
｢汝

が

爺

に
｣

︱
︱
﹃
源
氏
物
語
﹄
柏
木
巻
に
お
け
る
白
詩
引
用
論
再
考
︱
︱

岸

ひ

と

み

【要
旨
︼﹃
源
氏
物
語
﹄
柏
木
巻
に
お
い
て
︑
光
源
氏
が
初
め
て
不
義
の
子

を
抱
い
て
口
ず
さ
む
﹁
静
か
に
思
ひ
て
嗟
く
に
堪
へ
た
り
﹂
は
︑﹃
白
氏

文
集
﹄﹁
自
@
﹂
の
一
節
を
引
用
し
て
い
る
こ
と
か
ら
︑﹁
汝
が
爺
に
﹂
は
︑

従
来
よ
り
子
に
対
す
る
源
氏
の
胸
中
心
理
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
︒
本

稿
に
お
い
て
は
︑
源
氏
が
﹁
喜
ぶ
に
堪
へ
﹂
を
略
し
て
朗
詠
さ
れ
た
こ
と

に
注
目
し
︑﹁
汝
が
爺
に
﹂
と
は
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
つ
の
か
を
再
考

し
た
︒

そ
の
結
果
︑
朗
詠
で
源
氏
が
女
三
の
宮
に
向
け
て
︑
未
練
か
ら
︑
不
義

の
子
を
持
つ
父
の
嘆
き
を
訴
え
た
こ
と
に
よ
り
︑﹁
汝
が
爺
に
﹂
は
︑
源

氏
か
ら
女
三
の
宮
へ
︑
柏
木
に
似
て
ほ
し
く
な
い
と
い
う
こ
と
だ
け
で
は

な
か
っ
た
こ
と
が
判
明
し
た
︒
こ
の
箇
所
が
草
子
地
で
あ
る
た
め
︑
語
り

手
が
︑
源
氏
は
ど
こ
ま
で
明
確
に
意
識
し
て
い
る
か
わ
か
ら
な
い
が
︑
無

理
だ
と
は
わ
か
っ
て
い
て
も
︑
愚
か
で
あ
る
こ
と
を
わ
か
っ
て
も
ら
い
た

か
っ
た
だ
ろ
う
に
と
推
量
し
た
も
の
で
も
あ
る
と
解
す
る
に
至
っ
た
︒

朗
詠
と
草
子
地
と
い
う
二
つ
の
手
法
を
用
い
る
こ
と
で
︑﹃
白
氏
文
集
﹄

の
世
界
が
﹃
源
氏
物
語
﹄
に
お
い
て
引
用
を
超
え
て
機
能
し
︑
源
氏
の
女

三
の
宮
へ
の
韜
�
さ
れ
た
心
情
と
共
に
交
錯
す
る
深
層
心
理
を
表
出
し
て
︑

原
詩
と
は
異
な
る
物
語
の
深
遠
な
世
界
を
構
築
し
て
い
る
こ
と
が
浮
か
び

上
が
っ
た
︒

【キ
ー
ワ
ー
ド
︼
源
氏
物
語
︑
自
@
︑
汝
が
爺
に

一
〇
九



は

じ

め

に

柏
木
巻
に
お
い
て
︑
女
三
の
宮
が
不
義
の
子
を
出
産
し
た
後
に
出
家
す

る
︒
柏
木
は
亡
く
な
り
︑
五
十
日
の
祝
い
を
迎
え
て
︑
源
氏
が
初
め
て
そ

の
子
︑
薫
を
抱
い
て
︑﹃
白
氏
文
集
﹄
の
一
節
を
口
ず
さ
む
場
面
が
次
の

よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
︒

あ
は
れ
︑
は
か
な
か
り
け
る
人
の
契
り
か
な
と
見
た
ま
ふ
に
︑
お
ほ

か
た
の
世
の
定
め
な
さ
も
思
し
つ
づ
け
ら
れ
て
︑
涙
の
ほ
ろ
ほ
ろ
と

こ
ぼ
れ
ぬ
る
を
︑
今
日
は
事
忌
す
べ
き
日
を
と
お
し
拭
ひ
隠
し
た
ま

ふ
︒﹁
静
か
に
思
ひ
て
嗟
く
に
堪
へ
た
り
﹂
と
う
ち
誦
じ
た
ま
ふ
︒

五
十
八
を
十
と
り
棄
て
た
る
御
齢
な
れ
ど
︑
末
に
な
り
た
る
心
地
し

た
ま
ひ
て
︑
い
と
も
の
あ
は
れ
に
思
さ
る
︒﹁
汝
が
爺
に
﹂
と
も
︑

諫
め
ま
ほ
し
う
思
し
け
む
か
し
︒

(﹃
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
﹄
柏
木
巻
323
頁
)

こ
の
﹁
静
か
に
思
ひ
て
嗟
く
に
堪
へ
た
り
﹂
と
い
う
の
は
︑﹃
白
氏
文

集
﹄﹁
自
@
﹂
の
引
用
で
あ
る
た
め
︑﹁
汝
が
爺
に
﹂
と
は
︑﹁
勿
頑
愚
似

汝
爺
﹂
の
こ
と
と
し
て
い
る(1
)
︒
解
釈
は
︑
多
く
が
古
注
を
含
め
て
︑﹁
柏

木
に
似
る
な
﹂
と
記
さ
れ
て
い
る(2
)

︒

先
行
研
究
を
確
認
す
る
と
︑
松
田
成
穗
氏
は
﹁﹁
汝
が
父
に
﹂
と
い
う

の
は
︑
源
氏
が
︑﹁
頑
愚
﹂
と
も
い
う
べ
き
所
業
に
よ
っ
て
人
生
を
閉
じ

他
界
し
た
柏
木
衛
門
督
の
こ
と
を
想
い
起
こ
し
つ
つ
︑
他
方
︑
お
の
れ
自

身
の
人
生
を
も
﹁
頑
愚
﹂
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
も
の
と
し
て
内
省
す
る

と
い
っ
た
︑
実
の
父
柏
木
の
人
生
と
形
式
上
の
父
源
氏
の
人
生
と
が
重
ね

合
わ
さ
れ
て
︑
言
わ
ば
﹁
私
た
ち
の
よ
う
に
﹂
と
い
っ
た
気
持
で
︑
源
氏

の
感
懐
が
語
ら
れ
て
い
る

(
略
)
広
く
人
間
一
般
の
根
幹
的
問
題
と
し
て
︑

人
間
存
在
の
中
に
認
め
ざ
る
を
え
な
い
﹁
頑
愚
﹂
な
る
も
の
に
対
し
て

深
々
と
し
た
想
念
を
め
ぐ
ら
し
て
い
る
﹂
と
さ
れ(3
)

︑
深
沢
三
千
男
氏
は

﹁﹁
頑
愚
﹂
は
愚
か
し
い
情
念
に
と
ら
わ
れ
て
︑
理
性
の
歯
止
め
を
破
っ
て

破
滅
へ
の
道
を
ひ
た
進
ん
だ
柏
木
の
性
情
を
︑
端
的
に
言
外
の
隠
し
言
葉

と
し
て
︑
暗
黙
の
内
に
了
解
さ
せ
る
言
葉
で
あ
ろ
う
︒
(
略
)
原
詩
に

も
っ
と
密
着
す
れ
ば
柏
木
は
決
し
て
老
父
で
は
な
い
︒
老
父
は
源
氏
自
身

に
ほ
か
な
ら
ぬ
︒
(略
)
妻
を
寝
取
ら
れ
た
哀
れ
む
べ
き
偽
父
︱
源
氏
自

身
に
似
る
な
と
の
含
意
も
持
つ
事
に
な
る
で
あ
ろ
う
﹂
と
論
じ
ら
れ
て
い

る(4
)

︒こ
の
よ
う
に
従
来
の
研
究
史
に
お
い
て
は
︑
原
詩
を
こ
の
場
面
に
置
き

換
え
て
︑
子
に
対
す
る
源
氏
の
胸
中
心
理
と
し
て
捉
え
︑
﹁
汝
が
爺
に
﹂

は
︑﹁
頑
愚
に
似
て
は
な
ら
ぬ
﹂
と
解
し
て
い
る(5
)

︒

し
か
し
︑
引
用
で
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
︑
原
詩
を
そ
の
ま
ま
ス
ラ
イ
ド

汝
が
爺
に

一
一
〇



さ
せ
て
解
釈
を
導
い
て
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
︒﹁
汝
が
爺
に
﹂
の
箇
所
は

草
子
地
で
︑
源
氏
が
直
接
口
に
し
た
の
は
﹁
静
か
に
思
ひ
て
嗟
く
に
堪
へ

た
り
﹂
で
あ
る
︒

｢汝
が
爺
に
﹂
に
つ
い
て
︑
依
拠
す
る
漢
詩
を
源
氏
が
朗
詠
し
た
こ
と

に
注
目
し
て
︑﹁
汝
が
爺
﹂
と
は
︑
誰
を
指
す
の
か
︑﹁
似
る
こ
と
勿
れ
﹂

と
は
︑
何
に
対
す
る
も
の
か
を
再
考
し
た
い
︒

一
︑
﹁
汝
が
爺
に
﹂
の
基
底

｢汝
が
爺
に
﹂
は
従
来
か
ら
一
貫
し
て
原
詩
を
忠
実
に
踏
ま
え
て
︑
父

か
ら
子
へ
の
思
い
と
し
て
捉
え
て
い
る
︒
こ
の
箇
所
は
草
子
地
の
た
め
︑

語
り
手
か
ら
読
み
手
に
対
す
る
メ
ッ
セ
ー
ジ
で
あ
り
︑
薫
︑
女
三
の
宮
︑

ま
し
て
や
源
氏
自
身
に
す
ら
聞
こ
え
て
い
な
い
言
葉
で
あ
る
︒
し
か
も
こ

れ
が
引
用
で
あ
る
こ
と
か
ら
︑
さ
ら
に
解
釈
の
幅
を
拡
げ
る
こ
と
に
な
る
︒

本
論
で
は
︑
原
詩
か
ら
で
は
な
く
︑
物
語
の
中
で
ど
の
よ
う
な
位
置
付

け
と
な
っ
て
い
る
の
か
を
探
る
こ
と
を
起
点
と
し
て
こ
の
語
句
を
解
し
た

い
︒
つ
ま
り
︑
な
ぜ
語
り
手
が
こ
の
場
面
に
お
い
て
﹁
汝
が
爺
に
﹂
と
い

う
言
葉
を
選
ん
だ
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒

そ
の
た
め
に
は
︑
こ
の
前
に
朗
詠
さ
れ
た
﹁
静
か
に
思
ひ
て
嗟
く
に
堪

へ
た
り
﹂
が
︑
ど
う
い
う
意
味
を
持
つ
も
の
か
を
︑
ま
ず
は
確
認
す
べ
き

で
あ
る
︒

『源
氏
物
語
﹄
で
漢
詩
を
引
用
し
て
い
る
用
例
の
う
ち
︑
本
用
例
に
お

い
て
の
み
草
子
地
で
﹁
五
十
八
を
十
と
り
棄
て
た
る
御
齢
な
れ
ど
︑
末
に

な
り
た
る
心
地
し
た
ま
ひ
て
︑
い
と
も
の
あ
は
れ
に
思
さ
る
﹂
と
︑﹃
白

氏
文
集
﹄
の
一
節
で
あ
る
こ
と
を
明
記
し
て
い
る
︒
白
楽
天
の
子
へ
の
思

い
を
想
起
さ
せ
︑
﹁
あ
は
れ
﹂
と
い
う
言
葉
で
白
楽
天
と
あ
た
か
も
同
じ

よ
う
な
気
持
ち
だ
と
受
け
取
れ
る
表
現
と
な
っ
て
い
る(6
)

︒
こ
の
部
分
だ
け

を
見
る
と
︑
こ
こ
ま
で
原
詩
に
こ
だ
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
︑
そ
れ

を
出
発
点
と
し
て
解
釈
す
る
と
い
う
立
場
も
可
能
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
あ

く
ま
で
も
物
語
に
沿
っ
て
解
釈
す
る
と
な
る
と
︑
そ
う
と
は
限
ら
な
い
︒

む
し
ろ
︑
そ
れ
ゆ
え
に
こ
そ
原
詩
と
は
異
な
る
世
界
を
構
築
し
て
い
る
と

も
い
え
そ
う
で
あ
る
︒

ま
た
︑
源
氏
の
﹁
静
か
に
思
ひ
て
嗟
く
に
堪
へ
た
り
﹂
と
い
う
朗
詠
の

前
に
は
︑
源
氏
が
薫
を
抱
い
て
顔
を
凝
視
し
て
い
る
︒
続
い
て
︑﹁﹁
汝
が

爺
に
﹂
と
も
︑
諫
め
ま
ほ
し
う
思
し
け
む
か
し
﹂
と
な
っ
て
お
り
︑﹁
諫

め
﹂
て
い
る
相
手
は
薫
で
あ
り
︑﹁
思
す
﹂
の
は
源
氏
で
あ
る
︒
こ
れ
だ

け
を
見
る
と
︑
源
氏
が
薫
へ
の
思
い
と
し
て
﹁
汝
が
爺
に
﹂
と
呼
び
掛
け

て
い
る
よ
う
に
読
め
そ
う
で
あ
る
︒
そ
う
で
あ
る
な
ら
﹁
静
か
に
思
ひ
て

嗟
く
に
堪
へ
た
り
﹂
と
い
う
朗
詠
も
薫
を
意
識
し
た
も
の
と
な
る
︒

汝
が
爺
に

一
一
一



す
で
に
拙
稿
に
お
い
て
︑
朗
詠
は
︑
あ
る
明
確
な
意
図
を
持
っ
て
周
り

の
も
の
に
聞
か
せ
る
と
い
う
も
の
な
の
で
︑
何
も
わ
か
ら
な
い
赤
子
の
薫

に
対
し
て
朗
詠
し
た
と
す
る
の
は
不
自
然
で
あ
る
︒
原
詩
と
異
な
り
︑

﹁
喜
ぶ
に
堪
へ
﹂
が
略
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
︑
女
三
の
宮
に
向
け
た
も

の
で
︑
源
氏
が
女
三
の
宮
へ
の
未
練
か
ら
︑
不
義
の
子
を
持
つ
父
の
嘆
き

を
訴
え
た
と
論
じ
た(7
)

︒

こ
の
よ
う
に
解
す
る
に
は
︑
女
三
の
宮
が
﹁
自
@
﹂
の
詩
を
知
っ
て
い

る
こ
と
が
前
提
と
な
る
︒
従
来
の
考
え
方
を
論
拠
づ
け
る
も
の
と
し
て
︑

女
三
の
宮
を
含
め
て
そ
の
場
に
い
る
女
性
は
原
詩
を
知
ら
な
い
と
さ
れ
て

き
た
︒
し
か
し
︑
当
時
の
平
安
貴
族
の
女
性
が
ど
の
程
度
の
漢
文
知
識
を

持
っ
て
い
た
か
を
論
じ
る
こ
と
か
ら
で
は
な
く
︑
物
語
の
流
れ
に
お
い
て

ど
う
解
釈
す
る
か
と
い
う
こ
と
を
ベ
ー
ス
に
し
て
︑
こ
の
時
点
で
は
女
三

の
宮
は
知
識
が
あ
る
と
解
し
た(8
)

︒

朗
詠
が
女
三
の
宮
に
対
す
る
も
の
で
あ
れ
ば
︑﹁
汝
が
爺
に
﹂
は
︑
薫

に
言
っ
て
い
る
よ
う
に
見
せ
か
け
て
実
は
女
三
の
宮
に
対
す
る
源
氏
の
思

い
と
な
っ
て
︑﹁
柏
木
に
似
て
は
な
ら
ぬ
﹂
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る(9
)

︒

結
論
は
従
来
の
注
釈
書
と
同
じ
で
あ
る
が
︑
薫
で
は
な
く
女
三
の
宮
に
向

け
た
も
の
と
す
る
点
が
異
な
る
︒

さ
ら
に
︑
原
詩
か
ら
﹁
頑
愚
汝
が
爺
に
似
る
こ
と
勿
れ
﹂
に
込
め
ら
れ

た
語
り
手
の
意
図
を
考
え
る
必
要
が
あ
る
︒
草
子
地
と
は
︑
字
義
的
に
は

﹁
物
語
の
中
で
説
明
の
た
め
に
作
者
の
意
見
な
ど
が
な
ま
の
ま
ま
で
述
べ

ら
れ
て
い
る
部
分
﹂
と
さ
れ
て
い
る
︒
草
子
地
論
の
先
行
研
究
で
︑
小
西

甚
一
氏
が
︑
草
子
地
を
﹁
視
点
﹂
と
い
う
観
点
か
ら
論
じ
て
︑
草
子
地
に

よ
っ
て
享
受
者
を
作
中
人
物
の
心
か
ら
﹁
離
れ
﹂
を
持
た
せ
る
と
し
て
︑

﹁﹁
離
れ
﹂
が
き
わ
め
て
大
き
く
な
る
と
︑
享
受
者
は
︑
作
中
人
物
が
自
身

で
意
識
し
て
い
な
い
心
を
︑
享
受
者
の
立
場
か
ら
把
握
す
る
こ
と
さ
え
可

能
と
な
る
﹂
と
さ
れ
て
い
る(10
)

︒

語
り
手
は
当
事
者
が
知
り
え
な
い
未
来
の
事
実
を
わ
か
っ
て
い
る
だ
け

で
な
く
︑
本
人
が
明
確
に
意
識
し
て
い
な
い
深
層
心
理
に
ま
で
入
り
込
む

こ
と
が
で
き
る
︒

以
上
を
踏
ま
え
て
︑
次
章
で
は
頑
愚
﹁
汝
が
爺
に
﹂
と
は
︑
ど
の
よ
う

な
意
味
が
あ
る
の
か
見
て
い
き
た
い
︒

二
︑
頑
愚
﹁
汝
が
爺
に
﹂
と
は

ま
ず
﹁
汝
が
爺
﹂
と
は
誰
で
あ
る
の
か
見
て
い
き
た
い
︒
先
行
研
究
は

既
述
の
と
お
り
﹁
汝
が
爺
﹂
を
源
氏
と
柏
木
両
者
と
し
て
︑
﹁
頑
愚
に
似

る
こ
と
勿
れ
﹂
と
し
て
い
る
︒
薫
に
と
っ
て
源
氏
も
父
で
あ
り
︑
柏
木
は

老
父
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
︑
あ
く
ま
で
も
薫
視
点
で
︑
原
詩
か
ら
の

汝
が
爺
に

一
一
二



ア
プ
ロ
ー
チ
と
な
っ
て
い
る
︒

｢頑
愚
﹂
と
は
︑
字
義
的
に
は
︑﹁
頑
な
で
愚
か
な
こ
と
﹂
と
さ
れ
て
い

る
︒
松
田
氏
は
柏
木
と
源
氏
を
重
ね
て
一
体
的
に
捉
え
︑
深
沢
氏
は
両
者

を
区
別
し
て
﹁
頑
愚
﹂
を
論
じ
ら
れ
て
い
る
︒

本
稿
で
は
源
氏
の
女
三
の
宮
に
対
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
︑
こ
の

場
面
に
お
い
て
源
氏
視
点
で
︑
誰
の
﹁
頑
愚
に
似
る
こ
と
勿
れ
﹂
か
を
読

み
取
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒

そ
こ
で
︑
ま
ず
柏
木
に
つ
い
て
見
て
い
き
た
い
︒
源
氏
が
柏
木
に
対
し

て
ど
の
よ
う
な
意
識
を
持
っ
て
い
る
か
と
言
え
ば
︑
朗
詠
の
前
に
﹁
あ
は

れ
︑
は
か
な
か
り
け
る
人
の
契
り
か
な
と
見
た
ま
ふ
に
︑
お
ほ
か
た
の
世

の
定
め
な
さ
も
思
し
つ
づ
け
ら
れ
て
︑
涙
の
ほ
ろ
ほ
ろ
と
こ
ぼ
れ
ぬ
る

を
﹂
(柏
木
巻
323
頁
)
と
あ
り
︑
後
に
﹁
あ
は
れ
に
惜
し
け
れ
ば
︑
め
ざ

ま
し
と
思
ふ
心
も
ひ
き
返
し
︑
う
ち
泣
か
れ
た
ま
ひ
ぬ
﹂
(柏
木
巻
324
頁
)

と
な
っ
て
い
る
︒
柏
木
を
哀
惜
し
て
い
る
の
で
︑
柏
木
が
愚
か
で
あ
る
と

い
う
意
識
は
こ
の
時
点
で
は
な
い
︒
密
通
発
覚
当
時
は
﹁
お
ほ
け
な
し
﹂

と
評
し
て
い
た
が
︑
柏
木
が
亡
く
な
り
︑
薫
が
生
ま
れ
た
後
は
意
識
が
変

化
し
て
い
る
︒
松
田
︑
深
沢
両
氏
と
も
に
︑
柏
木
が
密
通
と
い
う
愚
か
な

行
為
に
よ
っ
て
身
を
滅
ぼ
し
た
こ
と
か
ら
︑
柏
木
も
﹁
頑
愚
﹂
の
主
体
で

あ
る
と
捉
え
て
い
る
︒
し
か
し
︑
こ
の
場
面
で
は
︑
源
氏
は
そ
う
思
っ
て

い
な
い
︒
源
氏
が
女
三
の
宮
に
対
し
て
訴
え
て
い
る
と
な
れ
ば
︑
こ
の
時

点
に
限
定
し
て
見
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒

次
に
源
氏
自
身
に
お
い
て
は
︑
ど
の
よ
う
に
捉
え
た
ら
よ
い
の
か
見
て

い
く
︒﹁
頑
愚
﹂
に
つ
い
て
は
︑
﹁
汝
が
爺
に
﹂
の
本
文
に
続
く
次
の
﹁
を

こ
な
り
﹂
に
注
目
し
た(11
)

︒﹁
を
こ
な
り
﹂
と
い
う
の
は
︑
字
義
的
に
は
︑

﹁
愚
か
で
ば
か
げ
て
い
る
さ
ま
︒
た
わ
け
て
い
る
さ
ま
︒
愚
か
︒
ば
か
﹂

と
さ
れ
て
い
る
の
で
︑﹁
頑
愚
﹂
に
通
じ
る
語
句
で
あ
る
︒

こ
の
事
の
心
知
れ
る
人
︑
女
房
の
中
に
も
あ
ら
む
か
し
︑
知
ら
ぬ
こ

そ
ね
た
け
れ
︑
を
こ
な
り
と
見
る
ら
ん
︑
と
安
か
ら
ず
思
せ
ど
︑
わ

が
御
咎
あ
る
こ
と
は
あ
へ
な
む
︑
二
つ
言
は
む
に
は
︑
女
の
御
た
め

こ
そ
い
と
ほ
し
け
れ
︑
な
ど
思
し
て
︑
色
に
も
出
だ
し
た
ま
は
ず
︒

(柏
木
巻
324
頁
)

源
氏
は
女
房
に
︑
薫
が
柏
木
の
子
で
あ
る
こ
と
も
知
ら
ず
喜
ん
で
い
る

か
ら
愚
か
だ
︑
と
思
わ
れ
て
い
る
と
意
識
し
て
い
る
︒﹁
を
こ
な
り
﹂
と

い
う
言
葉
は
︑
限
定
的
な
使
わ
れ
方
を
さ
れ
て
い
る
た
め
︑
こ
の
場
面
で

使
わ
れ
た
﹁
を
こ
な
り
﹂
は
重
い
意
味
を
持
つ
も
の
で
あ
ろ
う(12
)

︒

松
田
氏
は
柏
木
と
重
ね
た
源
氏
の
人
生
を
︑
深
沢
氏
は
密
通
さ
れ
た
源

氏
自
身
を
顧
み
て
︑﹁
頑
愚
﹂
と
し
て
い
る
︒
原
詩
の
﹁
頑
愚
﹂
は
白
楽

天
の
人
生
を
振
り
返
っ
て
総
体
的
に
自
分
を
評
し
て
い
る
が
︑
そ
れ
に
引

汝
が
爺
に
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き
ず
ら
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
︒
本
稿
は
︑
源
氏
の
意
識
が
薫
で
は
な
く

女
三
の
宮
に
向
か
う
こ
と
で
︑﹁
頑
愚
﹂
と
す
る
意
識
の
射
程
が
異
な
る
︒

つ
ま
り
︑
こ
れ
か
ら
成
長
し
て
い
く
薫
で
あ
れ
ば
︑
自
分
の
人
生
を
振
り

返
っ
て
父
と
し
て
の
思
い
と
な
る
が
︑
女
三
の
宮
で
あ
れ
ば
︑
現
時
点
に

お
け
る
自
分
と
女
三
の
宮
と
の
関
係
性
か
ら
﹁
頑
愚
﹂
を
見
つ
め
る
こ
と

に
な
る
︒

以
上
に
よ
り
︑﹁
汝
が
爺
に
﹂
は
︑
女
三
の
宮
を
意
識
し
た
﹁
源
氏
の

頑
愚
に
似
る
こ
と
勿
れ
﹂
で
︑﹁
頑
愚
﹂
と
は
︑﹁
を
こ
な
り
﹂
と
思
わ
れ

て
い
る
こ
と
で
あ
る
と
い
え
よ
う(13
)

︒

次
に
︑
源
氏
が
女
三
の
宮
に
対
し
て
﹁
汝
が
爺
に
﹂
と
は
︑
具
体
的
に

ど
の
よ
う
な
思
い
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
見
て
い
き
た
い
︒

三
︑
女
三
の
宮
に
対
す
る
﹁
汝
が
爺
に
﹂

ま
ず
源
氏
の
女
三
の
宮
へ
の
思
い
を
押
え
る
に
あ
た
り
︑
な
ぜ
こ
の
場

面
で
﹁
を
こ
な
り
﹂
と
い
う
意
識
が
上
る
の
か
見
て
お
き
た
い
︒

愚
か
で
あ
る
と
思
う
の
は
︑
源
氏
が
密
通
の
事
実
を
知
ら
な
い
と
思
っ

て
い
る
女
房
で
あ
る
︒
薫
が
生
ま
れ
て
か
ら
は
︑﹁
大
殿
は
︑
い
と
よ
う

人
目
を
飾
り
思
せ
ど
﹂
(柏
木
巻
300
頁
)
と
︑
人
前
で
は
薫
の
誕
生
を
喜

ん
で
い
る
よ
う
に
見
せ
か
け
て
い
た
の
で
︑
そ
の
時
点
で
﹁
を
こ
な
り
﹂

と
思
わ
れ
て
い
る
と
い
う
意
識
を
持
っ
て
も
お
か
し
く
は
な
い
︒
こ
こ
で

源
氏
が
薫
に
対
す
る
意
識
は
︑﹁
こ
の
君
︑
い
と
あ
て
な
る
に
添
へ
て
愛

敬
づ
き
︑
ま
み
の
か
を
り
て
︑
笑
が
ち
な
る
な
ど
を
い
と
あ
は
れ
と
見
た

ま
ふ
﹂
(
柏
木
巻
323
頁
)
と
︑
初
め
て
薫
の
顔
を
じ
っ
く
り
見
て
愛
し
く

思
っ
て
い
る
︒
生
ま
れ
た
頃
は
﹁
ま
だ
む
つ
か
し
げ
に
お
は
す
る
な
ど
を
︑

と
り
わ
き
て
も
見
た
て
ま
つ
り
た
ま
は
ず
﹂
(
柏
木
巻
300
頁
)
と
︑
可
愛

が
る
こ
と
も
な
か
っ
た
︒
よ
っ
て
︑
源
氏
が
薫
を
抱
い
て
慈
し
む
姿
を
人

に
見
せ
る
の
は
︑
今
ま
で
な
か
っ
た
︒

｢を
こ
な
り
と
見
る
ら
ん
﹂
と
い
う
の
は
︑
源
氏
が
薫
を
実
の
子
だ
と

思
っ
て
実
際
に
愛
お
し
む
姿
に
対
す
る
も
の
で
あ
る
︒
祝
い
の
宴
を
催
し

た
り
︑
薫
の
乳
母
に
養
育
に
つ
い
て
細
か
に
指
示
し
た
り
し
て
︑
単
に
大

事
に
思
っ
て
い
る
だ
ろ
う
と
い
う
源
氏
の
姿
は
当
て
は
ま
ら
な
い
︒
し
か

も
薫
に
愛
情
が
な
い
間
は
父
と
し
て
の
気
持
ち
も
な
い
の
で
︑
我
が
子
で

な
い
の
に
そ
う
と
も
知
ら
ず
喜
ん
で
い
る
と
い
う
意
識
す
ら
持
た
な
い
で

あ
ろ
う
︒
ゆ
え
に
︑
こ
こ
で
﹁
を
こ
な
り
﹂
と
い
う
意
識
を
持
つ
に
至
っ

た
︒さ

ら
に
﹁
を
こ
な
り
﹂
と
い
う
言
葉
が
登
場
し
た
の
は
︑
朗
詠
直
後
で

あ
る
こ
と
に
着
目
し
た
い
︒
こ
れ
は
源
氏
自
身
が
﹁
自
嘲
﹂
詩
全
文
を
想

起
し
た
こ
と
で
︑
﹁
頑
愚
﹂
と
い
う
語
句
か
ら
﹁
を
こ
な
り
﹂
と
い
う
意

汝
が
爺
に
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識
が
顕
在
化
し
た
と
解
し
た
い
︒

朗
詠
前
に
女
三
の
宮
の
気
を
引
こ
う
と
し
て
も
通
じ
ず
︑
次
に
薫
を
出

し
に
し
て
﹁
静
か
に
思
ひ
て
嗟
く
に
堪
へ
た
り
﹂
と
朗
詠
し
た
︒
こ
れ
は

几
帳
で
隔
て
ら
れ
た
女
三
の
宮
に
対
し
て
︑
唯
一
源
氏
が
思
い
を
伝
え
る

方
法
だ
っ
た
︒﹁
柏
木
の
子
で
あ
る
こ
と
を
思
っ
て
私
は
嘆
い
て
い
る
﹂

と
い
う
中
に
は
︑
事
情
を
知
っ
て
い
る
女
房
は
自
分
の
こ
と
を
笑
っ
て
い

る
の
を
死
ぬ
ま
で
耐
え
て
い
か
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
い
う
嘆
き
も
含
ま

れ
て
い
る(7
)

︒

続
い
て
﹁
わ
が
御
咎
あ
る
こ
と
は
あ
へ
な
む
︑
二
つ
言
は
む
に
は
︑
女

の
御
た
め
こ
そ
い
と
ほ
し
け
れ
︑
な
ど
思
し
て
︑
色
に
も
出
だ
し
た
ま
は

ず
﹂
(柏
木
巻
324
頁
)
と
︑
詮
索
す
れ
ば
密
通
の
事
実
が
露
見
し
︑
女
三

の
宮
が
密
通
し
て
不
義
の
子
を
産
ん
だ
こ
と
を
笑
わ
れ
る
の
で
︑
自
分
と

女
三
の
宮
の
立
場
を
比
較
す
る
と
︑
女
三
の
宮
の
方
が
か
わ
い
そ
う
だ
と

い
う
意
識
に
な
っ
て
い
る
︒
こ
こ
に
源
氏
が
女
三
の
宮
を
愛
し
む
情
が
表

れ
て
い
る
︒

こ
の
意
識
は
︑
自
分
が
﹁
を
こ
な
り
﹂
と
思
わ
れ
る
こ
と
と
︑
女
三
の

宮
を
守
る
こ
と
が
密
接
な
関
係
に
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
︒
自
分
が

﹁
を
こ
な
り
﹂
と
笑
わ
れ
る
の
を
耐
え
る
の
は
︑
源
氏
自
身
の
保
身
の
た

め
と
い
う
こ
と
も
否
定
は
で
き
な
い
が
︑
女
三
の
宮
を
大
切
に
想
っ
て
い

る
か
ら
で
あ
る
︒
自
分
の
こ
と
だ
け
を
意
識
し
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
︑

﹁
女
の
御
た
め
こ
そ
い
と
ほ
し
け
れ
﹂
と
は
な
ら
な
い
︒

こ
の
よ
う
な
思
い
か
ら
︑
女
三
の
宮
に
﹁
汝
が
爺
に
﹂
と
し
て
︑
自
分

が
﹁
頑
愚
﹂
で
あ
る
こ
と
を
訴
え
て
情
を
か
け
て
ほ
し
い
と
思
っ
た
の
で

は
な
か
っ
た
か
と
推
量
さ
れ
る
︒

次
に
︑
こ
の
思
い
は
女
三
の
宮
に
ど
の
よ
う
に
受
け
止
め
ら
れ
る
と

思
っ
た
の
か
︑
次
の
一
文
か
ら
推
測
し
て
み
た
い
︒

人
々
す
べ
り
隠
れ
た
る
ほ
ど
に
︑
宮
の
御
も
と
に
寄
り
た
ま
ひ
て
︑

﹁
こ
の
人
を
ば
い
か
が
見
た
ま
ふ
や
︒
か
か
る
人
を
棄
て
て
︑
背
き

は
て
た
ま
ひ
ぬ
べ
き
世
に
や
あ
り
け
る
︒
あ
な
心
憂
﹂
と
お
ど
ろ
か

し
き
こ
え
た
ま
へ
ば
︑
顔
う
ち
赤
め
て
お
は
す
︒

｢誰
が
世
に
か
種
は
ま
き
し
と
人
問
は
ば
い
か
が
岩
根
の
松
は

こ
た
へ
む

あ
は
れ
な
り
﹂
な
ど
忍
び
て
聞
こ
え
た
ま
ふ
に
︑
御
答
へ
も
な
う
て
︑

ひ
れ
臥
し
た
ま
へ
り
︒
こ
と
わ
り
と
思
せ
ば
︑
強
ひ
て
も
聞
こ
え
た

ま
は
ず
︒
い
か
に
思
す
ら
む
︑
も
の
深
う
な
ど
は
お
は
せ
ね
ど
︑
い

か
で
か
は
た
だ
に
は
︑
と
推
し
は
か
り
き
こ
え
た
ま
ふ
も
︑
い
と
心

苦
し
う
な
む
︒

(
柏
木
巻
324
頁
)

女
三
の
宮
が
源
氏
の
歌
を
聞
い
て
何
も
返
事
を
せ
ず
に
う
つ
伏
し
て
し

汝
が
爺
に
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ま
っ
た
こ
と
に
対
し
て(14
)

︑﹁
も
の
深
う
な
ど
は
お
は
せ
ね
ど
︑
い
か
で
か

は
た
だ
に
は
﹂
と
︑
女
三
の
宮
は
深
い
分
別
も
な
い
と
思
っ
て
い
る
こ
と

か
ら
︑
自
分
が
﹁
頑
愚
﹂
で
あ
る
こ
と
を
訴
え
て
も
そ
の
真
意
を
理
解
で

き
な
い
と
思
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
︒

以
上
か
ら
︑
女
三
の
宮
に
自
分
は
﹁
頑
愚
﹂
と
思
わ
れ
て
辛
い
と
い
う

気
持
ち
を
訴
え
て
︑
情
を
か
け
て
も
ら
い
た
い
と
思
う
一
方
で
︑
そ
う
は

い
っ
て
も
自
分
の
思
い
は
わ
か
っ
て
も
ら
え
な
い
だ
ろ
う
と
い
う
二
つ
の

思
い
が
潜
在
し
て
い
た
︒

四
︑
透
視
さ
れ
る
女
三
の
宮
へ
の
﹁
汝
が
爺
に
﹂

女
三
の
宮
に
対
す
る
﹁
汝
が
爺
に
﹂
が
︑
女
三
の
宮
の
視
点
で
は
ど
の

よ
う
に
意
識
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
か
見
て
い
き
た
い
︒
女
三
の
宮
は
︑

源
氏
に
薫
が
自
分
の
子
で
な
い
こ
と
を
知
ら
れ
て
い
る
と
わ
か
っ
て
い
る

の
で
︑
源
氏
の
こ
と
を
愚
か
と
は
思
わ
な
い
︒
そ
れ
で
は
女
房
に
愚
か
と

思
わ
れ
て
い
る
こ
と
ま
で
意
識
が
あ
る
か
と
言
え
ば
そ
れ
は
疑
問
で
あ
る
︒

そ
う
い
う
意
識
を
持
つ
た
め
に
は
︑
前
提
条
件
と
し
て
︑
密
通
の
事
実
を

知
っ
て
い
る
女
房
が
他
に
も
い
る
こ
と
と
︑
さ
ら
に
そ
の
者
が
源
氏
は
知

ら
な
い
と
思
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
こ
の
点
に
つ
い
て
︑
女
三
の

宮
が
そ
う
い
う
女
房
の
存
在
が
あ
る
こ
と
ま
で
意
識
で
き
た
か
は
物
語
の

中
で
は
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
︒

ま
ず
︑
密
通
を
助
け
た
女
房
が
他
に
い
る
こ
と
に
つ
い
て
︑
密
通
の
際

に
は
﹁
人
召
せ
ど
︑
近
く
も
さ
ぶ
ら
は
ね
ば
︑
聞
き
つ
け
て
参
る
も
な

し
﹂
(柏
木
巻
224
頁
)
と
︑
本
来
で
あ
れ
ば
近
く
に
控
え
て
い
る
は
ず
の

女
房
が
誰
も
い
な
か
っ
た
︒
ま
た
︑
密
通
後
に
柏
木
が
帰
る
際
に
も
誰
も

登
場
せ
ず
︑
無
事
に
柏
木
は
誰
か
ら
も
咎
め
ら
れ
る
こ
と
な
く
帰
っ
て

行
っ
た
︒
さ
ら
に
︑
密
通
後
も
﹁
か
の
人
は
︑
わ
り
な
く
思
ひ
あ
ま
る

時
々
は
夢
の
や
う
に
見
た
て
ま
つ
り
け
れ
ど
﹂
(
柏
木
巻
243
頁
)
と
︑
密

会
が
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
︒
女
三
の
宮
に
い
か
に
分
別
が
な
い
と
言
っ
て

も
︑
こ
れ
ら
す
べ
て
が
小
侍
従
一
人
で
可
能
に
し
た
と
は
思
わ
な
い
で
あ

ろ
う
︒
本
来
い
る
べ
き
女
房
が
い
な
い
こ
と
は
不
自
然
で
あ
り
︑
そ
こ
に

何
ら
か
の
意
図
的
な
も
の
を
感
じ
取
る
は
ず
で
︑
密
会
を
可
能
に
す
る
に

は
小
侍
従
の
協
力
者
が
い
な
い
と
無
理
で
あ
る
︒
そ
う
な
る
と
︑
他
に
密

通
を
知
っ
て
い
る
女
房
が
い
る
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
程
度
は
思
っ
て
い

る
で
あ
ろ
う
︒

次
に
密
通
を
知
っ
て
い
る
女
房
が
︑
源
氏
に
は
知
ら
れ
て
い
な
い
と

思
っ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
見
て
い
き
た
い
︒
源
氏
に
知
ら
れ
て
し
ま
っ

た
こ
と
を
わ
か
っ
て
い
る
者
は
︑
物
語
の
中
で
は
唯
一
小
侍
従
だ
け
と

な
っ
て
い
る
︒
そ
の
小
侍
従
が
他
の
女
房
に
密
通
の
こ
と
を
話
す
と
は
考

汝
が
爺
に
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え
に
く
い
︒
源
氏
を
恐
れ
︑
源
氏
自
身
も
知
ら
な
い
ふ
り
を
通
し
て
い
る

の
に
︑
密
通
が
あ
っ
た
こ
と
や
︑
ま
し
て
源
氏
に
発
覚
し
た
こ
と
を
漏
ら

せ
ば
大
変
な
こ
と
に
な
る
︒
乳
主
と
し
て
ど
れ
だ
け
責
め
ら
れ
る
こ
と
に

な
る
か
自
分
が
一
番
よ
く
わ
か
っ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
︒
自
分
と
柏
木
と

の
関
係
も
源
氏
は
お
見
通
し
で
あ
り
︑
何
か
あ
れ
ば
真
っ
先
に
疑
わ
れ
る

の
は
自
分
で
あ
る
と
い
う
自
覚
は
持
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
︒

源
氏
自
身
は
︑
心
の
中
は
様
々
な
葛
藤
が
あ
る
が
︑
表
向
き
は
﹁
人
に

は
け
し
き
漏
ら
さ
じ
と
思
せ
ば
﹂
(柏
木
巻
298
頁
)
と
︑
自
分
が
知
っ
て

し
ま
っ
た
こ
と
を
ひ
た
隠
し
に
し
て
い
る
︒﹁
お
ほ
か
た
の
け
し
き
も
︑

世
に
な
き
ま
で
か
し
づ
き
き
こ
え
た
ま
へ
ど
﹂
(柏
木
巻
300
頁
)︑﹁
大
殿

は
︑
い
と
よ
う
人
目
を
飾
り
思
せ
ど
﹂
(柏
木
巻
300
頁
)
と
︑
周
囲
の

人
々
か
ら
疑
念
が
も
た
れ
な
い
よ
う
に
細
心
の
注
意
を
払
っ
て
い
る
︒

そ
う
な
る
と
︑
密
通
の
事
実
を
知
っ
て
い
る
女
房
は
他
に
も
い
る
が
︑

そ
の
者
は
︑
源
氏
に
は
気
づ
か
れ
て
い
な
い
と
思
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
︒

そ
う
い
う
女
房
が
︑
薫
を
抱
く
源
氏
を
見
て
﹁
を
こ
な
り
﹂
と
思
っ
て
い

る
だ
ろ
う
と
は
︑
女
三
の
宮
は
思
い
も
し
な
い
で
あ
ろ
う
︒
密
通
後
は
ひ

た
す
ら
源
氏
を
恐
れ
︑
冷
た
い
仕
打
ち
に
耐
え
︑
出
家
を
し
て
こ
の
世
で

の
柵
を
断
っ
た
の
で
︑
源
氏
に
対
し
て
距
離
を
置
い
て
い
る
︒
そ
れ
ゆ
え

に
こ
そ
︑﹁
か
か
る
さ
ま
の
人
は
︑
も
の
の
あ
は
れ
も
知
ら
ぬ
も
の
と
聞

き
し
を
︑
ま
し
て
も
と
よ
り
知
ら
ぬ
こ
と
に
て
︑
い
か
が
は
聞
こ
ゆ
べ
か

ら
む
﹂
(柏
木
巻
322
頁
)
と
言
葉
を
返
し
た
︒
源
氏
の
心
を
く
み
取
ろ
う

と
い
う
気
持
ち
は
も
は
や
な
い
︒
ゆ
え
に
︑﹁
を
こ
な
り
﹂
と
は
思
わ
な

い
︒以

上
の
点
か
ら
︑
源
氏
は
︑
女
三
の
宮
に
辛
い
自
分
の
気
持
ち
を
汲
み

取
っ
て
ほ
し
い
と
思
う
一
方
で
︑
大
し
た
分
別
も
な
い
の
で
︑
そ
の
思
い

は
わ
か
っ
て
も
ら
え
な
い
だ
ろ
う
と
思
っ
た
︒
他
方
︑
女
三
の
宮
は
分
別

の
問
題
で
は
な
く
︑
源
氏
か
ら
心
が
離
れ
て
思
い
を
寄
せ
る
こ
と
は
な

か
っ
た
の
で
気
持
ち
を
察
し
よ
う
と
も
し
て
い
な
い
︒
語
り
手
が
源
氏
の

意
識
を
推
し
量
り
︑
そ
れ
に
対
す
る
女
三
の
宮
が
ど
の
よ
う
な
思
い
で
あ

る
か
を
汲
み
取
る
こ
と
で
︑
逆
に
源
氏
こ
そ
が
女
三
の
宮
の
気
持
ち
を
思

い
遣
る
こ
と
が
で
き
ず
﹁
頑
愚
﹂
で
は
な
い
か
と
語
り
手
は
暗
示
し
て
い

る
と
も
解
し
た
い
︒

お
わ
り
に

従
来
の
研
究
史
で
は
︑﹁
汝
が
爺
に
﹂
を
薫
に
対
す
る
源
氏
の
胸
中
心

理
と
し
て
捉
え
て
き
た
が
︑
本
論
で
は
﹁
喜
ぶ
に
堪
へ
﹂
を
略
し
て
朗
詠

し
た
こ
と
に
注
目
し
︑
こ
れ
は
女
三
の
宮
に
向
け
て
︑
源
氏
が
女
三
の
宮

へ
の
未
練
か
ら
︑
不
義
の
子
を
持
つ
父
の
嘆
き
を
訴
え
た
も
の
と
捉
え
た
︒

汝
が
爺
に
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そ
こ
か
ら
︑
草
子
地
で
あ
る
こ
と
に
注
目
す
る
こ
と
で
︑﹁
汝
が
爺
に
﹂

は
︑
源
氏
は
女
三
の
宮
を
意
識
し
て
﹁
柏
木
に
似
る
な
﹂
と
訴
え
て
い
る

こ
と
に
と
ど
ま
ら
な
か
っ
た
︒
薫
に
諫
め
て
い
る
よ
う
に
見
せ
か
け
て
︑

女
三
の
宮
に
わ
か
っ
て
も
ら
え
な
い
だ
ろ
う
と
思
い
つ
つ
も
︑
愚
か
な
自

分
を
訴
え
て
辛
い
思
い
を
察
し
て
も
ら
い
た
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
に
と
︑

語
り
手
が
源
氏
の
思
い
を
推
し
量
っ
た
こ
と
が
判
明
し
た
︒
さ
ら
に
女
三

の
宮
の
視
線
で
捉
え
る
こ
と
で
︑
語
り
手
し
か
知
り
え
な
い
源
氏
の
﹁
頑

愚
﹂
が
暗
示
さ
れ
た
︒

朗
詠
と
草
子
地
と
い
う
二
つ
の
手
法
を
用
い
る
こ
と
で
︑﹃
白
氏
文
集
﹄

の
世
界
が
﹃
源
氏
物
語
﹄
に
お
い
て
引
用
を
超
え
て
機
能
し
︑
源
氏
の
女

三
の
宮
へ
の
韜
�
さ
れ
た
心
情
と
共
に
深
層
心
理
を
表
出
さ
せ
て
︑
原
詩

と
は
異
な
る
物
語
の
深
遠
な
世
界
を
構
築
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
︒

〔注
︺

(1
)
原
詩
は
次
の
と
お
り
で
あ
る

(﹃
白
氏
文
集
﹄
巻
五
十
八

二
八
二
一

白
文
は
那
波
本
を
参
照
︒
書
き
下
し
は
︑﹃
新
釈
漢
文
大
系
﹄
を
も
と

に
一
部
手
を
加
え
た
)︒

自
@

五
十
八
翁
方
有
後

五
十
八
翁

方
に
後
有
り

靜
思
堪
喜
亦
堪
嗟

靜
か
に
思
へ
ば
喜
ぶ
に
堪
へ

亦
嗟 な

げ

く
に
堪

へ
た
り

一
珠
甚
小
還
慙
蚌

一
珠
甚
だ
小
に
し
て

還ま

た
蚌ば
う

に
慙は

ぢ

八
子
雖
多
不
羨
鴉

八
子
多
し
と
雖
も

鴉
を
羨
ま
ず

秋
月
晩
生
丹
桂
實

秋
月
晩
く
に
生
ず

丹
桂
の
實

春
風
新
長
紫
蘭
芽

春
風
新
た
に
長
ず

紫
蘭
の
芽

持
盃
祝
願
無
他
語

盃
を
持
ち
て
祝
願
す
る
に

他
の
語
無
し

愼
勿
頑
愚
似
汝
爺

愼
ん
で
頑
愚

汝
が
爺 ち

ち

に
似
る
こ
と
勿
れ

(2
)
注
釈
書
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
︒

・
実
父
柏
木
に
似
て
は
な
ら
ぬ
と
︑
源
氏
は
思
っ
た
は
ず
︒
前
引
の

漢
詩
に
よ
っ
て
︑
語
り
手
が
推
測
︒

(﹃
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
﹄
柏
木
巻
323
頁
)

・
汝
の
父
柏
木
に
似
な
い
や
う
に
と
源
氏
は
薰
に
注
意
を
與
へ
た
い

お
氣
持
だ
つ
た
ら
う
︒

(池
田
龜
鑑
氏
﹃
日
本
古
典
全
書
﹄
柏
木
巻
251
頁
)

古
注
に
つ
い
て
は
次
の
と
お
り
で
あ
る

(﹃
細
流
抄
﹄︑
﹃
萬
水
一
露
﹄

は
﹃
源
氏
物
語
古
注
集
成
﹄
(
お
う
ふ
う
)
︑﹃
湖
月
抄
﹄
は
﹃
源
氏
物

語
古
注
釈
大
成
﹄
(
日
本
図
書
セ
ン
タ
ー
)
を
参
照
)︒

・
楽
天
か
句
を
引
て
柏
木
の
事
を
し
た
に
ふ
く
め
り
薫
に
対
し
て
実

父
に
似
そ
と
お
ほ
す
ら
ん
草
子
地
を
し
は
か
り
て
い
へ
る
也
此
か

き
さ
ま
な
と
こ
そ
此
物
語
の
第
一
と
云
へ
き
と
也

(﹃
細
流
抄
﹄
)

・
此
か
ほ
る
を
柏
木
に
似
た
る
な
と
ゝ
は
の
給
た
ゝ
お
ほ
し
め
せ
と

汝
が
爺
に

一
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も
不
思
議
な
る
密
通
の
事
な
れ
は
え
の
給
は
ぬ
と
お
ほ
し
け
ん
か

し
と
は
双
紙

(
草
子
)

の
批
判
の
詞
也
此
こ
ゝ
ろ
も
楽
天
か
汝
か
父
に
似
る

事
な
か
れ
と
い
ひ
し
心
を
と
り
て
か
け
る
也

河
海
弄
花
同
之

(﹃
萬
水
一
露
﹄
)

・
樂
天
汝
が
父
に
似
る
事
な
か
れ
と
作
れ
る
心
は
卑
下
な
り
︒
源
氏

御
心
に
は
柏
木
に
似
る
事
な
か
れ
と
お
ぼ
し
け
ん
か
し
と
也
︒

(﹃
湖
月
抄
﹄
師
説
)

(3
)
松
田
成
穗
氏
﹁
柏
木
巻
に
関
す
る
一
・
二
の
問
題

︱
︱
な
ん
ぢ
が
ち

ち
に
︱
︱
﹂﹃
平
安
朝
文
芸
論
︱
︱
源
氏
物
語
を
中
心
に
﹄
(笠
間
書

院
)
二
〇
〇
一
年
六
月

(初
出
﹃
金
城
国
文
﹄
第
四
十
一
号
一
九
六
八

年
八
月
)

(4
)
深
沢
三
千
男
氏
﹁
五
十
日
の
祝
﹂﹃
講
座

源
氏
物
語
の
世
界
﹄︿
第
七

集
﹀
(有
斐
閣
)
一
九
八
二
年
五
月

(5
)
前
掲
松
田
成
穗
氏
︑
深
沢
三
千
男
氏
論
文
以
外
の
も
の
と
し
て
︑
山
本

淳
子
氏
﹁
光
源
氏
の
﹁
自
嘲
﹂
︱
︱
『源
氏
物
語
﹄
柏
木
巻
の
白
詩
引

用
︱
︱
﹂﹃
中
古
文
学
﹄
第
九
十
二
号

二
〇
一
三
年
十
一
月
も
あ
る
︒

(6
)﹃
源
氏
物
語
﹄
で
は
︑﹁
(う
ち
)
誦
ず
・
誦
す
﹂
の
用
例
五
十
二
例
の

う
ち
︑
漢
詩
を
引
用
し
た
も
の
は
十
五
例
と
な
っ
て
い
る
︒
本
用
例
以

外
は
す
べ
て
漢
詩
の
引
用
語
句
し
か
記
載
さ
れ
て
お
ら
ず
︑
そ
の
出
典

の
手
が
か
り
は
語
句
か
ら
だ
け
で
あ
る

(﹃
ジ
ャ
パ
ン
ノ
リ
ッ
ジ
﹄
お

よ
び
﹃
源
氏
物
語
大
成
﹄
を
参
照
)︒

(7
)
拙
稿
﹁﹁
静
か
に
思
ひ
て
嗟な
げ

く
に
堪
へ
た
り
﹂
︱
︱
『源
氏
物
語
﹄
柏

木
巻
の
白
詩
引
用
論
再
検
討
︱
︱
﹂﹃
同
志
社
女
子
大
学
大
学
院

文

学
研
究
科
紀
要
﹄
第
十
七
号
二
〇
一
七
年
三
月

(8
)
女
三
の
宮
は
︑
源
氏
か
ら
﹁
い
は
け
な
し
﹂︑﹁
幼
し
﹂
︑﹁
う
つ
く
し
﹂

な
ど
と
評
さ
れ
て
い
た
が
︑
朱
雀
院
か
ら
頼
ま
れ
た
こ
と
も
あ
り
︑
女

三
の
宮
に
対
し
て
源
氏
が
直
接
琴
を
教
え
る
な
ど
し
て
︑
女
三
の
宮
の

教
育
に
力
を
入
れ
て
い
る
︒
ゆ
え
に
︑
そ
れ
以
外
に
お
い
て
も
︑
皇
女
︑

二
品
︑
源
氏
の
正
妻
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
教
養
を
身
に
つ
け
さ
せ
て
い

る
は
ず
で
あ
る
︒
源
氏
自
身
﹁
さ
る
べ
き
書
ど
も
︑
文
集
な
ど
入
り
た

る
箱
︑
さ
て
は
琴
一
つ
ぞ
持
た
せ
た
ま
ふ
﹂
(須
磨
巻
176
頁
)
と
記
載

さ
れ
て
い
る
よ
う
に
︑
須
磨
に
流
謫
さ
れ
た
と
き
も
﹃
白
氏
文
集
﹄
を

持
っ
て
行
っ
た
ほ
ど
愛
好
し
て
い
た
の
で
あ
る
か
ら
︑
こ
の
時
点
で
は
︑

女
三
の
宮
は
︑
乳
母
や
選
り
す
ぐ
り
の
女
房
を
含
め
て
﹃
白
氏
文
集
﹄

に
つ
い
て
の
知
識
を
持
っ
て
お
り
︑﹁
自
@
﹂
は
知
っ
て
い
る
と
解
し

た
︒﹁
自
@
﹂
は
﹃
田
氏
家
集
﹄
一
二
七
﹁
吟
白
舍
人
詩
﹂
の
第
三
句

﹁
應
是
戊
申
年
有
子
﹂
の
自
注
で
︑
﹁
唐
太
和
戊
申
年
︒
白
舍
人
始
有
男

子
︒
甲
子
與
余
同
﹂
と
記
さ
れ
て
︑
白
楽
天
に
始
め
て
生
ま
れ
た
男
子

と
年
齢
が
同
じ
で
あ
る
と
し
︑
第
四
句
で
﹁
付
於
文
集
海
東
來
﹂
と
し

て
﹃
白
氏
文
集
﹄
と
と
も
に
海
の
東
の
国
︑
日
本
に
来
た
こ
と
を
詠
ん

で
い
る
︒
こ
の
こ
と
か
ら
︑﹁
自
@
﹂
の
詩
を
念
頭
に
置
い
た
こ
と
が

読
み
取
ら
れ
︑
当
時
有
名
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る

(﹃
田
氏
家
集
﹄
本
文

は
︑
群
書
類
従
本
を
参
照
)
︒

(9
)
前
掲
拙
稿
で
︑
﹁
柏
木
に
似
て
は
な
ら
ぬ
﹂
と
解
す
る
こ
と
で
︑
朗
詠

汝
が
爺
に

一
一
九



後
に
源
氏
が
女
三
の
宮
に
話
し
か
け
た
言
葉
に
︑
ど
の
よ
う
な
隠
さ
れ

た
意
味
が
あ
る
の
か
を
論
じ
た
︒

(10
)
小
西
甚
一
氏
﹁
源
氏
物
語
の
心
理
描
写
﹂﹃
源
氏
物
語
講
座
﹄
第
七
巻

(有
精
堂
出
版
)
一
九
八
一
年
九
月

(11
)﹁
を
こ
な
り
﹂
に
注
目
し
た
注
釈
書
は
︑
次
の
と
お
り
で
あ
る
︒
た
だ

し
︑
罪
意
識
に
苦
し
む
自
分
を
﹁
頑
愚
﹂
と
し
て
い
る
︒

｢汝
が
爺
に
﹂
と
は
︑﹁
を
こ
な
り
﹂
と
人
に
見
ら
れ
て
い
る
で
あ

ろ
う
と
推
測
す
る
︑
源
氏
自
身
を
指
し
︑
そ
れ
と
同
時
に
︑
短
命

で
逝
っ
て
し
ま
っ
た
実
父
の
柏
木
を
も
暗
示
す
る
︒

(﹃
源
氏
物
語
注
釈
﹄
柏
木
巻
84
頁

風
間
書
房

二
〇
一
〇
年
十

二
月
)

(12
)﹃
源
氏
物
語
﹄
で
は
︑﹁
を
こ
な
り
﹂
の
用
例
は
︑
十
七
例
で
あ
る

(﹃
ジ
ャ
パ
ン
ノ
リ
ッ
ジ
﹄
お
よ
び
﹃
源
氏
物
語
大
成
﹄
を
参
照
)︒
も

し
こ
う
い
う
行
為
を
し
た
ら
﹁
を
こ
な
り
﹂
で
あ
ろ
う
と
仮
定
し
た
場

合
や
あ
る
特
定
の
行
為
︑
姿
に
対
す
る
も
の
が
多
い
︒
源
氏
の
人
そ
の

も
の
に
対
す
る
の
は
本
用
例
を
含
め
て
二
例
で
あ
る
が
︑
他
の
一
例
は

次
の
と
お
り
空
蝉
か
ら
の
も
の
で
仮
定
文
で
あ
る
︒
本
用
例
の
み
が
︑

人
か
ら
実
際
に
評
せ
ら
れ
る
﹁
を
こ
な
り
﹂
で
あ
る
︒

本
意
の
人
を
尋
ね
よ
ら
む
も
︑
か
ば
か
り
逃
る
る
心
あ
め
れ
ば
︑

か
ひ
な
う
を
こ
に
こ
そ
思
は
め
と
思
す
︒
(空
蝉
巻
125
頁
)

(13
)
﹁
を
こ
な
り
﹂
に
関
連
す
る
意
識
と
し
て
﹁
咎
﹂
が
あ
る
︒
﹁
咎
﹂
か
ら

導
き
出
さ
れ
る
﹁
頑
愚
﹂
が
あ
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
︑
別
稿
に
譲

り
た
い
︒

(14
)
こ
の
場
面
で
の
女
三
の
宮
の
心
情
に
つ
い
て
は
︑
前
掲
拙
稿
で
論
じ
た
︒

汝
が
爺
に

一
二
〇


