（
花
宴
①

四ｍｍ）

「
わ
が
か
う
恩
ふ
」
の
「
か
う
」
は
、
直
前
に
述
べ
た
こ
と
、
直
後
に

述
べ
る
こ
と
を
受
け
る
語
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
後
の
「
お
ほ
か
た
に
」

（
注
旧
）

の
歌
一
首
を
指
す
と
考
陰
え
ら
れ
る
。
木
船
重
昭
氏
は
源
氏
物
壺
叩
中
「
か

う
」
が
後
述
し
た
内
容
を
指
す
例
は
な
い
こ
と
か
ら
、
あ
く
ま
で
も
前
述

部
分
か
ら
「
か
う
」
の
内
容
を
読
み
取
ろ
う
と
さ
れ
た
が
、
文
の
構
成
は

次
の
よ
う
で
あ
る
。
藤
壺
は
、
弘
徽
殿
女
御
が
一
方
的
に
源
氏
を
憎
ん
で

い
る
ら
し
い
こ
と
も
「
あ
や
し
」
と
思
う
が
、
そ
れ
と
同
じ
く
「
わ
が
か

あ
る
こ
と
を
明
示
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
る
に
、
対
応
す
る

固
有
の
概
念
を
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
す
る
と
い
う
「
お
ほ
か
た
」
の
表
現
性

が
、
結
果
的
に
「
あ
は
れ
と
は
見
」
た
こ
と
が
藤
壺
固
有
の
心
情
で
あ
る

と
印
象
付
け
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

一
一
一
藤
壺
の
用
例
そ
の
一
一

う
思
ふ
」
こ
と
に
つ
い
て
も
「
心
憂
し
」
と
思
い
、
意
識
的
に
そ
の
思
い

を
「
恩
し
か
へ
」
す
の
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
は
源
氏
へ
の
愛
憎
を
二
者
対

比
的
に
語
り
、
し
か
し
い
ず
れ
を
も
否
定
的
に
認
識
し
て
い
る
。
ま
た

「
御
心
の
中
な
り
け
む
こ
と
、
い
か
で
漏
り
に
け
ん
」
は
、
語
り
手
自
ら

が
語
っ
て
お
き
な
が
ら
、
自
分
は
知
ら
ぬ
顔
を
決
め
込
む
草
子
地
表
現
で

あ
る
。
そ
れ
は
歌
の
内
容
が
本
来
語
っ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
を
語
っ
て
い

た
か
ら
で
あ
り
、
｜
旦
指
示
語
で
「
か
う
」
と
語
る
こ
と
も
、
明
確
に
は

語
ら
な
い
が
た
め
の
朧
化
の
語
り
口
で
は
な
か
っ
た
か
と
思
う
。

歌
は
源
氏
を
「
花
」
に
準
え
、
「
露
」
に
は
、
花
に
置
く
露
と
「
少
し

も
（
…
な
い
と
意
の
副
詞
「
つ
ゆ
」
を
掛
け
る
。
「
花
」
と
「
露
」
、
「
露
」

と
「
お
く
」
は
縁
語
で
、
花
に
「
心
の
お
か
れ
」
る
露
に
は
藤
壺
自
ら
を

仮
託
す
る
。
花
に
「
心
の
お
か
れ
」
る
我
が
あ
り
、
そ
れ
が
「
露
も
」
に

よ
っ
て
含
意
さ
れ
る
。
「
お
ほ
か
た
に
」
見
る
な
ら
ば
「
心
の
お
か
れ
」

る
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
と
事
実
に
反
す
る
仮
定
を
歌
い
な
が
ら
、
最
後
に

反
語
に
よ
っ
て
、
到
底
「
お
ほ
か
た
に
」
見
る
こ
と
は
で
き
ず
「
心
の
お

か
れ
」
る
現
実
を
導
き
出
す
。
反
実
仮
想
の
「
～
ま
し
か
ぱ
～
ま
し
」
は
、

（
池
川
）

「
も
は
や
な
す
術
の
な
い
状
況
に
お
け
る
後
悔
や
嘆
き
」
を
表
す
表
現
で

あ
り
、
｜
首
は
「
お
ほ
か
た
」
で
あ
り
た
い
と
願
っ
て
も
実
現
不
可
能
な

こ
と
を
知
り
つ
つ
仮
想
し
、
そ
れ
を
反
語
の
終
助
詞
「
や
は
」
で
自
ら
に

問
い
か
け
、
否
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
の
っ
ぴ
き
な
ら
な
い
現
実
に
対

す
る
悔
恨
や
嘆
き
の
心
を
屈
折
的
に
詠
む
の
で
あ
る
。

今
日
の
注
釈
書
で
は
、
右
歌
を
次
の
よ
う
に
解
釈
し
て
い
る
。

「
全
書
』
・
…
：
何
の
関
係
も
な
く
て
花
（
源
氏
）
の
姿
を
見
る
の
な

ら
露
程
の
夜
し
き
も
あ
る
ま
い
に
。

「
集
成
』
…
…
特
別
な
い
き
さ
つ
な
し
に
、
こ
の
美
し
い
姿
を
み
る

2６
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藤壺における「おほかた」考
の
で
あ
っ
た
な
ら
、
何
の
気
兼
ね
も
い
ら
な
い
で
あ

ろ
う
に
。

『
新
全
集
』
…
も
し
も
世
間
の
人
並
に
こ
の
花
の
よ
う
な
お
姿
を
み

る
の
で
あ
っ
た
ら
、
露
ほ
ど
の
気
が
ね
も
な
く
心
ゆ

く
ま
で
賞
賛
す
る
こ
と
が
で
き
た
で
あ
ろ
う
に

宣
長
は
「
此
大
か
た
は
、
源
氏
の
君
の
舞
を
、
密
通
の
事
な
く
て
、

た
ず
大
方
の
世
の
人
に
て
見
た
ら
ぱ
と
也
、
紅
葉
賀
巻
の
四
の
ひ
ら
に
、

大
か
た
に
は
、
と
あ
る
と
こ
ろ
に
い
へ
る
に
同
じ
、
考
へ
合
す
べ
し
」

＆
源
氏
物
語
玉
の
小
櫛
』
）
と
し
て
、
紅
葉
賀
巻
と
同
じ
く
、
密
通
に
対

応
す
る
認
識
で
あ
る
と
捉
え
て
い
た
が
、
こ
れ
ら
の
注
釈
書
も
「
お
ほ
か

た
に
」
は
男
女
関
係
を
下
敷
き
に
し
た
解
釈
を
し
て
い
る
。

こ
こ
で
「
お
ほ
か
た
に
花
の
姿
を
見
ま
し
か
ば
」
と
切
に
仮
想
さ
れ
る

こ
と
へ
の
対
応
概
念
は
、
藤
壺
が
源
氏
を
「
か
う
恩
」
っ
て
見
、
「
心
の

お
か
る
」
現
実
で
あ
る
。
源
氏
と
の
密
事
に
よ
り
子
が
誕
生
し
、
そ
の
罪

の
意
識
に
日
々
思
い
悩
む
と
い
う
今
さ
ら
な
す
術
も
な
い
、
恐
權
す
る
べ

き
現
実
で
あ
る
。
よ
っ
て
「
お
ほ
か
た
に
…
見
る
」
と
は
、
源
氏
と
の
男

女
の
関
係
や
情
愛
を
介
す
る
こ
と
な
く
見
る
こ
と
で
あ
る
。

右
の
諸
注
は
「
心
の
お
か
る
」
に
つ
い
て
「
や
ま
し
さ
が
あ
る
、
気
兼

ね
を
す
る
」
と
解
釈
し
て
い
る
が
、
「
細
流
抄
』
で
は
「
心
に
か
か
れ
る
」

意
と
捉
え
て
い
る
。

古
今
「
露
な
ら
ぬ
心
を
花
に
を
き
そ
め
て
風
吹
く
ご
と
に
物
お
も
ひ

ぞ
つ
く
」
心
は
花
は
咲
を
も
散
を
も
し
ら
ず
が
ほ
に
て
あ
る
べ
き
を

露
の
ご
と
く
花
の
上
に
心
を
、
く
故
に
よ
し
な
き
物
思
ひ
の
あ
る
と

也
・
此
歌
に
て
心
得
く
し
。
今
源
氏
の
姿
の
す
ぐ
れ
た
る
に
よ
り
て

低
回
秘
、
叩
刺
ふ
ど
也
。
大
か
た
な
ら
ま
し
か
ば
源
の
う
へ
を
ざ
ま
ざ

ｕ
「
…
は
か
な
き
こ
と
に
て
人
に
心
お
か
れ
じ
と
恩
ふ
も
、
た
だ
ひ

と
つ
ゆ
ゑ
ぞ
や
」
と
て
…
（
澪
標
②
国
冨
）

皿
と
ま
る
身
も
消
え
し
も
同
じ
露
の
世
に
心
お
く
ら
む
ほ
ど
ぞ

は
か
な
き

か
つ
は
思
し
消
ち
て
よ
か
し
。
（
葵
②
巴
）

例
９
．
ｎ
で
は
、
格
助
詞
「
と
」
に
よ
っ
て
「
心
の
み
お
か
る
」
「
心

お
く
」
内
実
が
明
示
さ
れ
て
い
る
。
９
は
、
源
氏
が
女
を
迎
え
た
こ
と
を

聞
い
た
葵
の
上
が
、
「
そ
の
人
を
大
切
に
思
い
重
々
し
く
扱
わ
れ
る
お
つ

も
り
な
の
だ
ろ
う
」
と
い
う
内
実
に
お
い
て
「
心
の
み
お
か
れ
」
て
、
親

ま
思
ふ
事
も
あ
る
ま
じ
と
也
。

例
に
引
く
「
古
今
和
歌
集
』
の
紀
貫
之
歌
（
巻
一
一
一
恋
歌
一
一
ｍ
＄
）
は
、

私
は
露
で
は
な
い
の
に
（
露
の
よ
う
に
）
花
（
あ
な
た
）
に
心
を
お
き

（
執
心
し
）
始
め
て
、
噂
を
聞
く
た
び
に
物
思
い
を
す
る
意
を
詠
ん
で
い

る
。
源
氏
物
語
に
お
い
て
は
、
助
詞
を
中
に
挟
ん
だ
「
心
の
お
か
る
」

「
心
の
み
お
か
る
」
「
心
も
お
か
る
」
「
心
や
お
く
」
「
心
を
お
く
」
を
含
み
、

「
心
お
く
」
皿
例
（
「
御
心
お
く
」
５
例
を
含
む
）
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。

そ
の
う
ち
助
動
詞
「
る
」
を
下
接
す
る
「
心
・
お
か
る
」
が
泌
例
を
占
め
、

「
心
・
お
か
る
」
は
「
心
・
お
く
」
の
自
発
乃
至
は
受
身
と
し
て
、
自
他

の
対
応
を
な
す
。

９
…
わ
ざ
と
人
す
ゑ
て
か
し
づ
き
た
ま
ふ
と
聞
き
た
ま
ひ
し
よ
り

1０

は
、
や
む
ご
と
な
く
思
し
定
め
た
る
こ
と
に
こ
そ
は
と
心
の
み
お

か
れ
て
、
い
と
ど
疎
く
恥
づ
か
し
ぐ
思
さ
る
べ
し
（
紅
葉
賀
①

②四四）

な
ほ
北
の
殿
を
ば
、
励
剣
設
郛
Ｈ
ｕ
Ｎ
司
利
割
た
ま
へ
り
。
（
玉
鍾
③

澤口①）
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壺
歌
の
下
旬
と
類
似
す
る
点
に
触
れ
て
い
る
。
道
長
歌
も
「
つ
ゆ
」
に

「
露
」
と
「
わ
ず
か
」
の
意
を
掛
け
、
「
を
み
な
へ
し
」
に
「
露
が
少
し
お

く
」
よ
う
に
、
避
け
る
と
い
う
の
で
は
な
い
の
に
、
相
手
に
少
し
隔
て
心

を
持
た
れ
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
詠
ん
だ
も
の
で
あ
る
。
確
か
に
類
似
の
表

し
め
ず
気
が
引
け
る
の
で
あ
る
。
皿
は
、
紫
の
上
が
自
分
よ
り
身
分
が
低

く
目
下
で
あ
る
と
思
っ
て
い
る
明
石
の
君
に
対
し
、
「
心
外
で
癌
に
障
り
、

失
礼
だ
」
と
い
う
不
快
感
を
抱
い
て
い
る
こ
と
を
、
ｎ
は
、
源
氏
が
女
性

達
か
ら
些
細
な
こ
と
で
嫉
妬
や
恨
み
な
ど
の
「
心
お
か
れ
じ
」
と
思
う
こ

と
を
表
す
。
皿
は
、
葵
の
上
の
死
後
、
六
条
御
息
所
の
弔
問
歌
「
人
の
世

を
あ
は
れ
と
聞
く
も
露
け
き
に
お
く
る
る
袖
を
恩
ひ
こ
そ
や
れ
」
（
葵
②

臼
）
に
対
す
る
源
氏
の
返
歌
で
あ
る
。
先
に
死
ぬ
も
後
に
生
き
残
る
も

同
じ
露
の
よ
う
な
こ
の
世
に
「
心
お
き
」
、
執
着
す
る
こ
と
は
取
る
に
足

り
な
い
こ
と
で
あ
る
と
し
て
、
御
息
所
の
「
恩
ひ
」
を
ま
ず
は
お
忘
れ
下

さ
い
と
願
っ
て
い
る
。

右
例
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
「
心
お
く
」
「
心
お
か
る
」
は
、
あ
る
思

い
を
心
に
留
め
、
わ
だ
か
ま
り
、
こ
だ
わ
る
こ
と
を
言
う
。
し
か
し
そ
の

こ
だ
わ
る
心
の
内
実
は
、
心
配
・
配
慮
・
隔
心
・
用
心
・
嫌
悪
・
気
兼

ね
・
執
心
・
興
味
関
心
な
ど
多
岐
に
わ
た
る
。
源
氏
物
語
で
は
直
接
「
心

お
く
」
「
心
お
か
る
」
が
恋
情
を
指
す
例
は
な
い
が
、
貫
之
歌
の
「
露
な

ら
ぬ
心
を
花
に
お
く
」
は
、
「
露
が
花
に
置
く
」
と
「
心
を
花
に
お
く
」

こ
と
を
重
ね
合
わ
せ
、
異
性
に
心
惹
か
れ
る
恋
情
の
表
現
と
な
っ
て
い
る
。

藤
壺
歌
も
貫
之
歌
を
踏
ま
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
源
氏
に
心
惹
か
れ
、
想

い
を
寄
せ
る
我
を
「
露
」
に
仮
託
し
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
吉
見

健
夫
氏
は
前
述
の
論
考
に
お
い
て
、
藤
原
道
長
の
「
君
を
し
も
避
く
と
も

な
き
に
を
み
な
へ
し
賭
の
心
を
お
か
れ
ぬ
る
か
な

（
公
任
集
君
）
が
藤

現
は
あ
る
に
し
て
も
、
こ
こ
は
「
花
」
で
あ
る
異
性
に
心
を
留
め
、
物
思

い
を
す
る
と
詠
む
貫
之
歌
の
方
が
、
異
性
へ
の
「
も
の
恩
ひ
」
を
す
る
こ

と
を
共
通
項
と
し
て
、
よ
り
藤
壼
歌
と
照
応
す
る
。

藤
壺
歌
が
「
み
づ
か
ら
思
し
か
へ
さ
れ
」
「
い
か
で
漏
り
に
け
ん
」
と

内
省
し
、
秘
密
め
か
し
て
語
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
以
上
、
も
は
や
そ
れ
は

一
般
的
・
世
間
の
人
並
み
の
目
で
見
る
な
ら
ば
気
兼
ね
な
く
賞
賛
で
き
る

の
に
と
い
っ
た
類
の
表
現
と
し
て
で
は
な
く
、
「
お
ほ
か
た
に
花
の
姿
を

見
」
る
こ
と
に
対
置
さ
れ
た
、
男
女
の
情
愛
を
含
意
し
た
「
心
の
お
か
」

る
現
実
を
読
み
取
ら
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。

（
注
旧
）

鈴
木
宏
子
氏
は
、
こ
の
歌
の
解
釈
に
お
い
て
、

「
お
ほ
か
た
に
…
見
ま
し
か
ば
」
は
、
〈
Ｂ
〉
（
筆
者
注
紅
葉
賀
巻
例
）
に

お
け
る
藤
壼
自
身
の
「
あ
は
れ
と
は
見
き
／
お
ほ
か
た
に
は
」
と
い
う

感
動
を
抑
制
し
よ
う
と
す
る
こ
と
ば
を
直
接
に
受
け
て
、
も
し
本
当

に
「
お
ほ
か
た
に
」
見
る
の
だ
っ
た
ら
と
自
問
し
た
こ
と
ば
で
あ
る
。

と
し
て
、
こ
の
一
首
は
、
「
藤
壼
の
心
の
底
に
否
定
し
が
た
く
存
在
し
続

け
て
い
る
源
氏
へ
の
愛
執
を
形
象
化
し
た
も
の
で
あ
る
。
誰
に
も
伝
え
る

こ
と
の
な
い
、
独
詠
歌
だ
か
ら
こ
そ
表
現
可
能
な
心
情
で
あ
っ
た
」
と
把

握
し
て
い
る
。

「
お
ほ
か
た
に
花
の
姿
を
見
ま
し
か
ば
」
は
、
ま
さ
に
紅
葉
賀
巻
に
お

い
て
青
海
波
を
舞
う
源
氏
の
姿
を
「
お
ほ
か
た
に
は
」
見
た
と
語
っ
た
言

葉
を
反
鶉
す
る
表
現
で
あ
る
。
そ
の
時
に
は
「
お
ほ
か
た
に
は
」
と
釈
明

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
隠
蔽
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
「
あ
は
れ
と
（
は
）
見
」

た
固
有
の
心
情
を
今
は
自
ら
に
問
い
か
け
、
源
氏
へ
の
執
心
を
語
っ
た
も

の
で
あ
ろ
う
。
「
か
う
恩
ふ
」
思
い
を
「
恩
し
か
へ
」
す
意
志
的
な
否
定

の
心
が
働
き
、
「
お
ほ
か
た
に
」
と
語
り
、
反
実
仮
想
と
反
語
と
い
う
二

２８
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藤壺における「おほかた」考

「
お
ほ
か
た
の
う
き
に
つ
け
て
は
厭
へ
ど
も
い
つ
か
こ
の
世

を
背
き
は
つ
く
き

か
つ
濁
り
つ
つ
」
な
ど
、
か
た
へ
は
御
使
の
心
し
ら
ひ
な
る
べ
し
。

（
賢
木
②
」
圏
）

両
歌
は
、
藤
原
兼
輔
が
子
故
の
心
の
迷
い
を
詠
ん
だ
「
人
の
親
の
心
は

闇
に
あ
ら
ね
ど
も
子
を
恩
ふ
道
に
ま
ど
ひ
ぬ
る
か
な
」
（
後
撰
集
巻
一
五

雑
一
］
］
ｓ
、
兼
輔
集
］
弓
）
を
踏
ま
え
、
お
互
い
に
東
宮
を
思
い
心
乱

れ
る
、
親
の
妄
執
を
詠
む
と
解
さ
れ
て
い
る
。
源
氏
歌
は
、
「
月
の
す
む

更
に
も
う
一
首
藤
壺
が
「
お
ほ
か
た
」
と
詠
ん
だ
歌
が
賢
木
巻
に
あ
る
。

藤
壺
は
御
子
の
東
宮
を
即
位
さ
せ
る
べ
く
安
泰
を
願
っ
て
き
た
が
、
桐
壺

院
亡
き
後
も
源
氏
の
「
に
く
き
御
心
」
は
止
ま
ず
、
「
あ
き
ま
し
う
て
近

づ
き
参
」
る
こ
と
が
あ
り
、
「
戚
夫
人
」
の
例
も
思
い
起
こ
さ
れ
「
世
の

疎
ま
し
く
過
ぐ
し
が
た
う
思
」
（
賢
木
②
］
屋
）
し
て
遂
に
出
家
を
決
意
。

故
院
の
一
周
忌
後
、
主
催
し
た
法
華
八
識
の
最
終
日
に
出
家
し
た
。
そ
こ

で
源
氏
と
交
わ
し
た
の
が
次
の
歌
で
あ
る
。

「
月
の
す
む
雲
居
を
か
け
て
し
た
ふ
と
も
こ
の
よ
の
闇
に
な

３１

ほ
や
ま
ど
は
む

と
恩
ひ
た
ま
へ
ら
る
る
こ
そ
、
か
ひ
な
く
。
思
し
立
た
せ
た
ま
へ

る
う
ら
や
ま
し
さ
は
限
り
な
う
」
と
ば
か
り
聞
こ
え
た
ま
ひ
て
…

重
に
屈
折
す
る
特
殊
な
表
現
性
を
持
つ
こ
と
も
、
藤
壼
の
源
氏
へ
の
恋
情

や
、
恐
る
べ
き
現
実
へ
の
悔
恨
や
嘆
き
の
心
が
外
部
に
漏
れ
出
る
こ
と
を

極
力
警
戒
す
る
が
故
の
も
の
で
あ
っ
た
と
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

四
藤
壺
の
用
例
そ
の
一
一
一

（
澄
む
・
住
む
）
雲
居
」
と
「
こ
の
よ
の
闇
」
を
対
比
し
、
「
こ
」
に
は

「
こ
の
世
」
と
「
子
」
を
掛
け
な
が
ら
、
私
も
出
家
し
た
い
と
思
う
け
れ

ど
も
、
東
宮
を
思
う
と
出
家
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
や
は
り
こ
の
世
の
煩

悩
に
心
乱
れ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
か
と
詠
ん
で
い
る
。
応
じ
る
藤
壺
歌
も

「
こ
の
世
」
と
「
子
」
を
掛
け
、
「
お
ほ
か
た
の
う
き
」
に
お
い
て
は
出
家

し
た
け
れ
ど
、
い
つ
に
な
っ
た
ら
本
当
に
こ
の
世
（
子
）
を
捨
て
切
れ
る

の
だ
ろ
う
か
と
、
出
家
し
た
今
も
本
心
で
は
こ
の
世
（
子
）
を
捨
て
切
れ

て
い
な
い
嘆
き
の
心
を
詠
む
。
そ
の
未
だ
「
こ
の
世
を
背
き
は
」
て
て
は

い
な
い
こ
と
が
「
濁
り
」
で
あ
る
と
付
け
加
え
た
の
で
あ
る
。

注
釈
書
で
は
「
お
ほ
か
た
の
う
き
に
つ
け
て
は
」
を
、
。
体
に
、
世

の
中
が
は
か
な
く
思
わ
れ
て
」
ｓ
集
成
」
）
「
お
お
よ
そ
世
の
中
の
つ
ら
さ

（
注
応
）

か
ら
」
（
「
新
大
系
」
）
「
こ
の
世
の
お
お
よ
そ
の
つ
ら
さ
ゆ
え
に
」
（
『
新
全

集
」
）
と
解
釈
し
、
従
来
の
「
お
ほ
か
た
」
の
把
握
に
拠
っ
て
い
る
。
し

か
し
、
第
一
に
「
お
ほ
か
た
」
は
。
体
に
」
「
お
お
よ
そ
」
と
い
っ
た

副
詞
の
用
法
で
は
な
く
、
「
う
き
」
を
修
飾
す
る
連
体
修
飾
語
の
用
法
で

あ
る
。
ま
た
「
お
お
よ
そ
の
つ
ら
さ
」
と
い
う
現
代
語
で
も
当
た
る
ま
い
。

藤
壼
は
、
桐
壺
院
亡
き
後
朱
雀
帝
・
右
大
臣
家
が
実
権
を
握
っ
た
今
、
東

宮
の
身
の
安
泰
を
図
る
べ
き
方
策
と
し
て
出
家
の
道
を
選
ん
だ
の
で
あ

り
、
「
お
ほ
か
た
の
う
き
」
は
そ
の
公
に
関
わ
る
身
の
嘆
き
を
一
一
一
一
口
う
。
そ

り
、
「
お
ほ
か
た
の
う
き
」
は
そ
の
公

れ
は
、
前
述
戚
夫
人
の
例
を
挙
げ
た
「

さ
る
れ
ば
」
（
賢
木
②
」
庭
）
、
出
家
直
一

な
り
た
ま
ひ
に
た
れ
ば
」
（
同
②
］
詮
）

第
一
章
で
見
た
よ
う
に
「
お
ほ
か
た

が
あ
る
が
、
こ
こ
で
対
置
さ
れ
る
藤
壺

さ
る
れ
ば
」
（
賢
木
②
巨
心
）
、
出
家
直
後
の
「
出
が
引
靴
副
Ｒ
口
、
識
か
く

な
り
た
ま
ひ
に
た
れ
ば
」
（
同
②
］
詮
）
と
照
応
す
る
。

第
一
章
で
見
た
よ
う
に
「
お
ほ
か
た
」
に
は
対
比
さ
れ
る
固
有
の
概
念

が
あ
る
が
、
こ
こ
で
対
置
さ
れ
る
藤
壺
固
有
の
概
念
と
は
ど
の
よ
う
な
も

の
で
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
源
氏
歌
の
「
こ
の
よ
の
闇
」
は
、
子
故
の
心
の

Ｌ
の
疎
ま
し
く
過
ぐ
し
が
力
、
引
田

巳
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闇
の
意
も
掛
け
る
に
し
て
も
、
和
泉
式
部
が
「
願
は
く
ば
暗
き
こ
の
世
の

闇
を
出
て
あ
か
き
蓮
の
み
と
も
な
ら
ば
や
」
（
和
泉
式
部
集
仁
ｅ
と
も

詠
ん
だ
よ
う
に
、
極
楽
浄
土
世
界
と
対
置
さ
れ
る
、
煩
悩
に
ま
み
れ
た
現

世
と
捉
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
出
家
し
た
悟
り
の
世
界
と

は
対
岸
の
濁
世
と
し
て
の
現
世
に
当
た
る
と
考
え
た
い
の
で
あ
る
。
し
か

も
、
源
氏
の
「
こ
の
よ
の
闇
」
に
「
ま
ど
ふ
」
嘆
き
の
心
は
、
藤
壺
の

「
お
ほ
か
た
の
う
き
」
に
対
比
さ
れ
る
藤
壺
固
有
の
現
世
で
の
「
憂
き
」

思
い
に
繋
が
る
。
両
者
は
、
源
氏
が
藤
壷
と
東
宮
へ
の
思
い
を
潜
ま
せ
な

が
ら
直
情
的
に
訴
え
る
の
に
対
し
、
藤
壷
は
「
お
ほ
か
た
」
の
語
に
よ
っ

て
、
逆
に
照
射
さ
れ
る
わ
が
身
固
有
の
不
蒋
騨
を
語
ろ
う
と
し
て
い
る
。

即
ち
、
藤
壺
は
こ
の
歌
で
も
意
図
し
て
限
定
的
・
理
性
的
に
「
お
ほ
か

た
の
う
き
に
つ
け
て
は
」
と
詠
ん
で
い
る
。
し
か
し
そ
れ
に
対
比
さ
れ
る

藤
壷
固
有
の
心
に
秘
め
た
苦
悩
か
ら
逃
れ
る
こ
と
は
で
き
ず
、
真
に
こ
の

世
を
、
子
を
捨
て
切
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
い
る
と
言
う
。
「
こ
の
世
を

背
き
は
っ
」
こ
と
の
で
き
な
い
こ
と
が
「
濁
り
」
で
あ
り
、
そ
れ
を
言
葉

で
「
か
つ
濁
り
つ
つ
」
と
付
け
加
え
た
の
で
あ
る
が
、
藤
壺
は
源
氏
の
一
一
一
一
口

う
「
月
の
す
む
雲
居
」
に
準
え
ら
れ
る
澄
ん
だ
悟
り
の
境
地
に
は
な
く
、

何
と
い
っ
て
も
ま
術
脳
「
濁
り
」
の
心
で
あ
り
、
身
で
あ
る
こ
と
を
告
白

す
る
。
つ
ま
り
「
濁
り
」
は
、
単
に
子
に
執
着
す
る
心
の
み
な
ら
ず
、
現

世
を
捨
て
切
る
こ
と
の
で
き
な
い
、
源
氏
と
同
じ
く
「
こ
の
よ
の
闇
」
に

ま
ど
う
嘆
き
の
心
を
指
す
。
「
こ
の
よ
の
闇
に
な
ほ
（
や
）
ま
ど
ふ
」
源

氏
も
、
「
い
つ
か
こ
の
世
を
背
き
は
つ
く
き
」
藤
壺
も
、
「
こ
の
よ
」
に
は

「
子
」
で
あ
る
東
宮
を
響
か
せ
る
の
み
な
ら
ず
、
二
人
の
間
に
密
か
に
持

続
す
る
男
女
の
恋
情
に
根
ざ
し
た
こ
の
世
で
の
「
う
き
」
思
い
が
通
底
し

て
い
た
と
思
う
の
で
あ
る
。

藤
壷
に
関
す
る
三
例
の
「
お
ほ
か
た
」
表
現
の
検
討
を
通
し
、
次
の
よ

う
に
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
ず
紅
葉
賀
巻
に
お
い
て
は
、
「
立
ち
ゐ

に
つ
け
て
あ
は
れ
と
は
見
き
」
と
用
心
深
く
詠
ん
だ
上
に
も
、
更
に
「
お

ほ
か
た
に
は
」
と
「
あ
は
れ
」
の
心
情
を
一
般
的
な
も
の
へ
定
位
さ
せ
よ

う
と
し
た
。
し
か
し
、
そ
の
こ
と
が
返
っ
て
本
心
を
露
呈
す
る
こ
と
に

な
る
の
で
あ
っ
た
。
花
宴
巻
で
は
「
お
ほ
か
た
に
」
で
は
あ
り
得
な
い
、

本
心
と
し
て
の
わ
が
「
心
の
お
か
る
」
源
氏
へ
の
情
愛
を
密
か
に
語
っ
た

の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
源
氏
に
は
伝
わ
る
こ
と
の
な
い
独
詠
歌
と
し
て
、

し
か
も
反
実
仮
想
と
反
語
と
い
う
二
重
に
反
転
す
る
表
現
に
よ
っ
て
、
屈

折
的
に
語
ら
れ
る
悔
恨
と
嘆
き
の
心
で
あ
っ
た
。
賢
木
巻
で
は
、
出
家
し

（
注
旧
）

木
船
重
昭
氏
は
こ
の
例
に
つ
い
て
則
り
、

「
お
ほ
か
た
の
う
き
に
つ
け
て
」
に
は
、
例
の
「
お
ほ
か
た
に
（
は
）
」

と
同
様
の
趣
が
秘
め
ら
れ
て
い
る
。
光
源
氏
と
の
秘
事
の
「
う
き
に

つ
け
て
」
で
は
な
い
、
と
否
定
し
、
彼
の
思
慕
を
な
お
慎
重
に
警
戒

し
回
避
す
る
。
…
こ
の
「
お
ほ
か
た
の
う
き
」
の
底
に
は
、
現
下
の

廃
坊
の
危
倶
が
、
実
は
、
重
く
深
く
沈
め
ら
れ
て
い
る
。

と
述
べ
て
い
る
。
当
該
の
賢
木
巻
例
で
も
「
お
ほ
か
た
」
に
よ
っ
て
語
ら

れ
る
「
う
き
」
に
対
置
さ
れ
る
、
藤
壺
固
有
の
「
こ
の
よ
の
闇
」
に
ま
ど

う
「
う
き
」
思
い
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
藤
壺
固
有
の
「
う
き
」
思

い
は
、
源
氏
と
の
男
女
関
係
に
よ
っ
て
生
じ
た
深
刻
な
苦
悩
で
あ
り
、
運

命
と
し
て
の
不
幸
観
で
あ
っ
た
。
こ
の
例
も
ま
た
明
確
に
は
語
れ
な
い
固

有
の
思
い
を
語
る
「
お
ほ
か
た
」
の
表
現
性
を
示
唆
す
る
も
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に
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藤壺における「おほかた」考
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
「
お
ほ
か
た
」
の
表
向
き
の
嘆
き
に
対
比
さ
れ
る

藤
壺
固
有
の
嘆
き
と
は
、
「
こ
の
世
」
を
も
「
子
」
を
も
真
に
超
脱
す
る

こ
と
が
で
き
ず
、
「
こ
の
よ
の
闇
に
な
ほ
（
や
）
ま
ど
ふ
」
源
氏
と
同
じ

く
、
禁
忌
の
男
女
関
係
に
よ
っ
て
生
じ
た
嘆
き
の
心
で
あ
っ
た
。

密
通
・
不
義
の
子
誕
生
に
よ
る
罪
の
意
識
は
「
そ
ら
」
へ
の
恐
權
と
し

て
語
ら
れ
て
い
る
が
、
常
に
明
確
に
、
｜
途
な
情
熱
に
よ
っ
て
語
ら
れ
る

「
お
ほ
け
な
き
」
源
氏
の
恋
情
と
は
対
照
的
に
、
賢
木
巻
ま
で
の
藤
壺
の

源
氏
へ
の
恋
情
は
あ
く
ま
で
抑
制
さ
れ
、
朧
気
に
し
か
語
ら
れ
な
い
。
と

こ
ろ
が
源
氏
の
須
磨
退
去
後
に
は
、
次
の
よ
う
に
源
氏
へ
の
情
愛
が
語
ら

れ
て
い
る
。

Ⅲ
御
宿
世
の
ほ
ど
を
思
す
に
は
、
い
か
が
浅
く
は
恩
さ
れ
ん
。
年
ご

ろ
は
、
た
だ
も
の
の
聞
こ
え
な
ど
の
つ
つ
ま
し
さ
に
、
す
こ
し
情

あ
る
気
色
見
せ
ば
、
そ
れ
に
つ
け
て
人
の
答
め
出
づ
る
こ
と
も
こ

そ
と
の
み
、
ひ
と
へ
に
恩
し
忍
び
つ
つ
、
あ
は
れ
を
も
多
う
御
覧

じ
す
ぐ
し
、
す
ぐ
す
ぐ
し
う
も
て
な
し
た
ま
ひ
し
を
…
あ
は
れ
に

恋
し
う
も
い
か
が
思
し
出
で
ざ
ら
む
…
（
須
磨
②
己
」
）

年
来
は
、
少
し
で
も
源
氏
へ
の
情
愛
あ
る
様
を
見
せ
る
と
、
人
の
非
難

を
受
け
る
も
の
と
ば
か
り
思
い
、
ひ
た
す
ら
心
を
抑
え
抑
え
し
て
、
多
く

の
愛
憐
の
情
も
見
過
ご
し
、
そ
っ
け
な
く
振
舞
っ
て
き
た
。
だ
が
今
は
、

し
み
じ
み
と
恋
し
く
思
い
出
さ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
と
言
う
。
そ
こ
に
は

藤
壷
の
変
容
の
問
題
も
絡
む
が
、
し
か
し
、
こ
の
須
磨
巻
に
お
け
る
心
情

表
白
を
俟
た
ず
と
も
、
物
語
の
構
想
上
藤
壺
に
源
氏
へ
の
恋
情
が
な
か
っ

た
と
は
考
え
難
い
。
そ
れ
は
明
白
に
は
語
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

言
い
換
え
る
な
ら
ば
、
藤
壺
の
源
氏
へ
の
恋
情
は
、
「
お
ほ
か
た
」
な

ど
の
語
に
よ
っ
て
語
ら
れ
得
る
も
の
で
あ
っ
た
。
「
お
ほ
か
た
」
は
、
’

般
的
・
全
般
的
・
普
通
の
．
表
向
き
の
な
ど
の
意
を
表
す
が
、
そ
こ
に
は

常
に
対
比
さ
れ
る
私
的
・
内
心
・
本
心
・
個
別
・
特
別
な
ど
固
有
の
認
識

が
あ
り
、
む
し
ろ
表
面
的
・
一
般
的
・
全
体
的
・
世
間
的
な
る
も
の
を
語

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
対
比
さ
れ
る
べ
き
固
有
の
本
心
・
本
音
が
浮
か
び
上

が
っ
て
く
る
。
「
お
ほ
か
た
」
を
語
る
こ
と
に
よ
っ
て
逆
に
照
射
さ
れ
る

も
の
を
語
る
、
そ
れ
が
藤
壺
の
源
氏
へ
の
恋
情
を
語
る
一
つ
の
方
法
で
は

な
か
っ
た
か
と
思
う
の
で
あ
る
。
直
裁
に
語
っ
て
し
ま
え
ば
、
そ
こ
に
藤

壺
の
恋
情
は
形
象
化
さ
れ
て
し
ま
う
。
明
確
に
は
語
ら
な
い
こ
と
で
、
ま

た
源
氏
の
恋
情
と
響
き
合
う
こ
と
で
形
作
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
思
う

の
で
あ
る
。

注
１
「
源
氏
物
語
」
の
用
例
は
「
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
源
氏
物
語
」

に
拠
る
。
以
下
『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
」
「
新
潮
日
本
古
典
集
成
』

「
日
本
古
典
全
書
』
「
日
本
古
典
文
学
大
系
」
「
源
氏
物
語
評
釈
』
と

と
も
に
「
新
全
集
」
『
新
大
系
』
「
集
成
』
「
全
書
』
『
大
系
』
「
玉
上

評
釈
』
と
略
称
。

２
木
船
重
昭
「
源
氏
物
語
の
研
究
」
「
琴
笛
の
音
に
き
こ
え
か
よ
ひ
１

１
藤
壷
像
の
修
正
ｌ
」
丁
９
６
９
年
９
月
大
学
堂
書
店
）
、
大
朝

雄
二
「
源
氏
物
語
の
人
物
造
型
藤
壷
」
（
「
解
釈
と
鑑
賞
』
１
９
７

１
年
５
月
）

３
吉
沢
義
則
『
源
氏
随
孜
』
（
１
９
４
２
年
５
月
晃
文
社
『
源
氏
物
語

研
究
叢
書
』
第
９
巻
に
拠
る
）
、
玉
上
琢
彌
「
源
氏
物
語
評
釈
」
第

四
巻
（
１
９
６
５
年
９
月
角
川
書
店
）
も
積
極
的
に
こ
の
立
場
を
取

る
。

４
『
源
氏
の
女
君
』
（
１
９
５
９
年
２
月
三
一
書
房
、
増
補
版
１
９
６
７
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年
６
月
塙
書
房
）
増
補
版
ｎ
頁
。

５
「
別
冊
国
文
学
川
田
源
氏
物
語
必
携
Ⅱ
」
（
１
９
８
２
年
２
月
）
作
中

人
物
論
（
藤
壺
中
宮
）

６
「
な
り
」
と
「
に
」
「
に
て
」
「
に
は
」
「
に
や
は
」
「
に
て
は
」
「
に
も
」

「
に
ぞ
」
「
に
こ
そ
」
「
に
し
も
」
を
下
接
す
る
形
を
含
む
。

７
コ
古
今
集
』
の
「
お
ほ
か
た
は
」
の
解
釈
」
ｓ
和
歌
文
学
研
究
」
第

Ⅳ
号
１
９
８
３
年
８
月
）

８
西
本
香
子
「
紅
葉
賀
巻
『
袖
う
ち
ふ
り
し
心
知
り
き
や
』
試
論
ｌ
王

権
讃
へ
の
転
回
ｌ
」
弓
文
芸
研
究
」
第
ｎ
号
「
明
治
大
学
文
学
部
紀

要
」
１
９
９
４
年
２
月
）
は
、
「
袖
振
り
」
は
上
代
と
同
じ
く
呪
術

的
な
招
魂
の
意
と
す
る
。
『
新
全
集
」
「
新
大
系
』
も
招
魂
の
所
作
と

解
す
る
が
、
愛
情
の
表
出
と
す
る
「
集
成
」
や
吉
見
健
夫
氏
（
注
Ⅱ
）

な
ど
の
見
解
に
従
っ
た
。

９
山
崎
良
幸
二
あ
は
れ
」
と
「
も
の
の
あ
は
れ
」
の
研
究
』
（
１
９
８

６
年
ｎ
月
風
間
書
房
）
は
、
「
あ
は
れ
」
は
「
も
と
も
と
相
手
の
自

分
に
寄
せ
る
愛
情
に
対
し
て
、
自
分
も
ま
た
そ
れ
に
応
じ
て
同
じ
よ

う
に
愛
情
を
感
じ
る
」
（
１
３
８
頁
）
こ
と
と
す
る
。

皿
山
崎
良
幸
『
日
本
語
の
文
法
機
能
に
関
す
る
体
系
的
研
究
』
（
１
９

６
５
年
１
２
月
風
間
書
房
）
題
助
詞
「
は
」
。

、
「
紅
葉
賀
巻
の
藤
壷
ｌ
贈
答
歌
の
解
釈
か
ら
ｌ
」
（
「
中
古
文
学

1４ 1３ 1２

「
露
も
心
の
お
か
れ
ま
し
や
は
ｌ
藤
壷
の
宮
の
自
照
か
ら
自
立
へ

ｌ
」
（
「
平
安
文
学
研
究
」
第
〃
輯
１
９
７
１
年
ｎ
月
）

和
田
明
美
『
古
代
日
本
語
の
助
動
詞
の
研
究
ｌ
「
む
」
の
系
統
を
中

心
と
す
る
ｌ
」
（
１
９
９
４
年
四
月
風
間
書
房
）
１
９
１
～
１
９
２

論
孜
」
Ⅳ
、
１
９
９
６
年
ｎ
月
）

「
紅
葉
賀
の
試
楽
と
藤
壺
の
宮
」

３

月
、－〆

ｓ
解
釈
』
肥
１
３
，
１
９
７
０
年

1９ 1８ 1７ 1６ 1５

頁
。

「
葛
藤
す
る
歌
ｌ
藤
壺
の
独
詠
歌
に
つ
い
て
ｌ
」
一
「
源
氏
研
究
」

第
９
号
２
０
０
４
年
４
月
）

『
新
大
系
』
は
青
表
紙
大
島
本
の
「
お
ほ
ふ
か
た
の
」
を
本
文
と
す

る
が
、
注
で
「
青
表
紙
本
他
本
多
く
、
初
句
「
お
ほ
か
た
の
Ｅ
と

述
べ
「
お
ほ
か
た
の
」
の
解
釈
を
示
す
。

山
崎
良
幸
「
源
氏
物
語
の
語
義
の
研
究
」
（
１
９
７
８
年
６
月
風
間

書
房
）
２
０
０
～
２
０
１
頁
に
お
け
る
「
憂
し
」
の
意
義
参
照
。

「
岩
波
古
語
辞
典
』
で
は
語
源
を
「
つ
き
合
わ
せ
て
一
緒
に
す
る
意

の
カ
テ
（
合
・
糠
）
と
同
根
か
」
と
し
、
白
石
佳
和
「
語
り
と
歌
を

つ
な
ぐ
「
か
つ
は
」
１
１
古
今
集
か
ら
源
氏
物
語
へ
ｌ
」
（
「
和
歌

文
学
研
究
」
第
別
号
２
０
０
０
年
８
月
）
で
は
、
「
か
つ
」
「
か
つ
は
」

は
「
本
来
一
緒
に
起
こ
ら
な
い
は
ず
の
動
作
が
起
こ
る
と
す
る
矛
盾

を
認
識
す
る
」
語
で
あ
る
と
い
う
が
、
「
か
つ
」
を
語
根
と
す
る

「
か
つ
」
「
か
つ
は
」
「
か
つ
が
つ
」
は
、
数
あ
る
中
か
ら
何
と
い
っ

て
も
ま
ず
は
と
、
一
つ
の
も
の
を
特
立
す
る
意
で
あ
る
と
考
え
る
。

「
光
源
年
藤
壷
の
宮
の
贈
答
歌
ｌ
賢
木
の
巻
に
お
け
る
そ
の
展

開
ｌ
」
（
「
平
安
文
学
研
究
」
第
蛆
輯
１
９
７
２
年
６
月
）

（
や
ま
ざ
き
か
ず
こ
・
博
士
後
期
課
程
二
年
）
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