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『
源
氏
物
語
』
に
お
い
て
浮
舟
が
最
後
に
詠
ん
だ
歌
は
、
手
習
巻

で
手
習
歌
と
し
て
詠
ま
れ
た
「
尼
衣
か
は
れ
る
身
に
や
あ
り
し
世
の

（

１

）

か
た
み
に
袖
を
か
け
て
し
の
ば
ん
」
（
手
習
⑥
三
六
二
で
あ
る
。

小
野
で
出
家
し
て
い
た
浮
舟
は
突
然
も
た
ら
さ
れ
た
「
あ
り
し
世
の

か
た
み
」
の
衣
に
触
発
さ
れ
て
、
ど
の
袖
を
何
に
掛
け
て
、
何
を
偲

ぶ
の
だ
ろ
う
か
。
歌
意
を
究
明
し
、
浮
舟
物
語
に
お
け
る
当
歌
の
位

置
づ
け
を
考
え
た
い
。
そ
の
上
で
、
浮
舟
の
か
ぐ
や
姫
引
用
の
視
点

か
ら
「
尼
衣
」
と
か
ぐ
や
姫
の
「
天
衣
（
天
の
羽
衣
）
」
と
の
関
わ

り
を
考
え
て
み
よ
う
と
思
う
。

は
じ
め
に

〈
論
文
〉

「
源
氏
物
語
』
浮
舟
の
「
尼
衣
」
歌
考

浮
舟
失
畭
の
三
月
か
ら
一
年
が
経
つ
頃
、
母
尼
君
の
孫
紀
伊
守

（
薫
の
家
人
）
が
小
野
を
訪
れ
装
束
の
誰
え
を
依
頼
す
る
。
そ
れ
は

薫
が
催
す
浮
舟
の
一
周
忌
法
要
の
布
施
で
あ
る
こ
と
を
知
り
、
浮
舟

は
「
い
か
で
か
は
あ
は
れ
な
ら
ざ
ら
む
」
と
ひ
ど
く
心
を
打
た
れ
る
。

薫
と
匂
宮
の
話
題
を
「
あ
は
れ
に
も
を
か
し
ぐ
」
も
聞
き
、
自
分
を

忘
れ
な
い
で
い
る
薫
を
「
あ
は
れ
」
と
思
う
に
も
、
母
の
心
中
を
思

い
や
る
が
尼
姿
で
の
対
面
は
悼
ら
れ
る
。
妹
尼
の
裁
縫
の
求
め
に
も

応
じ
ず
臥
し
て
い
る
場
面
で
あ
る
（
手
習
⑥
三
五
六
～
三
六
○
）
。

忘
れ
た
ま
は
ぬ
に
こ
そ
は
と
あ
は
れ
と
思
ふ
に
も
、
い
と
ど
母

君
の
御
心
の
中
推
し
は
か
ら
る
れ
ど
、
な
か
な
か
言
ふ
か
ひ
な

｜

問

題

点

山
崎

和
子
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『源氏物語』浮舟の「尼衣」歌考

一
人
の
尼
が
「
あ
の
お
方
に
は
こ
の
よ
う
な
（
紅
に
桜
の
織
物
の

桂
を
重
ね
た
華
や
か
な
）
装
束
を
差
し
上
げ
る
は
ず
で
す
の
に
、
な

さ
け
な
い
墨
染
（
の
尼
衣
）
だ
こ
と
」
と
嘆
息
し
た
こ
と
で
、
浮
舟

は
右
の
手
習
歌
を
言
き
記
す
。
こ
こ
で
四
度
も
「
あ
は
れ
」
と
語
ら

れ
て
お
り
深
い
感
慨
を
覚
え
て
い
た
。

古
注
で
は
当
歌
を
「
か
嵐
る
装
束
を
み
て
む
か
し
を
し
の
ひ
た
る

也
」
今
細
流
抄
」
）
な
ど
、
浮
舟
が
昔
を
偲
ん
で
い
る
意
に
解
釈
す

る
も
の
が
多
い
が
、
近
年
の
注
釈
言
は
、

Ａ
…
「
尼
衣
に
姿
の
変
わ
っ
て
し
ま
っ
た
こ
の
身
に
、
今
さ
ら
昔
の

形
見
と
し
て
、
は
な
や
か
な
衣
装
を
ま
と
っ
て
昔
を
偲
ん
だ
り

て

し

の

ば

ん

と
言
き
て
、
い
と
ほ
し
く
、
亡
く
も
な
り
な
ん
後
に
、
も
の
の

隠
れ
な
き
世
な
り
け
れ
ば
、
聞
き
あ
は
せ
な
ど
し
て
、
疎
ま
し

き
ま
で
隠
し
け
る
と
や
思
は
ん
、
な
ど
さ
ま
ざ
ま
思
ひ
つ
つ
、

「
過
ぎ
に
し
方
の
こ
と
は
、
絶
え
て
忘
れ
は
べ
り
に
し
を
、
か

や
う
な
る
こ
と
を
思
し
い
そ
ぐ
に
つ
け
て
こ
そ
、
ほ
の
か
に
あ

は
れ
な
れ
」
と
お
ほ
ど
か
に
の
た
ま
ふ
。

（

手

習

⑥

三

六

○

～

三

六

二

き
さ
ま
を
見
え
聞
こ
え
た
て
ま
つ
ら
む
は
、
な
ほ
、
い
と
つ
つ

ま
し
く
ぞ
あ
り
け
る
。
・
・
．
（
中
略
）
…
紅
に
桜
の
織
物
の
桂
重

ね
て
、
「
御
前
に
は
、
か
か
る
を
こ
そ
奉
ら
す
べ
け
れ
。
あ
さ

ま
し
き
墨
染
な
り
や
」
と
言
ふ
人
あ
り
。

~
~
~
~
尼
衣
か
は
れ
る
身
に
や
あ
り
し
世
の
か
た
み
に
袖
を
か
け

し
よ
う
か
」
「
も
う
は
な
や
か
な
装
束
に
手
を
通
し
た
り
し
た

く

な

い

」

「

反

語

と

見

る

」

舎

玉

上

評

釈

」

）

Ｂ
：
・
尼
の
衣
に
す
っ
か
り
変
っ
て
し
ま
っ
た
こ
の
身
に
、
昔
の
暮
し

の
形
見
と
し
て
こ
の
は
な
や
か
な
衣
裳
の
袖
を
か
け
て
、
昔
を

偲
び
も
し
よ
う
か
。
「
か
け
て
」
に
、
「
心
に
掛
け
て
」
の
意
を

重

ね

る

。

（

「

集

成

ご

Ａ
反
語
説
に
は
他
に
「
全
集
」
『
新
大
系
」
「
鑑
賞
』
『
注
釈
」
が

あ
り
、
偲
ぶ
方
向
に
捉
え
る
Ｂ
疑
問
説
は
『
対
校
』
『
全
書
」
『
大
系
』

（

２

）

「
新
全
集
』
『
人
物
で
読
む
」
も
あ
る
。
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
一
首
全

体
が
ま
と
ま
り
を
な
し
、
反
語
か
疑
問
か
を
問
題
と
し
て
い
る
が
、

新
た
に
問
題
に
な
る
の
が
Ｃ
二
句
切
れ
の
解
釈
で
あ
る
。
井
野
葉
子

氏
以
前
に
も
倉
田
実
氏
、
清
水
婦
久
子
氏
が
二
句
目
で
の
区
切
れ
を

捉
え
て
い
た
が
、
最
新
刊
の
『
岩
波
文
庫
」
は
井
野
説
を
全
面
的
に

（

３

）

採
用
し
て
い
る
。
井
野
説
を
挙
げ
て
み
よ
う
。

Ｃ
…
「
～
に
や
」
の
「
に
」
は
下
の
語
と
の
「
格
関
係
や
修
飾
関
係
」

が
な
い
た
め
、
文
意
は
「
尼
衣
か
は
れ
る
身
に
や
・
」
で
切
れ
る
。

『
源
氏
物
語
」
に
お
い
て
文
末
の
「
に
や
」
に
反
語
の
意
は
な
く
、

疑
問
あ
る
い
は
詠
嘆
表
現
で
あ
る
。
「
袖
を
か
け
」
は
、
「
浮
舟

が
今
着
て
い
る
尼
衣
の
袖
を
伸
ば
し
て
対
象
に
触
れ
て
対
象
を

覆
う
こ
と
」
で
あ
る
か
ら
、
「
尼
衣
、
変
わ
っ
た
身
な
の
か
。

私
が
俗
世
に
い
た
時
の
形
見
と
し
て
華
や
か
な
片
身
ご
ろ
に
尼

衣
の
袖
を
か
け
て
偲
ぼ
う
。
」
と
「
詠
嘆
し
な
が
ら
疑
問
を
投

げ
か
け
」
「
過
去
を
恋
い
慕
っ
て
い
る
歌
」

問
題
は
「
か
は
れ
る
身
に
や
」
の
「
に
」
を
ど
う
捉
え
る
か
に
あ
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る
。
通
説
は
「
身
に
」
と
位
格
表
示
の
格
助
詞
と
捉
え
、
係
助
訶

「
や
」
は
「
し
の
ば
ん
」
と
呼
応
し
一
首
全
体
が
ま
と
ま
り
を
な
す

と
解
釈
す
る
が
、
井
野
氏
は
「
に
」
は
助
動
詞
で
「
結
び
が
な
く
、

そ
こ
で
文
末
と
な
る
」
、
即
ち
「
身
に
や
・
」
で
文
意
が
切
れ
る
と
言

王
ハ
ノ
○

ま
た
今
一
つ
大
き
な
問
題
点
と
し
て
「
袖
を
か
け
て
」
の
解
釈
が

あ
る
。
従
来
は
、
尼
の
身
に
華
や
か
な
衣
装
を
ま
と
う
．
華
や
か
な

衣
を
引
き
か
け
る
な
ど
と
衣
を
着
用
す
る
意
に
捉
え
、
華
や
か
な
衣

の
袖
を
掛
け
る
こ
と
も
尼
衣
に
変
わ
っ
た
身
に
羽
織
る
様
を
思
い
描

い
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
井
野
氏
は
、
華
や
か
な
衣
に
尼
衣
の
袖
を
掛

け
る
と
い
う
従
来
説
と
は
逆
の
新
解
釈
を
提
示
し
た
。

本
稿
で
は
歌
意
に
つ
い
て
次
の
点
か
ら
考
察
を
進
め
た
い
。

１
「
身
に
や
」
の
「
に
」
は
位
格
表
示
の
格
助
訶
と
見
、
係
助
訶

「
や
」
は
疑
問
を
表
し
一
首
全
体
を
疑
い
問
い
か
け
て
い
る
。

２
「
袖
を
か
け
て
」
は
形
見
の
華
や
か
な
衣
に
浮
舟
の
尼
衣
の
袖

を

掛

け

る

こ

と

で

あ

る

。

３
「
か
た
み
」
の
「
し
の
ぶ
」
対
象
に
は
特
定
の
人
物
と
し
て
薫

を

捉

え

て

い

る

。

４
従
っ
て
歌
意
は
、
浮
舟
が
出
家
し
尼
衣
に
変
わ
っ
た
身
に
お
い

て
、
昔
の
形
見
で
あ
る
華
や
か
な
衣
の
片
身
に
尼
衣
の
袖
を
掛

け
て
、
形
見
が
喚
起
す
る
薫
に
ひ
た
す
ら
心
惹
か
れ
て
懐
か
し

く
思
う
の
か
、
尼
の
身
に
お
い
て
偲
ぼ
う
か
、
と
自
ら
に
疑
い

問

い

か

け

て

い

る

。

ま
ず
、
「
か
は
れ
る
身
に
や
」
の
「
に
」
は
格
助
詞
か
、
断
定
の

助
動
詞
な
の
か
、
係
助
詞
「
や
」
は
疑
問
、
反
語
、
詠
嘆
の
い
ず
れ

を
表
し
て
い
る
の
か
、
一
首
の
構
成
か
ら
検
討
し
て
い
こ
う
。
『
源

氏
物
語
』
中
に
「
に
」
に
係
助
訶
「
や
」
が
下
接
す
る
例
は
、
形
容

動
訶
と
さ
れ
る
連
用
形
活
用
語
尾
例
を
含
め
て
細
例
用
い
ら
れ
て
い

る
。
和
歌
例
は
浮
舟
歌
を
含
め
て
皿
首
あ
る
。

①
「
い
で
あ
な
憎
や
。
罪
の
深
き
身
に
や
あ
ら
む
、
陀
羅
尼
の
声
高

き
は
い
と
け
恐
ろ
し
く
て
、
い
よ
い
よ
死
ぬ
べ
く
こ
そ
お
ぼ
ゆ
れ
」

（

柏

木

④

二

九

三

）

②
こ
の
君
ね
び
と
と
の
ひ
た
ま
ふ
ま
ま
に
、
母
君
よ
り
も
ま
さ
り
て

き
よ
ら
に
、
父
大
臣
の
筋
さ
へ
加
は
れ
ぱ
に
や
、
品
高
く
う
つ
く

し

げ

な

り

。

（

玉

鬘

③

九

二

）

③
め
づ
ら
か
に
跡
も
な
く
消
え
失
せ
に
し
か
ば
、
身
を
投
げ
た
る
に

や
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
に
疑
ひ
多
く
て
、

（

夢

浮

橋

⑥

三

七

八

～

三

七

九

）

④
絶
え
せ
じ
の
わ
が
た
の
み
に
や
宇
治
橋
の
は
る
け
き
中
を
待
ち
わ

た

る

べ

き

（

総

角

⑤

二

八

四

）

⑤
な
ほ
ざ
り
に
頼
め
お
く
め
る
一
ご
と
を
つ
き
せ
ぬ
音
に
や
か
け
て

し

の

ば

ん

（

明

石

②

二

六

六

）

①
は
、
助
動
訶
「
な
り
」
の
非
融
合
形
「
に
あ
り
」
（
格
助
訶
「
に
」

＋
補
助
動
訶
或
い
は
助
動
詞
「
あ
り
」
）
に
係
助
詞
「
や
・
か
．
こ

二
「
身
に
や
」
の
解
釈
二
首
の
構
成
）

18



｢源氏物語」浮舟の「尼衣」歌考

そ
・
な
む
」
な
ど
を
挿
入
し
た
形
で
あ
り
、
「
…
に
や
あ
ら
む
（
ん
）
」

（
“
例
）
「
…
に
や
あ
り
け
む
（
け
ん
ご
（
灼
例
）
や
「
む
」
「
ら
む
」

「
け
む
」
な
ど
推
量
の
助
動
詞
と
呼
応
す
る
例
が
多
い
。
こ
こ
は
柏

木
が
女
三
宮
に
通
じ
た
わ
が
身
は
罪
深
い
身
で
あ
ろ
う
か
と
自
ら
に

疑
い
問
い
か
け
て
い
る
。
身
を
疑
う
例
は
、
大
君
の
死
を
受
け
入
れ

が
た
く
思
う
菫
が
「
か
く
い
み
じ
う
も
の
思
ふ
べ
き
身
に
や
あ
り
け

ん
」
（
総
角
⑤
三
二
七
）
と
自
問
す
る
例
も
あ
る
。

②
は
、
文
末
「
な
り
」
は
終
止
形
で
あ
り
、
係
助
詞
「
や
」
と
は

呼
応
し
て
い
な
い
。
玉
鬘
の
美
貌
は
父
大
臣
（
昔
の
頭
中
将
）
の
血

筋
さ
え
加
わ
る
か
ら
で
あ
ろ
う
か
、
と
い
う
疑
問
を
挟
み
込
ん
だ
も

の
で
あ
る
。
③
は
、
副
助
訶
「
な
ど
（
な
に
と
と
に
よ
っ
て
「
浮

舟
は
身
を
投
げ
た
の
だ
ろ
う
か
」
と
い
う
疑
い
に
幅
と
含
み
を
持
た

せ
る
表
現
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
「
．
：
に
や
、
：
．
（
終
止
形
・
接
続

助
訶
な
ど
）
」
「
…
に
や
と
（
な
ど
）
、
…
」
「
…
に
や
・
」
な
ど
の
形

態
は
、
会
話
や
心
中
思
惟
、
地
の
文
に
お
い
て
畑
例
と
多
数
を
占
め

る
。
①
と
同
じ
く
「
に
や
あ
ら
む
」
の
「
あ
ら
む
」
が
省
略
さ
れ
た
、

或
い
は
「
に
や
」
形
を
認
め
る
と
し
て
も
、
本
来
は
あ
っ
た
「
あ
ら

む
」
が
省
略
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

一
方
、
位
格
表
示
の
格
助
詞
「
に
」
の
用
途
は
多
岐
に
解
釈
さ
れ

、

、

、

、

る
が
、
基
本
的
機
能
は
「
に
」
の
上
接
語
に
お
い
て
下
接
語
の
動
詞

の
表
す
動
作
や
作
用
が
行
わ
れ
る
こ
と
を
表
し
、
「
に
お
い
て
、
と

し
て
、
で
」
な
ど
の
現
代
語
に
相
当
す
る
。
④
「
た
の
み
に
」
の

「
に
」
は
格
助
詞
で
、
係
助
訶
「
や
」
が
「
べ
き
」
と
係
結
を
な
す

こ
と
で
、
中
君
は
匂
宮
を
「
頼
み
と
し
て
ず
っ
と
待
ち
続
け
よ
う
か
、

そ
れ
が
よ
か
ろ
う
か
」
と
、
頼
み
と
す
る
こ
と
を
ポ
イ
ン
ト
と
し
て

一
首
全
体
で
自
ら
に
疑
い
問
い
か
け
て
い
る
。

⑤
は
、
浮
舟
歌
と
同
じ
く
末
句
を
「
か
け
て
し
の
ば
ん
」
と
詠
む

ね

明
石
君
の
歌
で
、
「
言
」
「
琴
」
、
「
音
」
に
は
琴
の
音
と
泣
き
声
を
、

「
か
け
て
」
は
関
係
づ
け
る
意
と
心
に
か
け
て
の
意
を
掛
訶
と
し
て

い
る
。
「
女
」
か
ら
と
さ
れ
た
こ
の
歌
は
、
源
氏
の
通
り
一
遍
な
仮

初
め
の
口
約
束
を
頼
み
と
す
る
こ
と
へ
の
不
安
を
言
う
と
も
な
く
口

ず
さ
ん
だ
も
の
で
、
源
氏
は
そ
れ
を
「
恨
み
」
「
か
な
ら
ず
あ
ひ
見
む
」

（
明
石
②
二
六
七
）
と
固
く
約
束
を
す
る
。
し
か
し
、
そ
れ
で
も
明

石
君
は
別
れ
の
つ
ら
さ
と
不
安
で
涙
に
咽
ぶ
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
「
つ
き
せ
ぬ
音
に
や
」
の
「
に
」
も
格
助
詞
で
あ
る
が
、
そ

れ
が
「
か
け
」
に
の
み
掛
か
り
、
係
助
詞
「
や
」
と
呼
応
す
る
の
で

あ
れ
ば
、
一
首
の
意
は
音
に
掛
け
る
の
か
と
疑
っ
て
、
そ
の
上
で
偲

ぼ
う
と
思
う
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
は
「
か
け
て
」
を
「
（
音
に
）
か

け
て
、
心
に
か
け
て
（
偲
ば
ん
）
」
と
の
掛
詞
と
解
す
る
こ
と
で
、

き

ん

明
石
君
は
琴
の
琴
と
い
い
加
減
に
言
い
置
く
源
氏
の
一
言
を
頼
み
と

し
て
尽
き
な
い
琴
の
音
に
泣
き
声
を
加
え
て
、
心
か
ら
源
氏
を
お
慕

い
し
よ
う
か
、
と
一
首
全
体
を
自
ら
に
疑
い
問
い
か
け
た
も
の
と
解

釈
で
き
よ
う
。

「
に
や
」
の
形
で
の
「
や
」
は
い
ず
れ
も
反
語
で
解
さ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
例
は
見
ら
れ
ず
、
上
接
部
に
ポ
イ
ン
ト
を
置
き
疑
問
を
表

し
て
い
る
。
し
か
も
そ
の
疑
問
は
、
：
・
だ
ろ
う
と
思
う
気
持
も
あ
り

な
が
ら
、
・
：
だ
ろ
う
か
と
疑
い
問
い
か
け
る
の
で
あ
り
、
従
来
も
清

水
婦
久
子
氏
が
「
軽
い
疑
問
や
と
ま
ど
い
」
を
、
岡
陽
子
氏
も
「
軽
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（

４

）

い
疑
問
」
を
表
す
と
捉
え
て
い
た
こ
と
に
類
同
す
る
。

浮
舟
歌
も
⑤
の
よ
う
に
「
に
」
を
格
助
詞
、
「
か
け
て
」
も
「
（
袖

を
）
掛
け
て
、
心
に
か
け
て
（
偲
ば
ん
）
」
の
掛
訶
と
捉
え
る
と
、
「
あ

り
し
世
の
形
見
に
袖
を
か
け
て
」
が
挿
入
部
と
な
る
。
係
助
訶
「
や
」

は
句
末
の
「
ん
」
と
係
結
を
な
し
、
そ
う
だ
と
も
思
い
な
が
ら
偲
ぼ

う
か
と
一
首
全
体
へ
の
問
い
か
け
を
表
す
と
解
釈
で
き
る
。

確
か
に
「
に
や
」
で
一
旦
切
れ
る
形
は
多
い
が
、
そ
れ
ら
は
ほ
ぼ

「
に
や
あ
ら
む
」
の
省
略
形
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
。
他
の
歌
皿
首

は
「
に
や
」
で
切
れ
る
も
の
は
な
く
、
係
結
は
「
む
（
ん
）
」
「
べ
き
」

「
ま
し
」
、
動
詞
と
呼
応
す
る
部
分
を
疑
い
問
い
か
け
て
い
る
。
他
の

歌
集
を
検
す
る
に
も
「
に
や
…
ら
む
・
む
」
な
ど
と
呼
応
す
る
例
が

多
く
、
非
融
合
形
の
「
…
に
や
あ
る
ら
ん
」
な
ど
と
詠
じ
た
も
の
で

も
省
略
は
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
清
水
氏
も
井
野
氏
も
浮
舟

歌
以
外
の
歌
例
は
挙
げ
て
お
ら
ず
、
浮
舟
歌
の
み
を
二
句
切
れ
に
解

す
る
こ
と
は
歌
の
調
べ
と
し
て
も
疑
問
は
あ
る
ま
い
か
。
し
か
も
、

浮
舟
が
「
尼
衣
、
変
わ
っ
た
身
な
の
か
。
」
と
「
詠
嘆
し
な
が
ら
疑

問
を
投
げ
か
け
」
る
と
す
れ
ば
、
出
家
し
姿
は
尼
衣
に
変
わ
っ
た
が

中
身
は
俗
世
の
頃
と
変
わ
ら
な
い
と
思
う
か
ら
で
あ
り
、
「
や
」
の

ベ
ク
ト
ル
は
反
語
の
意
に
向
か
う
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

反
語
説
の
今
井
上
氏
は
「
掛
け
て
」
を
副
訶
「
か
け
て
」
の
掛
詞

と
捉
え
へ
「
尼
衣
に
変
わ
っ
た
我
が
身
に
、
か
っ
て
を
し
の
ば
せ
る

形
見
と
し
て
、
い
ま
さ
ら
こ
の
華
や
か
な
衣
の
袖
を
か
け
る
こ
と
な

ど
し
よ
う
か
、
い
な
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
「
か
け
て
」
す
る
ま
い
」

（

５

）

と
解
釈
し
て
い
る
。
副
訶
の
「
か
け
て
（
も
）
」
は
、

⑥
い
た
く
も
し
た
る
か
な
、
か
け
て
見
お
よ
ば
ぬ
心
ば
へ
よ
、

（

浮

舟

⑥

一

七

七

）

⑦
紫
の
雲
の
か
け
て
も
思
ひ
き
や
春
の
霞
に
な
し
て
み
む
と
は

（

後

拾

遺

集

巻

一

○

哀

傷

藤

原

朝

光

型

な
ど
と
用
い
、
『
源
氏
物
語
』
の
「
か
け
て
」
岨
例
中
Ⅱ
例
は
⑥
の

よ
う
に
下
に
打
消
の
助
動
詞
・
禁
止
の
終
助
詞
な
ど
を
伴
っ
て
、
決

し
て
、
全
然
～
な
い
意
を
表
す
。
ま
た
、
今
井
氏
が
例
証
と
し
た
⑦

と
同
じ
く
、
「
住
吉
の
神
を
ば
か
け
て
わ
す
れ
や
は
す
る
」
（
澪
標
②

三
○
五
）
と
い
う
反
語
と
の
呼
応
例
も
あ
る
が
、
浮
舟
歌
は
「
か
け

て
…
や
」
と
呼
応
す
る
反
語
の
用
法
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
従
来
か

ら
指
摘
さ
れ
る
「
心
に
か
け
て
」
と
の
掛
詞
と
見
る
の
が
妥
当
で
あ

る
。
「
万
葉
集
』
で
の
「
玉
だ
す
き
か
け
て
偲
は
む
」
（
巻
一
酌
）

な
ど
も
参
照
で
き
る
。

⑧
か
け
て
の
み
見
つ
つ
ぞ
し
の
ぶ
夏
衣
う
す
む
ら
さ
き
に
咲
け
る
藤

浪
（
躬
恒
集
哩

に
お
い
て
も
、
波
の
よ
う
に
広
が
る
藤
の
花
を
薄
紫
の
夏
衣
に
見
立

て
、
そ
の
夏
衣
を
衣
桁
に
掛
け
て
見
な
が
ら
、
こ
こ
の
「
し
の
ぶ
」

（

６

）

は
そ
れ
を
心
に
か
け
て
賞
美
す
る
意
を
詠
じ
て
い
る
。

浮
舟
は
出
家
し
た
こ
と
で
一
旦
は
晴
れ
や
か
な
気
持
に
な
っ
た
が
、

翌
日
に
は
入
水
と
出
家
の
二
度
に
わ
た
り
人
生
を
棄
て
た
の
は
、
自

ら
の
意
志
で
あ
り
、
時
間
の
推
移
を
辿
る
こ
と
で
自
然
と
こ
う
な
っ

た
の
だ
と
、
二
首
連
作
の
手
習
歌
で
自
ら
に
強
く
言
い
聞
か
せ
て
い

た
。
更
に
、
心
は
う
き
世
の
岸
を
離
れ
た
が
身
は
未
だ
漂
泊
の
尼
だ

（

７

）

と
詠
じ
て
、
心
に
は
従
わ
な
い
身
を
抱
え
て
い
た
。
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『源氏物語』浮舟の「尼衣」歌考

そ
れ
か
ら
半
年
を
経
て
、
尼
の
墨
染
衣
を
着
た
浮
舟
は
、
自
分
の

法
要
の
布
施
で
あ
る
華
や
か
な
衣
を
目
に
し
て
「
あ
は
れ
」
と
は
思

う
も
の
の
、
手
に
す
る
こ
と
は
「
う
た
て
お
ぼ
ゆ
れ
ば
、
心
地
あ
し

と
て
手
も
触
れ
ず
臥
し
た
ま
へ
り
」
（
手
習
⑥
三
六
○
）
、
過
去
に
つ

い
て
も
妹
尼
に
「
な
か
な
か
思
ひ
出
づ
る
に
つ
け
て
、
う
た
て
は
く

れ
ば
こ
そ
、
え
聞
こ
え
出
で
ね
」
（
手
習
⑥
三
六
二
）
と
拒
否
感
や

嫌
悪
感
を
示
し
て
い
る
。
し
か
し
一
方
で
は
、
昔
の
こ
と
は
「
絶
え

て
」
す
っ
か
り
忘
れ
た
と
言
い
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な
法
要
の
準
備

を
「
ほ
の
か
に
あ
は
れ
」
だ
と
語
る
よ
う
に
、
過
去
に
対
す
る
屈
折

し
た
思
い
が
あ
る
か
ら
こ
そ
偲
ぶ
こ
と
へ
の
跨
跨
い
が
あ
っ
た
と
思

わ
れ
る
。

従
っ
て
、
浮
舟
歌
の
構
成
は
「
に
」
は
格
助
訶
で
、
係
結
「
や
…

ん
」
に
よ
っ
て
一
首
全
体
を
跨
跨
い
な
が
ら
自
ら
に
疑
い
問
い
か
け

て
い
る
と
解
釈
し
た
。
疑
問
説
が
妥
当
だ
と
思
う
が
、
格
助
詞
「
に
」

と
「
袖
を
か
け
て
」
の
解
釈
は
従
来
説
と
は
異
な
る
。
「
身
に
」
と

、

、

い
う
現
代
語
訳
は
形
見
の
袖
を
掛
け
る
場
所
と
し
て
身
を
示
す
の
に

、

、

対
し
、
私
見
で
は
尼
衣
に
変
わ
っ
た
身
の
状
態
に
お
い
て
偲
ぶ
こ
と

の
提
示
と
捉
え
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
「
袖
を
か
け
て
」
と
の
解

釈
に
関
わ
る
の
で
、
次
節
で
考
え
て
み
よ
う
。

「
袖
を
か
け
て
」
は
当
歌
解
釈
の
重
要
な
鍵
と
な
る
こ
と
ば
で
あ

る
。
通
説
は
い
ず
れ
も
が
、
墨
染
の
尼
衣
に
変
わ
っ
た
身
に
華
や
か

三
「
袖
を
か
け
て
」
に
つ
い
て

な
衣
を
着
た
り
、
華
や
か
な
衣
の
袖
を
掛
け
た
り
す
る
こ
と
だ
と
解

釈
す
る
の
だ
が
、
井
野
葉
子
氏
は
、
形
見
の
華
や
か
な
衣
に
浮
舟
が

今
着
て
い
る
墨
染
の
尼
衣
の
袖
を
掛
け
る
こ
と
だ
と
の
新
解
釈
を
提

示
し
た
。

（

８

）

「
か
た
み
に
」
の
本
文
校
異
に
は
他
に
「
か
た
み
の
」
が
あ
る
。
「
か

た
み
の
袖
」
な
ら
ば
、
昔
の
形
見
で
あ
る
華
や
か
な
衣
の
袖
と
し
か

解
し
ょ
う
が
な
く
、
そ
れ
を
尼
衣
の
身
に
掛
け
る
こ
と
に
な
る
。
「
か

た
み
に
」
の
本
文
に
拠
る
な
ら
、
〈
華
や
か
な
衣
を
形
見
と
し
て
、

そ
の
袖
を
尼
衣
の
身
に
掛
け
る
〉
と
も
、
〈
華
や
か
な
衣
を
形
見
と

し
て
、
そ
れ
に
尼
衣
の
袖
を
掛
け
る
〉
と
も
解
釈
で
き
よ
う
。

「
袖
」
は
、
露
や
涙
と
連
繋
し
「
濡
る
」
「
し
ほ
る
」
「
く
た
す
」
「
の

ご
ふ
」
な
ど
と
の
呼
応
が
多
い
が
、
「
覆
ふ
」
「
被
く
」
「
顔
に
お
し

あ
つ
」
「
振
る
」
「
と
ら
ふ
」
な
ど
と
も
承
接
す
る
こ
と
か
ら
、
単
な

る
衣
類
の
部
位
で
は
な
く
、
ま
る
で
身
体
の
一
部
で
あ
る
か
の
よ
う

に
扱
わ
れ
る
。
「
衣
」
に
つ
い
て
は
、
「
脱
ぎ
置
く
衣
を
形
見
と
見
た

ま
へ
」
（
竹
取
物
語
七
三
）
な
ど
「
形
見
」
と
見
る
こ
と
、
源
氏
が

空
蝉
の
「
い
と
な
つ
か
し
き
人
香
に
染
め
る
」
小
桂
の
薄
衣
を
「
御

衣
の
下
に
ひ
き
入
れ
」
て
寝
る
（
空
蝉
①
一
二
九
～
一
三
○
）
と
い

う
（
衣
で
偲
ぶ
〉
例
も
あ
る
。
歌
で
は
「
衣
」
「
か
け
て
」
「
偲
ぶ
」

は
縁
語
で
の
掛
詞
と
し
て
詠
わ
れ
る
し
、
末
摘
花
邸
で
源
氏
の
使
者

へ
禄
の
衣
を
肩
に
「
う
つ
ほ
に
て
う
ち
か
け
た
ま
へ
り
」
（
玉
鬘
③

一
三
七
）
の
例
も
あ
る
。
一
方
、
「
袖
」
を
「
か
く
」
「
う
ち
か
く
」

（

９

）

で
は
、
浮
舟
例
の
他
に
各
２
例
用
い
ら
れ
て
い
る
。

⑨
い
つ
し
か
も
袖
う
ち
か
け
む
を
と
め
子
が
世
を
へ
て
な
づ
る
岩
の
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お

ひ

さ

き

（

澪

標

②

二

八

九

）

⑩
す
べ
ら
き
の
か
ざ
し
に
折
る
と
藤
の
花
お
よ
ば
ぬ
枝
に
袖
か
け
て

け

り

（

宿

木

⑤

四

八

四

）

⑪
色
ま
さ
る
ま
が
き
の
菊
も
を
り
を
り
に
袖
う
ち
か
け
し
秋
を
恋
ふ

ら

し

（

藤

裏

葉

③

四

六

二

⑨
は
、
三
年
に
一
度
天
女
が
梵
天
よ
り
降
り
て
き
て
撫
で
る
「
劫

の
石
」
の
仏
説
を
踏
ま
え
た
『
拾
遺
集
』
（
巻
五
賀
「
題
知
ら
ず
」

よ
み
人
知
ら
ず
柳
）
歌
を
引
歌
と
し
た
源
氏
詠
で
、
「
袖
う
ち
か
く
」

は
源
氏
が
自
ら
の
衣
の
袖
を
岩
（
明
石
姫
君
）
に
う
ち
掛
け
る
こ
と

に
準
え
て
、
姫
君
を
愛
し
み
育
む
こ
と
の
比
職
表
現
で
あ
る
。
⑩
の

「
お
よ
ば
ぬ
枝
に
袖
か
く
」
も
、
薫
が
帝
の
か
ざ
し
を
折
る
た
め
に

手
の
届
か
な
い
藤
壺
の
藤
花
に
自
分
の
袖
を
掛
け
て
し
ま
っ
た
こ
と

を
、
恐
れ
多
く
も
今
上
帝
の
女
二
宮
を
妻
と
し
た
こ
と
の
職
と
し
て

い
る
。
⑪
は
、
源
氏
が
自
ら
の
袖
を
菊
の
花
に
掛
け
た
情
景
を
回
想

し
、
「
色
ま
さ
る
ま
が
き
の
菊
」
に
準
え
た
太
政
大
臣
（
昔
の
頭
中
将
）

も
折
々
に
紅
葉
賀
巻
で
共
に
青
海
波
を
舞
っ
た
あ
の
秋
を
懐
か
し
ん

で
い
る
で
し
ょ
う
と
詠
み
か
け
た
も
の
で
あ
る
。

『
枕
草
子
』
に
も
中
宮
定
子
が
琵
琶
に
自
ら
の
「
御
袖
を
打
ち
か

け
て
」
（
九
○
上
の
御
局
の
御
簾
の
前
に
て
一
七
八
）
と
い
う
例
が

あ
り
、
和
歌
集
で
も
次
の
よ
う
な
例
が
見
ら
れ
る
。

⑫
春
来
て
は
わ
が
そ
で
か
け
し
桜
花
い
ま
は
木
高
き
枝
見
つ
る
か
な

（
う
つ
ほ
物
語
・
楼
の
上
下
③
六
一
七
、
風
葉
集
巻
一
八
雑
三
う

つ
ほ
の
さ
が
の
院
剛
は
第
五
句
「
か
げ
と
見
る
か
な
」
）

ｌ

⑬
し
た
つ
枝
に
咲
か
ず
し
も
あ
ら
ず
桜
花
い
か
で
か
か
け
ん
墨
染
の

な
ら
ば
、
浮
舟
は
昔
の
形
見
で
あ
る
華
や
か
な
衣
に
墨
染
の
尼
衣

の
袖
を
掛
け
て
何
を
偲
ぼ
う
と
問
い
か
け
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
通

説
は
「
昔
、
昔
の
暮
し
、
俗
世
の
こ
ろ
」
な
ど
と
言
う
が
、
そ
の
よ

袖

（

長

能

集

皿

）

⑭
睾
染
の
柳
な
ら
ず
は
青
柳
の
緑
の
袖
を
か
け
て
見
て
ま
し

（

公

任

集

「

柳

」

郷

）

⑮
袖
か
け
て
引
き
ぞ
や
ら
れ
ぬ
小
松
原
い
づ
れ
と
も
な
き
千
代
の
け

し

き

に

（

後

拾

遺

集

巻

一

春

上

源

顕

房

室

犯

）

⑫
は
、
嵯
峨
院
が
昔
春
ご
と
に
京
極
邸
の
桜
に
〈
わ
が
袖
〉
を
掛

け
た
こ
と
。
⑬
の
母
の
服
喪
中
に
下
枝
の
桜
花
に
掛
け
る
墨
染
の
袖

は
藤
原
長
能
の
袖
で
あ
る
し
、
⑭
も
、
藤
原
公
任
が
着
て
い
る
六
位

の
砲
の
深
緑
の
袖
を
柳
（
桜
と
す
る
本
文
も
あ
る
）
に
掛
け
る
こ
と

を
詠
う
哀
傷
歌
で
あ
る
。
⑮
源
顕
房
の
北
の
方
が
子
の
日
に
引
く
小

松
に
掛
け
る
袖
も
、
北
の
方
自
身
の
衣
の
袖
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
「
袖
（
を
）
か
く
・
袖
う
ち
か
く
」
に
は
、
い
ず
れ
も

桜
花
、
柳
、
小
松
、
岩
、
藤
花
、
菊
、
琵
琶
と
い
う
袖
を
掛
け
る
対

象
が
明
示
さ
れ
、
そ
の
上
に
本
人
の
着
て
い
る
衣
の
袖
を
掛
け
る
の

だ
と
言
え
る
。
し
か
も
、
そ
こ
に
は
対
象
へ
の
深
い
思
い
入
れ
や
愛

し
む
心
も
垣
間
見
え
る
。
従
っ
て
、
浮
舟
も
「
形
見
」
と
捉
え
た
華

や
か
な
衣
の
上
に
自
ら
の
尼
衣
の
袖
を
掛
け
る
こ
と
で
あ
り
、
「
袖

を
か
け
て
」
は
井
野
氏
と
見
解
を
同
じ
く
す
る
。

四
「
か
た
み
」
と
「
し
の
ぶ
」
に
つ
い
て
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う
な
漠
然
と
し
た
時
空
で
あ
ろ
う
か
。

「
形
見
」
の
衣
が
喚
起
す
る
「
あ
り
し
世
」
は
、
存
在
を
表
す
動

詞
「
あ
り
」
に
過
去
の
助
動
訶
「
き
」
が
接
続
し
た
も
の
で
、
人
を

主
体
と
し
て
既
に
在
っ
た
、
確
か
に
そ
の
人
が
生
き
て
い
た
過
去
の

時
空
を
捉
え
て
い
る
。
布
施
の
〈
紅
に
桜
の
織
物
の
桂
重
ね
〉
の
華

や
か
な
装
束
は
浮
舟
が
俗
世
に
あ
っ
た
過
去
の
象
徴
で
あ
る
。
浮
舟

は
こ
れ
に
触
れ
る
こ
と
を
「
う
た
て
」
と
拒
ん
だ
に
も
拘
わ
ら
ず
、

こ
の
衣
を
「
あ
り
し
世
の
形
見
」
と
見
て
「
形
見
」
が
喚
起
す
る
何

か
に
心
惹
か
れ
て
、
ひ
た
す
ら
慕
わ
し
く
懐
か
し
い
と
思
う
気
持
も

あ
っ
た
。

「
形
見
」
は
、
柏
木
が
手
に
入
れ
た
女
三
宮
の
唐
猫
を
「
恋
ひ
わ

ぶ
る
人
の
か
た
み
」
（
若
菜
下
④
一
五
八
）
と
し
て
撫
で
養
い
、
源

氏
は
紫
上
遺
愛
の
紅
梅
を
「
か
の
御
形
見
の
紅
梅
」
（
幻
④
五
二
八
）

と
大
切
に
見
、
ま
た
源
氏
が
薫
を
「
御
心
ひ
と
つ
に
は
形
見
と
見
な
」

（
柏
木
④
三
四
二
す
の
は
、
唐
猫
に
は
女
三
宮
を
、
紅
梅
に
は
亡

き
紫
上
を
見
出
し
、
薫
を
柏
木
の
遺
児
と
見
る
か
ら
に
他
な
ら
な
い
〔

「
形
見
」
は
亡
き
人
や
遠
く
離
れ
て
会
え
な
い
人
を
偲
ぶ
よ
す
が
と

し
て
、
そ
の
人
に
関
わ
り
深
い
品
物
や
人
物
、
動
物
な
ど
を
捉
え
て

、

、

、

い
る
。
人
々
は
「
形
見
」
を
通
し
て
、
そ
こ
に
現
前
す
る
特
定
の
故

人
や
会
う
こ
と
の
で
き
な
い
人
に
心
を
寄
せ
て
慕
わ
し
い
と
思
っ
て

い
る
の
で
あ
る
。

浮
舟
に
と
っ
て
「
あ
り
し
世
」
は
昔
や
俗
世
に
は
違
い
な
い
が
、

漠
然
と
し
た
時
空
を
捉
え
る
の
で
は
精
確
で
は
な
い
。
同
例
は
な
い

の
で
、
類
似
表
現
を
見
て
み
よ
う
。

⑱
笛
は
、
か
の
夢
に
伝
へ
し
、
い
に
し
へ
の
形
見
の
を
、
ま
た
な
き

も
の
の
音
な
り
と
め
で
さ
せ
た
ま
ひ
け
れ
ば
、
．
：
（
中
略
）
…
、

取
う
出
た
ま
へ
る
な
め
り
。
（
宿
木
⑤
四
八
一
～
四
八
三

⑰
は
、
大
君
亡
き
後
、
薫
が
「
こ
の
御
方
」
中
君
に
向
か
っ
て
、

あ
な
た
を
〈
姉
大
君
の
形
見
〉
と
し
て
何
事
も
申
し
上
げ
、
お
聞
き

し
ま
し
ょ
う
と
思
う
こ
と
を
語
る
も
の
。
「
昔
の
御
形
見
」
は
今
も

、

、

、

、

、

、

、

、

、

薫
の
記
憶
の
中
に
生
き
て
い
る
亡
き
大
君
を
特
定
し
て
、
そ
の
大
君

を
偲
ぶ
よ
す
が
で
あ
る
中
君
を
捉
え
て
い
る
。
⑱
の
「
い
に
し
へ
の

、

、

、

、

、

、

、

、

、

形
見
」
は
、
帝
が
亡
き
柏
木
を
特
定
し
て
偲
ぶ
た
め
に
所
望
し
た
柏

木
遺
愛
の
笛
を
言
う
。
こ
こ
で
の
「
昔
」
「
い
に
し
へ
」
は
単
な
る

過
去
の
時
空
で
は
な
く
、
薫
や
今
上
帝
が
「
形
見
」
を
通
し
て
ま
ざ

ま
ざ
と
思
い
出
し
て
懐
か
し
く
思
い
、
心
を
寄
せ
る
大
君
、
柏
木
を

特
定
し
て
捉
え
て
い
る
。
浮
舟
も
「
か
た
み
」
の
華
や
か
な
装
束
が

、

、

、

、

、

喚
起
す
る
「
あ
り
し
世
」
に
は
、
深
く
心
を
寄
せ
る
特
定
の
人
物
を

想
起
し
て
い
た
は
ず
で
あ
る
ｏ
「
偲
ぶ
」
対
象
に
つ
い
て
も
次
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

⑲
ま
し
て
、
上
に
は
、
御
遊
び
な
ど
の
を
り
ご
と
に
も
、
ま
づ
思
し

出

で

て

な

む

偲

ば

せ

た

ま

ひ

け

る

。

（

柏

木

④

三

四

○

）

⑰
こ
の
御
方
に
は
、
「
昔
の
御
形
見
に
、
今
は
何
ご
と
も
聞
こ
え
、

う
け
た
ま
は
ら
む
と
な
ん
思
ひ
た
ま
ふ
る
。
（
後
略
）
」

（

総

角

⑤

三

三

三

⑳
げ
に
い
ま
ひ
と
へ
偲
ば
れ
た
ま
ふ
べ
き
こ
と
を
添
ふ
る
形
見
な
め

、

Ⅷ

／

○

（

明

石

②

二

六

九

）

⑲
は
、
柏
木
が
今
上
帝
の
東
宮
時
代
に
琴
を
教
え
る
な
ど
し
て
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（
若
菜
下
④
一
五
七
）
深
い
親
交
が
あ
っ
た
た
め
、
帝
は
柏
木
の
死

後
に
も
管
絃
の
遊
び
の
度
に
柏
木
を
懐
か
し
み
哀
惜
な
さ
る
の
だ
っ

た
。
⑳
は
、
都
に
帰
る
源
氏
が
「
さ
ら
ば
、
形
見
に
も
偲
ぶ
ば
か
り

の
一
こ
と
を
だ
に
」
（
明
石
②
二
六
五
）
と
言
い
残
し
た
琴
の
御
琴

に
は
源
氏
の
香
の
染
み
た
身
馴
れ
衣
も
添
え
ら
れ
て
い
た
。
明
石
君

は
そ
の
衣
を
源
氏
を
一
層
懐
か
し
く
思
わ
れ
る
に
違
い
な
い
「
形
見
」

の
よ
う
だ
と
見
た
の
で
あ
る
。
「
形
見
」
は
「
偲
ぶ
」
た
め
の
よ
す
が
．

（

Ⅲ

）

拠
り
所
で
あ
り
、
人
々
は
「
形
見
」
と
捉
え
る
人
物
・
品
物
な
ど
に

触
発
さ
れ
て
、
亡
き
人
や
離
れ
て
会
え
な
い
愛
し
い
人
に
心
惹
か
れ

て
懐
か
し
く
思
っ
て
い
る
。

、

、

、

、

、

で
は
、
浮
舟
が
「
形
見
」
《
か
ら
「
偲
ぶ
」
特
定
の
人
物
は
誰
な
の

か
。
浮
舟
は
華
や
か
な
装
束
が
自
分
の
法
要
の
た
め
に
薫
が
準
備
し

て
い
る
も
の
で
あ
り
、
菫
は
私
を
忘
れ
て
い
な
い
の
だ
と
思
っ
た
こ

と
で
こ
の
衣
を
「
あ
り
し
世
の
か
た
み
」
と
捉
え
た
。
こ
の
装
束
に

深
い
思
い
入
れ
や
愛
し
み
を
感
じ
て
お
り
、
形
見
が
喚
起
す
る
特
定

の
人
物
は
薫
で
あ
る
。
浮
舟
は
尼
で
あ
る
わ
が
身
が
薫
を
偲
ぶ
こ
と

を
祷
跨
っ
て
い
た
。

因
み
に
、
「
か
た
み
に
」
を
「
形
見
に
」
「
互
に
」
の
掛
訶
と
捉
え

る
こ
と
で
、
浮
舟
が
薫
と
お
互
い
に
袖
を
掛
け
た
り
、
お
互
い
に
偲

（

Ⅱ

）

ぶ
の
だ
と
す
る
倉
田
実
氏
、
岡
陽
子
氏
の
見
解
も
あ
る
。

④
逢
ふ
ま
で
の
か
た
み
に
契
る
中
の
緒
の
し
ら
べ
は
こ
と
に
変
ら
ざ

ら

な

む

（

明

石

②

二

六

七

）

右
で
は
、
源
氏
と
明
石
君
双
方
の
認
識
は
一
致
し
て
い
る
が
、
尼

の
浮
舟
が
俗
世
の
象
徴
で
あ
る
華
や
か
な
衣
の
袖
を
薫
と
互
い
に
掛

以
上
の
よ
う
に
浮
舟
歌
を
解
釈
し
た
上
で
、
浮
舟
の
か
ぐ
や
姫
引

用
の
視
点
か
ら
考
え
て
み
た
い
。
浮
舟
に
か
ぐ
や
姫
の
面
影
を
見
る

こ
と
は
、
宇
治
で
の
発
見
時
に
僧
や
横
川
僧
都
が
（
狐
の
変
化
〉
「
木

霊
の
鬼
」
「
女
鬼
」
「
物
の
変
化
」
（
手
習
⑥
二
八
三
～
二
八
五
）
な

ど
「
変
化
」
の
も
の
か
と
見
て
い
た
し
、
浮
舟
を
保
護
し
た
妹
尼
た

け
る
こ
と
を
想
像
す
る
だ
ろ
う
か
。
掛
け
る
袖
が
浮
舟
の
尼
衣
で
あ

れ
ば
、
な
お
さ
ら
薫
の
関
与
は
考
え
難
い
。
掛
詞
は
、
清
水
婦
久
子

（

吃

）

氏
や
井
野
葉
子
氏
が
提
示
し
た
「
御
衣
の
片
身
づ
つ
、
誰
か
と
く
縫

ふ
」
「
ゆ
だ
け
の
か
た
の
身
を
縫
ひ
つ
る
が
」
（
枕
草
子
九
一
ね
た
き

も
の
一
七
九
）
例
を
参
照
し
、
「
尼
衣
」
「
袖
」
の
縁
語
と
し
て
衣
の

片
方
の
身
ご
ろ
で
あ
る
「
片
身
」
と
見
る
こ
と
に
違
和
感
は
な
い
。

こ
の
浮
舟
歌
が
ど
の
よ
う
な
情
況
を
詠
じ
て
い
る
の
か
に
つ
い
て

考
え
て
み
る
と
、
こ
の
場
面
で
〈
紅
に
桜
の
織
物
の
桂
重
ね
〉
の
装

束
は
未
だ
縫
い
上
げ
ら
れ
て
は
お
ら
ず
、
浮
舟
は
尼
た
ち
が
縫
製
す

る
た
め
部
屋
の
床
に
広
げ
て
い
た
も
の
に
、
自
分
の
着
て
い
る
尼
衣

の
袖
を
上
か
ら
そ
っ
と
掛
け
る
こ
と
を
幻
視
し
た
と
思
う
。
実
際
に

袖
を
掛
け
た
の
で
は
な
く
、
幻
視
、
幻
想
す
る
か
の
ど
と
く
思
い
描

い
た
の
で
あ
る
。
井
野
葉
子
氏
が
「
虚
構
を
許
さ
れ
た
歌
の
言
葉
の

中
で
」
の
「
空
想
」
だ
と
言
う
見
解
に
近
い
。
清
水
婦
久
子
氏
も
「
想

像
」
し
た
も
の
と
捉
え
る
が
、
薄
墨
衣
に
桜
の
桂
を
片
身
掛
け
て
い

（

喝

）

る
姿
だ
と
す
る
点
で
視
覚
化
さ
れ
る
映
像
が
異
な
る
。

五
か
ぐ
や
姫
引
用
に
つ
い
て
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ち
は
「
い
み
じ
き
天
人
の
天
降
れ
る
」
（
手
習
⑥
二
九
九
）
と
美
し

さ
を
感
嘆
し
、
何
よ
り
も
妹
尼
の
心
境
が
「
か
く
や
姫
を
見
つ
け
た

り
け
ん
竹
取
の
翁
よ
り
も
め
づ
ら
し
き
心
地
す
る
」
（
手
習
⑥
三
○

○
）
と
語
ら
れ
て
い
る
。
浮
舟
自
身
も
入
水
に
失
敗
し
た
自
分
が
生

き
て
い
る
こ
と
を
都
の
誰
が
知
っ
て
い
よ
う
か
、
誰
も
知
ら
な
い
と
、

都
の
人
々
と
の
断
絶
を
嘆
く
歌
を
「
月
の
み
や
こ
に
」
（
手
習
⑥
三

○
二
～
三
○
三
）
と
詠
む
な
ど
、
『
竹
取
物
語
』
引
用
と
見
ら
れ
る

表
現
を
多
々
指
摘
で
き
る
。
浮
舟
に
か
ぐ
や
姫
へ
の
準
え
が
あ
っ
た

（

Ｍ

）

こ
と
は
、
従
来
か
ら
多
く
の
論
考
が
説
く
と
こ
ろ
で
あ
る
。

中
で
も
浮
舟
の
「
尼
衣
」
に
つ
い
て
は
、
今
井
源
衛
氏
が
作
者
は

「
か
ぐ
や
姫
の
羽
衣
と
浮
舟
の
僧
衣
と
を
暗
に
対
応
さ
せ
」
た
の
で

は
な
い
か
と
述
べ
た
こ
と
が
最
初
で
あ
ろ
う
か
。
し
か
し
、
「
尼
衣
」

歌
に
は
触
れ
て
い
な
い
。
小
林
正
明
氏
は
「
竹
取
物
語
』
『
伊
勢
物
語
』

に
よ
る
浮
舟
へ
の
か
ぐ
や
姫
の
引
用
構
造
を
考
察
し
、
浮
舟
歌
の

「
か
た
み
」
は
『
竹
取
物
語
』
で
「
形
見
」
と
し
て
残
さ
れ
た
か
ぐ

や
姫
の
「
脱
ぎ
お
く
衣
」
に
対
応
し
、
浮
舟
の
「
尼
衣
」
は
か
ぐ
や

姫
の
「
天
の
羽
衣
」
で
あ
る
。
「
ア
マ
ゴ
ロ
モ
」
が
「
捨
世
の
象
徴
」

と
し
て
機
能
す
る
点
も
指
摘
し
た
が
、
一
首
の
意
が
反
語
か
疑
問
か

の
決
定
は
せ
ず
、
む
し
ろ
「
決
定
不
能
性
」
を
論
じ
て
い
る
。

ま
た
、
神
田
龍
身
氏
も
『
竹
取
物
語
」
『
伊
勢
物
語
』
引
用
の
視

点
か
ら
、
浮
舟
は
「
天
上
に
迎
え
と
ら
れ
ず
に
落
下
し
た
か
ぐ
や
姫
」

で
は
な
い
か
と
言
う
。
「
尼
衣
」
歌
に
つ
い
て
は
「
出
家
し
た
現
在

か
ら
、
か
つ
て
の
自
分
の
こ
と
を
偲
ぶ
こ
と
が
あ
ろ
う
か
」
と
、
反

語
の
解
釈
を
示
し
て
い
る
。
井
野
葉
子
氏
は
「
尼
衣
」
歌
を
詳
細
に

（

鴫

）

論
じ
た
が
、
か
ぐ
や
姫
引
用
に
は
触
れ
て
い
な
い
。

浮
舟
の
「
尼
衣
」
は
か
ぐ
や
姫
の
「
天
衣
」
で
あ
る
こ
と
が
確
か

だ
と
す
れ
ば
、
か
ぐ
や
姫
の
面
影
は
こ
の
最
後
の
歌
に
ど
の
よ
う
な

意
味
を
も
た
ら
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
浮
舟
は
九
月
の
出
家
時
に
は
ま

た
し
て
も
こ
の
世
を
棄
て
た
、
出
家
し
た
の
だ
と
手
習
歌
で
自
ら
に

強
く
言
い
聞
か
せ
て
い
た
（
手
習
⑥
三
四
二
。
し
か
し
、
新
年
に

は
宇
治
川
の
対
岸
に
渡
っ
た
匂
宮
と
の
濃
密
な
逢
瀬
を
追
想
す
る
手

習
歌
を
詠
み
、
妹
尼
と
は
若
菜
を
摘
み
共
に
歳
も
積
も
う
と
新
年
を

寿
ぐ
贈
答
歌
を
交
わ
す
。
そ
し
て
、
匂
宮
を
「
袖
ふ
れ
し
人
」
と
詠

じ
て
昨
年
の
春
を
懐
旧
し
（
手
習
⑥
三
五
四
～
三
五
六
）
、
~
こ
の
場

面
で
は
薫
を
偲
ぼ
う
か
と
自
ら
に
問
い
か
け
る
な
ど
、
浮
舟
は
昔
を

忘
れ
て
は
い
な
い
。

か
ぐ
や
姫
も
「
天
の
羽
衣
」
を
着
る
瞬
間
に
は
帝
を
「
あ
は
れ
」

と
歌
に
詠
む
が
、
地
上
世
界
で
の
「
形
見
と
て
、
脱
ぎ
置
く
衣
」
を

残
し
「
天
の
羽
衣
」
を
ま
と
う
と
、
翁
を
「
い
と
ほ
し
、
か
な
し
」

と
思
う
心
も
「
物
思
ひ
」
も
な
く
な
り
、
天
上
世
界
の
「
月
の
都
」

に
帰
っ
て
行
っ
た
（
竹
取
物
語
七
三
～
七
五
）
。

と
こ
ろ
が
、
浮
舟
は
出
家
し
「
尼
衣
」
を
着
て
も
、
薫
が
準
備
す

る
一
周
忌
法
要
の
華
や
か
な
装
束
を
「
あ
り
し
世
の
形
見
」
と
見
て
、

薫
へ
の
思
い
に
心
が
揺
れ
る
。
浮
舟
の
「
尼
衣
」
は
過
去
を
忘
れ
さ

せ
る
衣
で
は
な
か
っ
た
。
浮
舟
は
尼
衣
の
袖
を
形
見
の
華
や
か
な
衣

に
掛
け
る
こ
と
を
思
い
描
い
て
、
過
去
の
記
憶
を
手
繰
り
寄
せ
、
薫

を
偲
ぼ
う
か
と
問
い
か
け
て
い
た
。
「
尼
衣
」
歌
の
解
釈
を
踏
ま
え

て
か
ぐ
や
姫
引
用
を
読
み
解
く
な
ら
ば
、
浮
舟
最
後
の
歌
は
〈
脱
か
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本
稿
で
は
浮
舟
の
手
習
歌
「
尼
衣
か
は
れ
る
身
に
や
あ
り
し
世
の

か
た
み
に
袖
を
か
け
て
し
の
ば
ん
」
に
つ
い
て
、
従
来
説
に
も
拠
り

な
が
ら
次
の
解
釈
に
至
っ
た
。
浮
舟
は
出
家
し
尼
衣
に
変
わ
っ
た
身

に
お
い
て
、
床
に
広
げ
ら
れ
た
昔
の
形
見
で
あ
る
華
や
か
な
衣
の
片

身
に
尼
衣
の
袖
を
掛
け
る
こ
と
を
幻
視
し
、
形
見
が
喚
起
す
る
薫
に

ひ
た
す
ら
心
惹
か
れ
て
懐
か
し
く
思
う
の
か
、
薫
を
偲
ぼ
う
か
と
自

ら
に
疑
い
問
い
か
け
た
。
尼
衣
に
変
っ
た
身
に
ポ
イ
ン
ト
を
置
い
て

薫
を
「
あ
は
れ
」
と
思
う
こ
と
へ
の
揺
れ
る
心
が
あ
っ
た
。

こ
の
歌
を
か
ぐ
や
姫
引
用
か
ら
見
る
な
ら
ば
、
「
尼
衣
」
を
着
た

浮
舟
が
自
ら
の
内
奥
に
あ
る
薫
に
心
惹
か
れ
懐
か
し
む
思
い
を
引
き

出
す
こ
と
で
、
か
ぐ
や
姫
と
の
違
い
は
決
定
的
と
な
る
。
こ
の
後
物

語
は
薫
が
浮
舟
の
生
存
を
知
り
、
夢
浮
橋
巻
で
は
弟
小
君
を
小
野
に

遣
わ
す
が
、
浮
舟
は
小
君
と
の
対
面
も
薫
の
文
の
受
け
取
り
も
拒
否

を
す
る
。
浮
舟
は
か
ぐ
や
姫
で
は
な
か
っ
た
が
、
薫
と
の
再
会
や
俗

世
に
戻
る
こ
と
も
な
く
、
迷
い
な
が
ら
も
尼
と
し
て
生
き
る
で
あ
ろ

う
、
浮
舟
物
語
独
自
の
女
君
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

r注
一

ぐ
や
姫
〉
と
で
も
言
え
る
歌
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。

お
わ
り
に

「
源
氏
物
語
』
「
万
葉
集
』
「
竹
取
物
語
」
「
枕
草
子
」
「
う
つ
ほ
物
語
』
の

用
例
引
用
は
い
ず
れ
も
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
に
拠
る
（
『
竹
取
物
語
』

は

『

竹

取

物

語

伊

勢

物

語

大

和

物

語

平

中

物

語

」

か

ら

）

。

歌

は

『
新
編
国
歌
大
観
』
（
角
川
書
店
）
に
拠
り
表
記
を
改
め
た
箇
所
が
あ
る
。

用
例
検
索
に
は
ジ
ャ
パ
ン
ナ
レ
ッ
ジ
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
源

氏
物
語
』
も
参
照
し
た
が
、
次
の
語
彙
検
索
に
２
例
を
加
え
た
も
の
を

用

い

た

。

豈
詳
ロ
世
、
噸
①
ロ
〕
］
局
。
］
ロ
世
国
の
口
⑳
豈
匡
‐
ぬ
の
邑
芦
あ
民
の
戸
ロ
ロ
ロ

（
２
）
◆
「
源
氏
物
語
古
注
集
成
第
７
巻
内
閣
文
庫
本
細
流
抄
」
（
桜
楓
社
１

９

８

０

年

）

州

頁

。

◆
玉
上
琢
彌
『
源
氏
物
語
評
釈
第
十
二
巻
』
（
角
川
書
店
１
９
６
８
年
）

珊

・

剛

頁

。

『

玉

上

評

釈

』

と

略

称

。

◆
石
田
穣
二
・
清
水
好
子
『
新
潮
日
本
古
典
集
成
源
氏
物
語
八
」
（
新

潮

社

１

９

８

５

年

）

郷

頁

。

『

集

成

』

と

略

称

。

以

下

も

次

の

よ

う

に

略

称

し

た

。

◆
吉
沢
義
則
『
対
校
源
氏
物
語
新
釈
巻
六
」
（
平
凡
社
１
９
５
２
年
、
後

に

国

耆

刊

行

会

）

…

『

対

校

」

~
◆
池
田
亀
鑑
『
朝
日
古
典
全
書
源
氏
物
語
七
』
（
朝
日
新
聞
社
１
９
５

５

年

）

…

『

全

書

」

◆
山
岸
徳
平
『
日
本
古
典
文
学
大
系
源
氏
物
語
五
」
（
岩
波
書
店
１
９

６

３

一

年

）

…

『

大

系

」

◆
阿
部
秋
生
・
秋
山
虐
他
「
日
本
古
典
文
学
全
集
源
氏
物
語
六
」
（
小

学

館

１

９

７

６

年

）

．

：

『

全

集

」

◆
柳
井
滋
・
室
伏
信
助
他
『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
源
氏
物
語
五
』
（
岩

波

書

店

１

９

９

７

年

）

…

『

新

大

系

」

◆
阿
部
秋
生
・
秋
山
虚
他
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
源
氏
物
語
⑥
』
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（

小

学

館

１

９

９

８

年

）

…

『

新

全

集

」

◆
鈴
木
一
雄
監
修
・
津
本
信
博
編
『
源
氏
物
語
の
鑑
賞
と
基
礎
知
識

~

恥

柵

手

習

』

（

至

文

堂

２

０

０

５

年

）

…

「

鑑

賞

』

◆
室
伏
信
助
監
修
・
上
原
作
和
編
集
『
人
物
で
読
む
源
氏
物
語
第
二
十

巻
浮
舟
』
（
勉
誠
出
版
２
０
０
６
年
）
…
『
人
物
で
読
む
」

◆
梅
野
き
み
子
他
「
源
氏
物
語
注
釈
十
こ
（
風
間
書
房
２
０
１
８
年
）

…

『

注

釈

」

◆
柳
井
滋
・
室
伏
信
助
他
「
岩
波
文
庫
源
氏
物
語
（
九
こ
（
岩
波
書

店

２

０

２

１

年

）

…

「

岩

波

文

庫

」

（
３
）
◆
井
野
葉
子
「
浮
舟
の
最
終
詠
の
解
釈
’
二
句
切
れ
・
疑
問
・
片
身
・

袖
を
か
け
」
（
「
源
氏
物
語
宇
治
の
言
の
葉
』
森
話
社
２
０
１
１
年

池
～
珈
頁
、
原
題
「
浮
舟
の
最
終
詠
の
新
解
釈
’
二
句
切
れ
・
疑
問
・

片
身
・
袖
を
か
け
ｌ
」
小
山
清
文
・
袴
田
光
康
編
『
源
氏
物
語
の
新

研
究
ｌ
宇
治
十
帖
を
考
え
る
」
新
典
社
２
０
０
９
年
郷
～
猟
頁
初
出
）
。

◆
『
岩
波
文
庫
源
氏
物
語
（
九
）
』
（
岩
波
書
店
２
０
２
１
年
）
測
頁
。

◆
倉
田
実
「
浮
舟
の
「
わ
が
身
を
た
ど
る
表
現
」
論
」
言
大
妻
女
子
大

学
紀
要
ｌ
文
系
ｌ
』
第
”
号
１
９
９
５
年
３
月
鋤
頁
、
「
「
わ
が
身
を

た
ど
る
表
現
」
論
ｌ
源
氏
物
語
の
膠
着
語
世
界
Ｉ
」
武
蔵
野
書
院
１

９
９
５
年
犯
頁
）
は
、
「
や
」
は
「
感
動
」
と
捉
え
る
。

◆
清
水
婦
久
子
「
源
氏
物
語
の
和
歌
ｌ
縁
語
・
掛
詞
の
重
要
性
」
（
「
文
学
』

７
１
５
，
２
０
０
６
年
９
月
万
・
別
頁
）
は
、
「
「
尼
衣
」
を
着
た
だ

け
で
「
身
」
が
真
の
尼
に
な
り
き
る
わ
け
で
は
な
」
く
、
「
姿
こ
そ
「
尼

衣
」
で
あ
る
が
、
わ
が
身
（
中
身
）
は
本
当
に
変
わ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
、

か
っ
て
の
俗
世
を
偲
ぶ
よ
す
が
と
し
て
、
こ
の
片
身
に
袖
を
か
け
て

み
よ
う
か
」
と
、
二
句
目
、
句
末
も
二
重
の
疑
問
に
解
釈
し
て
い
る
。

（
４
）
◆
清
水
婦
久
子
（
３
）
に
同
じ
万
頁
。

◆
岡
陽
子
「
浮
舟
最
終
詠
「
尼
衣
か
は
れ
る
身
に
や
あ
り
し
世
の
：
．
」

考
ｌ
浮
舟
物
語
に
お
け
る
手
習
歌
の
存
在
意
義
ｌ
」
（
広
島
平
安
文
学

研
究
会
『
古
代
中
世
国
文
学
』
略
号
２
０
０
０
年
旭
月
）
２
～
４
頁
。

（
５
）
◆
今
井
上
「
浮
舟
の
尼
衣
ｌ
浮
舟
最
後
の
歌
と
『
源
氏
物
語
」
作
中
和

歌
の
意
義
ｌ
」
（
小
山
清
文
・
袴
田
光
康
編
『
源
氏
物
語
の
新
研
究
ｌ

宇

治

十

帖

を

考

え

る

』

新

典

社

２

０

０

９

年

捌

頁

。

◆
同
「
「
源
氏
物
語
』
の
注
釈
的
課
題
と
和
歌
ｌ
「
源
氏
物
語
研
究
の
現

状
と
展
望
」
に
よ
せ
て
ｌ
」
（
『
文
学
・
語
学
』
第
峨
号
２
０
０
９
年

３

月

）

、

～

乃

頁

。

（
６
）
「
衣
」
「
か
け
て
」
は
「
よ
ひ
よ
ひ
に
ぬ
ぎ
て
我
が
ぬ
る
狩
衣
か
け
て
思

は
ぬ
時
の
ま
も
な
し
」
（
古
今
集
巻
三
一
恋
歌
二
紀
友
則
郷
）
な
ど
、
衣

を
衣
桁
に
掛
け
て
、
心
に
か
け
て
の
掛
詞
に
用
い
る
。

（
７
）
出
家
時
に
「
亡
き
も
の
に
身
を
も
人
を
も
思
ひ
つ
っ
棄
て
て
し
世
を
ぞ

さ
ら
に
棄
て
つ
る
」
「
限
り
ぞ
と
思
ひ
な
り
に
し
世
の
中
を
か
へ
す
が
へ

す
も
そ
む
き
ぬ
る
か
な
」
「
心
こ
そ
う
き
世
の
岸
を
は
な
る
れ
ど
行
く
方

も
知
ら
ぬ
あ
ま
の
う
き
木
を
」
（
手
習
⑥
三
四
一
・
三
四
二
）
と
詠
む
。

山
崎
良
幸
『
日
本
語
の
文
法
機
能
に
関
す
る
体
系
的
研
究
』
（
風
間
書
房

１
９
６
５
年
）
助
動
詞
「
２
「
ぬ
」
”
～
弛
頁
。

（
８
）
『
源
氏
物
語
大
成
第
六
冊
校
異
篇
」
（
中
央
公
論
社
１
９
８
５
年
）
『
河
内

本
源
氏
物
語
校
異
集
成
』
（
風
間
書
房
２
０
０
１
年
）
『
源
氏
物
語
別
本

集
成
第
十
五
巻
」
（
お
う
ふ
う
２
０
０
２
年
）
を
参
照
し
、
略
称
も
そ
れ

に
拠
る
と
、
「
か
た
み
に
」
青
（
大
・
榊
・
二
・
肖
・
三
）
別
（
陽
・
池
。
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阿
）
「
か
た
み
の
」
河
（
御
・
七
・
尾
・
平
・
前
・
大
・
鳳
・
吉
・
兼
・
岩
）
。

現
代
の
注
釈
書
で
も
「
対
校
」
「
全
言
』
は
「
か
た
み
の
」
、
『
大
系
」
『
玉

上
評
釈
」
「
全
集
」
『
集
成
」
『
新
大
系
」
「
新
全
集
」
『
鑑
賞
」
『
人
物
で

読
む
』
『
注
釈
』
『
岩
波
文
庫
」
は
「
か
た
み
に
」
と
す
る
。

（
９
）
な
お
、
「
御
前
の
花
の
木
も
、
は
か
な
く
袖
か
け
た
ま
ふ
梅
の
香
は
、
春

雨
の
雫
に
も
濡
れ
、
身
に
し
む
る
人
多
く
、
」
（
匂
兵
部
卿
⑤
二
七
）
の

「
袖
か
け
」
を
「
新
大
系
』
は
「
袖
ふ
れ
」
（
匂
宮
四
’
二
一
九
）
と
す
る
㈲

「
源
氏
物
語
大
成
第
五
冊
校
異
篇
」
（
中
央
公
論
社
１
９
８
５
年
）
梅
野

き
み
子
他
「
源
氏
物
語
注
釈
九
」
【
校
異
】
（
風
間
書
房
２
０
１
２
年
）

に
拠
れ
ば
、
青
表
紙
本
の
ご
く
一
部
に
「
そ
て
ふ
れ
」
が
あ
る
の
は
、
「
色

よ
り
も
香
こ
そ
あ
は
れ
と
思
ほ
ゆ
れ
誰
が
袖
ふ
れ
し
宿
の
梅
ぞ
も
」
（
古

今
集
巻
一
春
上
よ
み
人
知
ら
ず
詔
）
か
ら
異
文
が
生
じ
た
の
で
あ
ろ
う
。

（
皿
）
「
偲
ぶ
」
「
形
見
」
の
呼
応
は
全
５
例
あ
る
。
「
新
全
集
」
の
「
忍
ぶ
」
表

記
を
「
偲
ぶ
」
と
改
め
た
。
「
若
君
を
見
た
て
ま
つ
り
た
ま
ふ
に
も
、
「
何

に
忍
ぶ
の
」
と
い
と
ど
露
け
け
れ
ど
、
か
か
る
形
見
さ
へ
な
か
ら
ま
し

か
ば
と
」
（
葵
②
四
九
）
は
、
『
後
撰
集
」
（
巻
一
六
雑
二
兼
忠
母
の
乳
母

哩
歌
を
引
歌
と
し
、
「
形
見
の
子
」
「
筐
の
籠
」
、
「
忍
ぶ
（
草
）
」
「
偲
ぶ
」

の

掛

詞

と

す

る

。

（
皿
）
◆
倉
田
実
（
３
）
に
同
じ
。

◆

岡

陽

子

（

４

）

に

同

じ

５

頁

。

（
吃
）
◆
清
水
婦
久
子
（
３
）
に
同
じ
距
頁
。

◆
井
野
葉
子
（
３
）
に
同
じ
狐
・
”
頁
（
初
出
本
赫
・
蹴
頁
）
。

（
Ｂ
）
◆
井
野
葉
子
（
３
）
に
同
じ
畑
・
珈
頁
（
初
出
本
獺
・
城
頁
）
。

◆

清

水

婦

久

子

（

３

）

に

同

じ

馳

頁

。

（
Ⅲ
）
◆
日
本
古
典
文
学
全
集
「
源
氏
物
語
六
』
（
小
学
館
１
９
７
６
年
）
捌
頁
。

◆
今
井
源
衛
「
浮
舟
の
造
型
ｌ
夕
顔
・
か
ぐ
や
姫
の
面
影
を
め
ぐ
っ
て
」

今
今
井
源
衛
著
作
全
集
第
２
巻
』
笠
間
書
院
２
０
０
４
年
、
『
文
学
』

即

１

７

，

１

９

８

２

年

７

月

初

出

）

◆
河
添
房
江
「
源
氏
物
語
の
内
な
る
竹
取
物
語
」
含
源
氏
物
語
表
現
史

瞼
と
王
権
の
位
相
」
翰
林
書
房
１
９
９
８
年
、
原
題
「
源
氏
物
語
の

内
な
る
竹
取
物
語
ｌ
御
法
・
幻
を
起
点
と
し
て
」
『
国
語
と
国
文
学
』

例

１

７

，

１

９

８

４

年

７

月

初

出

）

◆
小
林
正
明
「
最
後
の
浮
舟
ｌ
手
習
巻
の
テ
ク
ス
ト
相
互
連
関
性
ｌ
」

（

松

井

健

児

編

『

日

本

文

学

研

究

論

文

集

成

６

源

氏

物

語

１

」

若

草

書
房
１
９
９
８
年
、
『
物
語
研
究
特
集
・
語
り
そ
し
て
引
用
」
新
時

代

社

１

９

８

６

年

初

出

）

◆
小
嶋
菜
温
子
「
浮
舟
と
〈
女
の
罪
〉
ｌ
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
解
体
」
今
源

氏
物
語
批
評
』
有
精
堂
１
９
９
５
年
、
原
題
「
源
氏
物
語
の
構
造
Ｉ

浮
舟
と
か
ぐ
や
姫
ｌ
」
『
国
文
学
解
釈
と
鑑
賞
」
邪
１
ｍ
、
１
９
９

１
年
加
月
初
出
）
は
、
「
昇
天
で
き
な
い
、
か
ぐ
や
姫
」
で
あ
る
浮
舟

の

「

あ

ま

ご

ろ

も

」

は

「

「

罪

」

の

メ

タ

フ

ァ

ー

」

だ

と

言

う

。

◆
井
野
葉
子
「
竹
取
引
用
群
ｌ
浮
舟
巻
を
中
心
に
、
そ
し
て
柏
木
・
夕

霧

物

語

」

（

（

３

）

『

源

氏

物

語

宇

治

の

言

の

葉

」

に

同

じ

、

原

題

「

源

氏
物
語
に
お
け
る
竹
取
引
用
群
ｌ
浮
舟
巻
を
中
心
に
、
そ
し
て
柏
木
、

夕
霧
物
語
ｌ
」
『
平
安
朝
文
学
研
究
』
復
刊
第
７
号
１
９
９
８
年
ｎ
月
）

は
、
浮
舟
の
「
尼
衣
」
が
か
ぐ
や
姫
の
「
天
の
羽
衣
」
で
は
な
い
こ

と

に

触

れ

て

い

る

。

~
◆
長
谷
川
政
春
「
さ
す
ら
い
の
女
君
（
二
）
ｌ
浮
舟
」
今
物
語
史
の
風
景
』
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若

草

書

房

１

９

９

７

年

）

◆
橋
本
ゆ
か
り
ヨ
源
氏
物
語
」
に
お
け
る
挑
発
す
る
〈
か
ぐ
や
姫
〉
た

ち
ｌ
パ
ロ
ー
ル
と
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
と
記
憶
」
（
『
源
氏
物
語
の
〈
記

憶

〉

」

翰

林

書

房

２

０

０

８

年

）

◆
神
田
龍
身
「
源
氏
物
語
の
終
り
方
ｌ
浮
舟
Ⅱ
落
下
し
た
か
ぐ
ゃ
姫
」

（
久
保
朝
孝
編
「
危
機
下
の
中
古
文
学
卿
」
武
蔵
野
書
院
２
０
２
１
年
）

（
脂
）
◆
今
井
源
衛
（
略
）
に
同
じ
断
頁
（
初
出
本
昭
頁
）
。

◆
小
林
正
明
（
略
）
に
同
じ
Ⅷ
～
叩
頁
（
初
出
本
馴
～
蛇
頁
）
。

◆
神
田
龍
身
（
賂
）
に
同
じ
、
～
、
頁
。

◆

井

野

葉

子

（

３

）

に

同

じ

。

（
や
ま
ざ
き
か
ず
こ
・
元
本
学
兼
任
講
師
）
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