
〔
要
旨
〕『
源
氏
物
語
』
の
解
釈
に
必
要
不
可
欠
と
思
わ
れ
る
「
練
香
」
の

薫
り
（
嗅
覚
）
に
つ
い
て
、
十
四
の
項
目
に
分
け
て
そ
の
基
礎
知
識
を
論

じ
、
そ
こ
か
ら
見
え
て
く
る
薫
り
の
特
質
や
問
題
点
に
言
及
し
た
。
最
大

の
問
題
点
は
、「
練
香
」
に
関
す
る
同
時
代
の
資
料
が
少
な
す
ぎ
る
こ
と

で
あ
る
。
た
い
て
い
は
後
世
の
資
料
を
使
っ
て
平
安
時
代
の
香
を
説
明
し

て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
そ
れ
は
室
町
時
代
以
降
に
発
展
し
た
香

道
も
同
様
で
あ
る
。
香
道
で
は
香
木
を
そ
の
ま
ま
焚
く
「
組
香
」
が
主
流

な
の
で
、
香
道
の
知
識
で
『
源
氏
物
語
』
を
解
釈
す
る
こ
と
に
は
無
理
が

あ
る
。
当
然
、「
源
氏
香
」
も
名
ば
か
り
で
、『
源
氏
物
語
』
と
は
無
縁
の

意
匠
で
あ
っ
た
。

目

次

第
一
部

一
、『
源
氏
物
語
』
の
「
薫
り
」

ね
り
こ
う

二
、「
練
香
」
の
成
立
│
平
安
時
代
の
「
香
」
│

お
い
か
ぜ

第
二
部

三
、『
源
氏
物
語
』
の
「
追
風
」
│
紫
式
部
に
よ
る
薫
り
の

み
や
び
化
│

そ
ら
だ
き
も
の

四
、『
源
氏
物
語
』
の
「
空
薫
物
」
│
贅
沢
な
貴
族
の
気
遣

い
│

が

五
、『
源
氏
物
語
』
の
「
移
り
香
」
│
感
染
す
る
薫
り
│

六
、『
源
氏
物
語
』
の
「
か
う
ば
し
」

七
、
嗅
覚
の
「
な
つ
か
し
」

第
三
部

八
、
薫
物
の
縁
語
│
籠
・
火
取
り
・
焦
が
る
・
焚
く
・
染
む

・
く
ゆ
る
│

九
、
平
中
と
本
院
侍
従
の
話
に
登
場
す
る
「
黒
方
」

十
、
土
中
に
埋
め
ら
れ
た
「
練
香
」

た
き
も
の

第
四
部

十
一
、『
源
氏
物
語
』
梅
枝
巻
の
「
薫
物
合
せ
」
│
王
者
の

『
源
氏
物
語
』
の
「
薫
り
」

│
│
平
安
時
代
の
「
練
香
」
の
基
礎
知
識
│
│

吉
海

直
人

一
九



遊
び
│

十
二
、
季
節
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第
一
部

一
、『
源
氏
物
語
』
の
「
薫
り
」

古
典
文
学
、
中
で
も
『
源
氏
物
語
』
を
深
く
読
む
た
め
に
は
、
単
に
古

典
文
法
を
会
得
す
る
だ
け
で
な
く
、
古
典
の
教
養
を
広
く
身
に
つ
け
る
こ

と
が
求
め
ら
れ
る
。
さ
ら
に
は
視
覚
以
外
の
聴
覚
・
嗅
覚
を
磨
く
こ
と
も

大
事
で
あ
る
。
こ
の
場
合
の
聴
覚
や
嗅
覚
は
、
必
ず
し
も
現
実
の
感
覚
で

は
な
く
、
物
語
の
本
文
を
読
む
上
で
の
こ
と
で
あ
る
。
物
語
の
本
文
を
読

み
な
が
ら
、
そ
こ
に
描
か
れ
て
い
る
聴
覚
情
報
や
嗅
覚
情
報
を
見
逃
さ
ず

に
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
そ
れ
だ
け
で
物
語
の
読
み
が
深
ま
る
。

こ
こ
で
は
特
に
嗅
覚
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
た
だ
し
嗅
覚
と
い
っ

て
も
、
い
い
匂
い
（
プ
ラ
ス
）
も
あ
れ
ば
い
や
な
匂
い
（
マ
イ
ナ
ス
）
も

あ
る
。『
源
氏
物
語
』
の
最
初
の
「
香
」
は
帚
木
巻
の
「
雨
夜
の
品
定
め
」

中
の
博
士
の
娘
が
服
用
し
た
「
極
熱
の
草
薬
」（
に
ん
に
く
）
で
あ
っ
た

（
桐
壺
巻
に
「
香
」
の
例
は
な
い
）。
プ
ラ
ス
の
嗅
覚
情
報
と
し
て
は
、
自

然
の
匂
い
と
し
て
の
梅
や
藤
・
橘
・
藤
袴
な
ど
の
植
物
（
花
）
が
物
語
の

ち
り
ば

中
に
鏤
め
ら
れ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
平
安
朝
貴
族
文
学
で
は
、
自
然
の
匂

い
以
上
に
人
工
の
薫
り
と
し
て
の
香
木
・
薫
物
の
方
が
ず
っ
と
重
要
で
あ

る
。「
追
風
」「
空
薫
物
」「
火
取
り
」「
移
り
香
」「
薫
物
合
せ
」
な
ど
、

『
源
氏
物
語
』
の
中
に
は
い
ろ
い
ろ
な
「
香
」
の
薫
り
が
鼻
を
く
す
ぐ
っ

て
い
る
（
間
違
い
な
く
キ
ー
ワ
ー
ド
）。

と
い
う
よ
り
『
源
氏
物
語
』
の
主
要
人
物
は
、
各
自
秘
伝
の
「
練
香
」

（
煉
香
）
を
調
合
し
、
自
分
だ
け
の
個
性
的
な
匂
い
を
創
作
し
、
そ
れ
を

ま
と

身
に
纏
っ
て
い
る
（
衣
服
や
小
道
具
に
染
み
こ
ま
せ
て
い
る
）。
光
源
氏

は
光
源
氏
だ
け
の
固
有
の
匂
い
を
発
し
て
い
る
。
だ
か
ら
そ
れ
を
聞
き
分

け
る
（
嗅
ぎ
分
け
る
）
能
力
が
あ
れ
ば
、
嗅
覚
情
報
だ
け
で
人
物
の
特
定

が
容
易
に
で
き
る
の
で
あ
る
。

例
え
ば
空
蝉
巻
で
、
光
源
氏
は
空
蝉
の
寝
所
に
忍
び
込
む
が
、
ま
ん
ま

と
逃
げ
ら
れ
て
し
ま
う
。
と
い
う
の
も
空
蝉
は
闇
の
中
で
光
源
氏
の
匂
い

を
察
知
し
た
の
で
あ
る
。
逆
に
空
蝉
の
寝
て
い
た
床
に
は
、
空
蝉
の
体
臭

う
ち
き

（
人
香
）
が
染
み
込
ん
だ
袿
が
残
っ
て
い
た
（
そ
れ
が
「
う
つ
せ
み
」（
空

っ
ぽ
）
の
正
体
）。
空
蝉
に
逃
げ
ら
れ
た
源
氏
は
、
そ
の
衣
装
を
持
ち
帰

り
、
密
か
に
匂
い
を
嗅
い
で
空
蝉
を
想
起
す
る
。
空
蝉
の
匂
い
（
汗
も
）

二
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が
し
み
込
ん
だ
衣
装
は
、
空
蝉
の
分
身
と
し
て
機
能
し
て
い
る
の
で
あ
る

ふ
と
ん

（
田
山
花
袋
の
『
蒲
団
』
が
想
起
さ
れ
る
）。

若
紫
巻
の
光
源
氏
な
ど
、
着
て
い
る
衣
装
か
ら
「
香
」
の
匂
い
が
辺
り

に
漂
っ
て
い
た
。
そ
の
光
源
氏
が
歩
く
こ
と
で
、
空
気
が
攪
乱
さ
れ
て
衣

装
の
匂
い
ま
で
拡
散
さ
れ
る
。
そ
れ
が
「
追
風
」
で
あ
る
。
そ
の
光
源
氏

が
幼
い
紫
の
上
を
抱
き
し
め
る
と
、
今
度
は
紫
の
上
の
衣
装
に
光
源
氏
の

匂
い
が
移
る
。
そ
れ
が
「
移
り
香
」
で
あ
る
。
多
く
の
場
合
、「
移
り
香
」

は
男
性
の
匂
い
が
女
性
の
衣
装
に
移
る
こ
と
を
指
す
。
そ
の
い
い
匂
い
を

紫
の
上
の
父
で
あ
る
兵
部
卿
宮
は
嗅
ぎ
取
る
が
、
光
源
氏
の
匂
い
だ
と
い

う
こ
と
ま
で
は
わ
か
ら
な
か
っ
た
。
ど
う
も
兵
部
卿
宮
は
嗅
覚
能
力
が
劣

る
よ
う
だ
が
、
も
し
す
ぐ
れ
て
い
た
ら
、
妹
の
藤
壺
と
源
氏
の
密
通
も
察

知
で
き
た
は
ず
で
あ
る
。

宇
治
十
帖
の
主
人
公
で
あ
る
薫
と
匂
宮
は
、
そ
の
名
前
か
ら
し
て
嗅
覚

を
象
徴
し
て
い
る
。
薫
は
出
生
の
秘
密
（
原
罪
）
が
背
景
に
あ
っ
て
か
、

そ
も
そ
も
体
臭
に
特
異
な
薫
り
が
含
ま
れ
て
い
た
（「
香
」
を
食
べ
て
い

た
の
か
も
し
れ
な
い
）。
だ
か
ら
薫
の
姿
が
見
え
な
く
て
も
、
匂
い
に
よ

っ
て
近
く
に
薫
が
い
る
か
ど
う
か
す
ぐ
わ
か
っ
た（
�

）。
そ
ん
な
薫
で
も
、

大
事
な
時
に
は
体
臭
だ
け
に
頼
ら
ず
、
さ
ら
に
衣
装
に
「
香
」
を
焚
き
染

め
て
い
る
。
そ
の
相
乗
効
果
は
半
端
で
は
な
か
っ
た
。

そ
の
薫
が
、
匂
宮
の
妻
と
な
っ
た
身
重
の
中
の
君
を
抱
き
し
め
る
。
す

る
と
薫
の
強
い
匂
い
が
中
の
君
に
移
る
。
も
ち
ろ
ん
中
の
君
は
衣
装
（
下

着
ま
で
）
を
取
り
替
え
る
が
、
そ
れ
で
も
薫
の
匂
い
を
消
し
去
る
こ
と
は

で
き
な
か
っ
た（
�

）。
帰
宅
し
た
匂
宮
は
、
中
の
君
か
ら
薫
の
匂
い
が
す

る
の
を
敏
感
に
嗅
ぎ
取
り
、
薫
に
抱
か
れ
た
こ
と
を
察
す
る
。
こ
の
こ
と

が
匂
宮
を
浮
舟
に
接
近
さ
せ
る
一
因
と
も
な
っ
て
い
る
。

そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
薫
を
ラ
イ
バ
ル
視
す
る
匂
宮
は
、
鍛
錬
に
よ
っ

て
調
合
の
名
手
に
な
っ
た
。
自
ら
に
薫
の
よ
う
な
体
臭
が
備
わ
っ
て
い
な

い
こ
と
に
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
を
抱
い
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
つ
い
に
匂
宮

は
、
薫
の
匂
い
ま
で
調
合
し
て
出
せ
る
よ
う
に
な
る
。
そ
も
そ
も
嗅
覚
と

い
う
の
は
、
視
覚
が
使
え
な
い
闇
夜
（
月
夜
）
に
力
を
発
揮
す
る
。
そ
の

場
合
、
声
（
聴
覚
）
や
匂
い
（
嗅
覚
）
に
よ
っ
て
相
手
が
誰
だ
か
判
断
す

る
し
か
な
い
。
そ
の
際
、
相
手
の
匂
い
を
作
り
出
せ
た
ら
、
い
と
も
簡
単

に
相
手
に
な
り
す
ま
す
こ
と
が
で
き
る
。

夜
中
に
、
匂
宮
が
薫
の
匂
い
を
身
に
纏
っ
て
浮
舟
に
接
近
し
た
ら
ど
う

な
る
だ
ろ
う
か
。
匂
宮
は
薫
の
物
真
似
ま
で
で
き
る
の
で
、
鼻
の
利
か
な

い
女
房
た
ち
な
ど
簡
単
に
だ
ま
さ
れ
て
し
ま
う
。
と
い
う
こ
と
で
、
匂
宮

は
ま
ん
ま
と
浮
舟
の
寝
所
に
侵
入
す
る
こ
と
が
で
き
た（
�

）。
宇
治
十
帖

に
は
、
物
語
展
開
に
巧
妙
に
嗅
覚
が
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
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要
す
る
に
続
編
は
、「
嗅
覚
の
物
語
」
だ
っ
た
の
だ
。
こ
の
こ
と
に
気
付

く
だ
け
で
、
物
語
の
面
白
さ
は
た
ち
ま
ち
倍
増
す
る
。

ね
り
こ
う

二
、「
練
香
」
の
成
立
│
平
安
時
代
の
「
香
」
│

現
在
「
香
道
」
と
い
う
芸
道
が
確
立
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
室
町
時
代

後
期
か
ら
始
ま
っ
た
も
の
で
、
平
安
時
代
に
「
香
道
」
と
い
う
言
葉
は
な

か
っ
た
し
、「
組
香
・
聞
香
」
な
ど
も
存
在
し
て
い
な
か
っ
た
。
要
す
る

に
『
源
氏
物
語
』
の
読
み
に
、
香
道
は
通
用
し
な
い
の
で
あ
る
。
有
名
な

「
源
氏
香
」
に
し
て
も
、「
源
氏
」
と
冠
さ
れ
て
は
い
て
も
室
町
時
代
後
期

以
降
の
産
物
で
し
か
な
か
っ
た（
�

）。

平
安
時
代
の
薫
物
の
主
流
は
「
練
香
」（
煉
香
）
で
あ
る
か
ら
、
ま
ず

そ
の
歴
史
を
簡
単
に
た
ど
っ
て
み
た
い
。
も
ち
ろ
ん
「
香
」
は
、
平
安
時

代
よ
り
ず
っ
と
前
に
日
本
に
伝
来
し
て
い
た
。
飛
鳥
時
代
（
六
世
紀
）
に

は
、
仏
に
供
え
る
供
香
と
し
て
、
仏
教
と
と
も
に
伝
来
し
た
と
さ
れ
て
い

る
。
資
料
的
に
は
『
日
本
書
紀
』
推
古
三
年
（
五
九
五
年
）
四
月
条
に
、

ぢ

む

よ

ひ
と
う
だ
き

沈
水
、
淡
路
島
に
漂
着
れ
り
。
其
の
大
き
さ
一
囲
な
り
。
島
人
、
沈

か

水
と
い
う
こ
と
を
知
ら
ず
し
て
、
薪
に
交
て
て
竈
に
焼
く
。
そ
の

け
ぶ
り

け

た
て
ま
つ

烟
気
遠
く
薫
る
。
則
ち
異
な
り
と
し
て
献
る
。

（
５３３
頁
）

と
出
て
い
る
。
漂
着
し
た
沈
香
の
流
木
を
燃
や
し
た
と
こ
ろ
、
煙
が
と
て

も
芳
し
か
っ
た
の
で
、
朝
廷
に
献
上
し
た
と
あ
る（
�

）。「
沈
」
と
い
う
の

は
水
に
沈
む
木
と
い
う
意
味
で
、
香
木
の
名
称
に
も
な
っ
て
い
る
。
初
め

て
「
香
」
が
焚
か
れ
た
の
は
、
同
じ
く
『
日
本
書
紀
』
皇
極
元
年
（
六
四

二
年
）
六
月
条
の
、

こ
う
ろ

こ
り
た

時
に
、
蘇
我
大
臣
、
手
づ
か
ら
香
鑪
を
執
り
、
焼
香
き
て
発
願
す
。

（
６５
頁
）

で
あ
る
。
こ
れ
は
や
は
り
仏
教
の
供
香
だ
っ
た
（
葬
儀
の
「
焼
香
」
も
そ

の
一
種
）。

「
香
」
の
原
料
で
あ
る
沈
香
・
白
檀
・
丁
子
な
ど
の
天
然
香
木
は
、
外

国
産
で
非
常
に
高
価
だ
っ
た
の
で
、
裕
福
な
貴
族
だ
け
の
嗜
み
だ
っ
た

（
麝
香
は
香
木
で
は
な
い
）。
平
安
時
代
は
「
練
香
」
が
一
般
的
だ
が
、
そ

れ
は
奈
良
時
代
（
七
五
四
年
）
に
日
本
に
や
っ
て
き
た
鑑
真
一
行
に
よ
っ

て
、
薫
物
の
製
法
や
配
合
技
術
が
も
た
ら
さ
れ
て
か
ら
だ
と
さ
れ
て
い

る
。
要
す
る
に
日
本
の
「
練
香
」（
煉
香
）
は
、
鑑
真
か
ら
伝
え
ら
れ
た

も
の
だ
っ
た
の
だ
。

ま
た
平
安
時
代
に
は
、
高
価
な
香
木
の
輸
入
が
盛
ん
に
行
わ
れ
た
。
平

き
ん
た
だ

安
前
中
期
頃
、
藤
原
冬
嗣
や
源
公
忠
ら
に
よ
っ
て
、
梅
花
（
春
）・
荷
葉

（
夏
）・
菊
香
（
秋
）・
落
葉
（
冬
）・
侍
従
（
秋
冬
）・
黒
方
（
冬
も
し
く

は
無
季
）
と
い
う
季
節
ご
と
の
「
香
」
が
考
案
さ
れ
た
こ
と
で
、
い
わ
ゆ

二
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る
六
種
香
が
成
立
し
た
。
そ
の
た
め
冬
嗣
を
「
練
香
」
の
創
始
者
と
す
る

説
も
あ
る
。
こ
れ
を
基
本
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
数
十
種
類
の
香
木
か
ら
独

自
に
調
合
す
る
こ
と
で
、
自
分
だ
け
の
特
別
の
配
合
を
作
り
出
し
た
。
具

か
な
う
す

体
的
に
は
、
香
木
を
鉄
臼
で
粉
末
に
し
（
抹
香
）、
そ
れ
ら
を
微
妙
に
配

あ
ま
づ
ら

合
し
、
蜂
蜜
や
梅
肉
・
甘
葛
な
ど
で
練
り
固
め
て
作
る
。
配
合
に
は
家
の

秘
伝
も
生
じ
た
。
そ
の
配
合
は
、
範
兼
著
と
さ
れ
る
『
薫
集
類
抄
』（
十

二
世
紀
中
頃
成
立
）
の
中
に
記
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
『
源
氏
物
語
』
の

成
立
か
ら
百
五
十
年
以
上
経
過
し
て
い
る
の
で
、
果
た
し
て
ど
こ
ま
で
遡

れ
る
の
か
は
疑
問
で
あ
る
。
な
に
し
ろ
『
源
氏
物
語
』
は
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン

な
の
だ
か
ら
、『
源
氏
物
語
』
に
書
い
て
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
れ
を

証
拠
資
料
と
す
る
こ
と
は
難
し
い
。

こ
う
し
て
作
っ
た
「
練
香
」
を
、
炭
火
で
く
ゆ
ら
せ
る
こ
と
で
「
香
」

を
焚
い
た
。
そ
の
焚
き
方
は
、
線
香
の
よ
う
に
直
接
火
を
付
け
る
の
で
は

な
く
、
香
炉
に
灰
を
入
れ
、
そ
の
灰
に
埋
め
た
炭
火
の
熱
で
間
接
的
に
焚

い
た
。
だ
か
ら
焦
げ
た
り
白
煙
が
も
く
も
く
出
た
り
す
る
こ
と
は
な
い
。

水
蒸
気
の
よ
う
な
も
の
が
出
て
、
そ
こ
か
ら
あ
た
り
に
い
い
薫
り
が
漂

う
。「
香
」
の
効
用
と
し
て
は
、
最
初
は
邪
気
を
払
っ
た
り
浄
め
た
り
す

る
宗
教
の
小
道
具
と
し
て
用
い
ら
れ
た
。
そ
の
後
、
仏
教
と
は
別
に
、
心

く
つ
ろ

を
寛
が
せ
る
薬
用
効
果
（
ア
ロ
マ
セ
ラ
ピ
ー
）、
あ
る
い
は
西
洋
の
香
水

と
同
じ
く
体
臭
な
ど
の
生
活
臭
を
隠
す
役
割
も
担
っ
た
（
西
洋
と
の
違
い

は
湿
度
の
違
い
と
い
わ
れ
て
い
る
）。
そ
れ
以
上
に
、
貴
族
た
ち
は
積
極

的
に
「
香
」
を
部
屋
や
衣
装
や
髪
に
焚
き
染
め
る
こ
と
で
、
嗅
覚
的
な
美

を
追
求
し
て
い
っ
た
。

衣
装
に
焚
き
染
め
る
や
り
方
は
、
伏
籠
の
中
に
「
火
取
り
」（
香
炉
）

か
ぶ

を
入
れ
、
伏
籠
の
上
に
衣
装
を
被
せ
て
「
香
」
を
焚
き
こ
め
た
。
そ
れ
を

く
の
え
こ
う

「
薫
衣
香
」
と
称
し
て
い
る
。
髪
に
「
香
」
を
付
け
る
場
合
は
、「
香
枕
」

と
い
う
枕
の
中
に
香
炉
を
入
れ
、
そ
れ
に
頭
を
載
せ
る
こ
と
で
髪
の
毛
に

そ
ら
だ
き
も
の

芳
香
を
焚
き
こ
め
た
。
ま
た
「
空
薫
物
」
と
は
、
誰
も
い
な
い
部
屋
の
中

で
「
香
」
を
焚
き
、
ど
こ
か
ら
と
も
な
く
い
い
薫
り
が
漂
っ
て
く
る
よ
う

に
し
て
、
来
客
を
も
て
な
す
こ
と
で
あ
る
。『
枕
草
子
』
一
九
〇
段
「
心

に
く
き
も
の
」
に
も
、「
薫
物
の
香
、
い
と
心
に
く
し
」（
３３２
頁
）
と
あ

る
。
贅
沢
な
貴
族
文
化
だ
と
い
え
る
。

当
初
、
仏
教
と
一
緒
に
日
本
に
伝
来
し
た
「
香
」
は
、
い
つ
し
か
仏
教

か
ら
離
れ
、
平
安
貴
族
の
生
活
に
浸
透
す
る
間
に
、「
練
香
」
と
し
て
独

自
の
進
化
を
遂
げ
て
い
っ
た
。
貴
族
の
間
で
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
と
な
っ
た
こ

と
で
、『
枕
草
子
』
や
『
源
氏
物
語
』
に
お
い
て
、
生
活
描
写
の
中
に
自

然
に
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
が
鎌
倉
時
代
以
降
、

武
家
の
世
の
中
に
な
る
と
「
練
香
」
は
廃
れ
、
香
木
そ
の
も
の
の
「
香
」

二
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が
好
ま
れ
る
よ
う
に
な
る（
�

）。
そ
れ
が
香
道
へ
と
発
展
し
て
い
っ
た
。

な
お
現
在
、
四
月
十
八
日
が
「
お
香
の
日
」
に
制
定
さ
れ
て
い
る
。
こ

れ
は
『
日
本
書
紀
』
の
最
初
の
記
事
が
四
月
だ
っ
た
こ
と
、
そ
れ
に

「
香
」
の
字
を
分
解
す
る
と
「
十
＋
八
＋
日
」（
最
初
の
「
ノ
」
は
無

視
？
）
と
な
る
こ
と
か
ら
決
ま
っ
た
そ
う
で
あ
る
。

第
二
部

三
、『
源
氏
物
語
』
の
「
追
風
」

│
紫
式
部
に
よ
る
薫
り
の
み
や
び
化
│

第
二
部
で
は
薫
物
の
キ
ー
ワ
ー
ド
に
つ
い
て
と
り
あ
げ
て
み
た
い
。
ま

ず
「
追
風
」
に
つ
い
て
、
こ
れ
に
は
三
段
階
の
意
味
の
変
遷
が
あ
っ
た
。

原
初
的
な
意
味
と
し
て
、『
古
事
記
』
や
『
日
本
書
紀
』
な
ど
で
は
、
海

上
の
帆
船
を
前
へ
進
め
る
順
風
の
こ
と
と
し
て
記
さ
れ
て
い
る
（『
万
葉

集
』
に
用
例
は
な
い
）。
帆
船
に
は
必
須
の
実
用
的
な
風
の
意
味
だ
っ
た

の
だ
。

平
安
時
代
に
な
っ
て
も
同
様
で
、『
竹
取
物
語
』
の
用
例
、

船
に
乗
り
て
、
追
風
吹
き
て
、
四
百
余
日
に
な
む
、
ま
う
で
来
に

し
。

（
３３
頁
）

は
、
上
代
と
同
じ
く
順
風
の
意
味
で
使
わ
れ
て
い
た
。『
土
佐
日
記
』
に

も
、

追
風
の
吹
き
ぬ
る
と
き
は
行
く
船
の
帆
手
う
ち
て
こ
そ
う
れ
し
か
り

け
れ

（
３９
頁
）

と
詠
じ
ら
れ
て
お
り
、
船
旅
に
お
け
る
「
追
風
」
の
あ
り
が
た
さ
が
歌
わ

れ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
平
安
京
周
辺
に
海
は
な
い
が
、『
源
氏
物
語
』
須

磨
巻
で
は
光
源
氏
が
船
で
須
磨
に
下
向
し
て
い
る
の
で
、

御
舟
に
乗
り
た
ま
ひ
ぬ
。
日
長
き
こ
ろ
な
れ
ば
、
追
風
さ
へ
添
ひ

て
、
ま
だ
申
の
刻
ば
か
り
に
、
か
の
浦
に
着
き
た
ま
ひ
ぬ
。（
１８６
頁
）

と
用
い
ら
れ
て
い
る
。
船
で
移
動
す
る
際
に
「
追
風
」
が
吹
く
と
、
か
な

り
早
く
目
的
地
に
到
着
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

そ
れ
に
対
し
て
『
伊
勢
集
』
に
は
、

追
風
の
わ
が
宿
に
だ
に
吹
き
来
ず
は
ゐ
な
が
ら
空
の
花
を
見
ま
し
や

（
一
一
二
番
）

と
い
う
歌
が
あ
る
。
外
か
ら
家
に
向
か
っ
て
吹
い
て
く
る
風
が
、
梅
の
花

び
ら
と
薫
り
を
運
ん
で
く
る
と
い
う
の
だ
か
ら
、
用
法
が
上
代
と
は
大
き

く
様
変
わ
り
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
（
誤
用
と
も
い
え
る
）。
こ
こ
で

「
追
風
」
に
、
初
め
て
嗅
覚
的
要
素
が
付
加
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
ま
た

『
恵
慶
法
師
集
』
の
、

二
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追
風
の
こ
し
げ
き
梅
の
原
行
け
ば
妹
が
袂
の
移
り
香
ぞ
す
る

（
二
一
〇
番
）

も
あ
げ
ら
れ
る
。『
万
葉
集
』
で
ほ
と
ん
ど
問
題
に
さ
れ
て
い
な
か
っ
た

「
香
り
」
が
、
平
安
時
代
に
な
っ
て
よ
う
や
く
重
要
な
モ
チ
ー
フ
と
し
て

歌
に
詠
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
ま
だ
梅
を
中
心
と

し
た
自
然
の
花
が
主
流
で
、
人
工
的
な
「
香
」
は
登
場
し
て
い
な
い
。

そ
れ
が
『
源
氏
物
語
』
に
な
る
と
、
一
気
に
盛
り
上
が
っ
て
い
る
。
た

と
え
ば
若
紫
巻
に
、

君
の
御
追
風
い
と
こ
と
な
れ
ば
、
内
の
人
々
も
心
づ
か
ひ
す
べ
か
め

り
。

（
２１１
頁
）

と
あ
っ
て
、
光
源
氏
の
衣
装
に
焚
き
染
め
ら
れ
た
「
香
」
が
、
光
源
氏
が

歩
く
わ
ず
か
な
空
気
の
動
き
に
よ
っ
て
、
あ
た
り
に
い
い
薫
り
を
漂
わ
せ

る
と
い
う
み
や
び
な
も
の
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
な
ど
『
伊
勢

集
』
か
ら
さ
ら
に
進
化
し
た
新
し
い
用
法
な
の
で
、
当
時
の
読
者
も
驚
い

た
こ
と
だ
ろ
う
。
と
い
う
こ
と
で
、『
源
氏
物
語
』
の
特
殊
表
現
、
あ
る

い
は
紫
式
部
が
「
追
風
」
に
新
た
な
意
味
・
用
法
を
付
与
し
た
と
い
っ
て

も
過
言
で
は
あ
る
ま
い
。

そ
れ
に
敏
感
に
反
応
し
た
の
が
『
徒
然
草
』
だ
っ
た
。
四
十
四
段
に
、

寝
殿
よ
り
御
堂
の
廊
に
か
よ
ふ
女
房
の
追
風
用
意
な
ど
、
人
目
な
き

山
里
と
も
い
は
ず
、
心
づ
か
ひ
し
た
り
。

（
１１６
頁
）

と
、「
追
風
用
意
」
と
い
う
言
葉
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
あ
り
き
た
り
の

言
葉
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、『
徒
然
草
』
以
外
に
用
例

が
認
め
ら
れ
な
い
の
で
、
こ
れ
は
兼
好
法
師
が
『
源
氏
物
語
』
か
ら
考
案

し
た
造
語
だ
と
考
え
た
い
。
来
客
が
あ
る
時
だ
け
で
は
な
く
、「
人
目
な

き
山
里
」
で
も
そ
う
し
て
用
意
し
て
い
る
こ
と
が
嗜
み
と
し
て
評
価
さ
れ

て
い
る
。「
追
風
」
の
効
果
を
知
っ
た
上
で
、
普
段
か
ら
衣
装
に
「
香
」

を
焚
き
染
め
て
い
た
こ
と
が
察
せ
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、

夜
寒
の
風
に
さ
そ
は
れ
く
る
空
だ
き
も
の
の
匂
ひ
も
、
身
に
し
む
心

地
す
。

（
１１６
頁
）

と
あ
っ
て
、
若
紫
巻
を
踏
ま
え
て
描
か
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る（
�

）。

『
源
氏
物
語
』
に
は
こ
う
い
っ
た
嗅
覚
に
か
か
わ
る
、
し
か
も
人
工
的

な
「
追
風
」
が
七
例
も
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
、
積
極
的
に
嗅
覚
を
物
語

展
開
に
取
り
込
ん
で
い
る
と
い
え
る
。
こ
う
し
て
「
追
風
」
は
、
自
然
の

順
風
か
ら
『
源
氏
物
語
』
に
お
い
て
人
工
的
な
み
や
び
へ
と
変
身
・
昇
華

し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
と
同
時
に
、
人
工
的
な
「
香
」
が
文
学
に
描
か

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

二
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そ
ら
だ
き
も
の

四
、『
源
氏
物
語
』
の
「
空
薫
物
」

│
贅
沢
な
貴
族
の
気
遣
い
│

『
徒
然
草
』
に
「
空
薫
物
」
が
出
て
い
た
が
、
こ
れ
は
『
う
つ
ほ
物
語
』

国
譲
中
巻
に
、

例
の
空
薫
物
な
ど
し
て
参
り
た
ま
ふ
。

（
１８４
頁
）

と
あ
る
の
が
初
出
と
さ
れ
て
い
る
（
上
代
に
用
例
は
認
め
ら
れ
な
い
）。

そ
の
意
味
を
『
日
本
国
語
大
辞
典
』
で
調
べ
て
み
る
と
、

来
客
の
と
き
な
ど
に
、
ど
こ
か
ら
と
も
な
く
匂
っ
て
く
る
よ
う
に
た

く
香
。

と
解
説
し
て
あ
る
。
こ
こ
は
忠
こ
そ
を
招
い
た
仲
忠
が
、「
空
薫
物
」
を

し
て
接
待
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。『
枕
草
子
』
四
十
三
段
「
に
げ
な

き
も
の
」
に
も
、「
空
薫
物
に
し
み
た
る
几
帳
」（
１０１
頁
）
と
出
て
い
る
。

い
つ
も
「
香
」
を
焚
い
て
い
る
と
、
調
度
品
に
も
「
香
」
の
薫
り
が
染
み

付
く
の
で
あ
る
。

『
源
氏
物
語
』
若
紫
巻
に
も
、

そ
ら
だ
き
も
の
心
に
く
く
か
を
り
出
で
、
名
香
の
香
な
ど
匂
ひ
満
ち

た
る
に
、

（
２１１
頁
）

と
あ
っ
た
。
ま
た
蛍
巻
に
も
同
様
に
、

い
と
い
た
う
心
し
て
、
そ
ら
だ
き
も
の
心
に
く
き
ほ
ど
に
匂
は
し

て
、

（
１９８
頁
）

と
、
源
氏
が
玉
蔓
の
部
屋
の
「
空
薫
物
」
を
演
出
し
て
い
る
。
注
目
し
た

い
の
は
、
蛍
巻
に
も
若
紫
巻
同
様
、「
心
に
く
き
」
と
あ
る
こ
と
だ
。『
枕

草
子
』
一
九
〇
段
「
心
に
く
き
も
の
」
に
も
、「
薫
物
の
香
、
い
と
心
に

く
し
」（
３３２
頁
）
と
あ
っ
た
。
ど
う
や
ら
「
心
に
く
し
」
は
、「
空
薫
物
」

「
薫
物
」
と
も
深
く
関
わ
る
用
語
の
よ
う
で
あ
る
。

「
空
薫
物
」
の
例
は
『
栄
花
物
語
』
に
も
認
め
ら
れ
る
。
か
が
や
く
藤

壺
巻
で
は
一
条
帝
が
彰
子
の
い
る
藤
壺
へ
い
ら
っ
し
ゃ
っ
た
と
こ
ろ
、

こ
の
御
方
の
匂
ひ
は
、
た
だ
今
あ
る
そ
ら
薫
物
な
ら
ね
ば
、
も
し
は

何
く
れ
の
香
の
香
に
こ
そ
あ
ん
な
れ
、
な
ん
と
も
か
か
え
ず
、
何
と

も
な
く
し
み
薫
ら
せ
、
渡
ら
せ
た
ま
ひ
て
の
御
移
り
香
は
他
御
方
々

に
似
ず
思
さ
れ
け
り
。

（
３０５
頁
）

と
「
空
薫
物
」
が
匂
っ
て
お
り
、
そ
の
薫
り
が
帝
の
衣
装
に
「
移
り
香
」

と
し
て
染
み
て
い
る
。
わ
ざ
わ
ざ
「
薫
衣
香
」
を
使
わ
な
く
て
も
、「
空

薫
物
」
で
も
衣
装
に
「
香
」
を
焚
き
染
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
。

一
方
、『
源
氏
物
語
』
花
宴
巻
に
は
、

そ
ら
だ
き
も
の
い
と
け
ぶ
た
う
く
ゆ
り
て
、
衣
の
音
な
ど
い
と
は
な

や
か
に
ふ
る
ま
ひ
な
し
て
、
心
に
く
く
奥
ま
り
た
る
け
は
ひ
は
立
ち

二
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お
く
れ
、

（
３６５
頁
）

と
あ
っ
て
、
過
剰
に
く
ゆ
ら
せ
て
い
る
右
大
臣
家
の
「
空
薫
物
」
は
、
か

え
っ
て
無
風
流
に
思
わ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
女
三
宮
も
同
様
で
、
出
家
し

た
女
三
の
宮
の
持
仏
開
眼
供
養
の
折
、

火
取
り
ど
も
あ
ま
た
し
て
、
け
ぶ
た
き
ま
で
あ
ふ
ぎ
散
ら
せ
ば
、

（
梅
枝
巻
３７５
頁
）

と
や
は
り
過
剰
に
焚
か
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
つ
い
て
光
源
氏
は
、

空
に
焚
く
は
、
い
づ
く
の
煙
ぞ
と
思
ひ
わ
か
れ
ぬ
こ
そ
よ
け
れ
、
富

士
の
峰
よ
り
も
け
に
く
ゆ
り
満
ち
出
で
た
る
は
、
本
意
な
き
わ
ざ
な

り
。

（
３７５
頁
）

と
批
判
し
て
い
る
（
過
ぎ
た
る
は
猶
及
ば
ざ
る
が
如
し
）。
金
に
あ
か
せ

て
大
量
に
焚
け
ば
い
い
と
い
う
も
の
で
は
な
く
、「
心
に
く
」
く
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
の
だ
。
こ
こ
に
出
て
い
る
「
く
ゆ
る
」
も
薫
物
に
縁
の
あ
る

言
葉
で
あ
る
。『
栄
花
物
語
』
歌
合
巻
で
は
、
藤
原
頼
通
が
彰
子
（
女
院
）

一
行
を
接
待
し
て
い
る
が
、

殿
、
内
よ
り
御
火
取
持
ち
て
お
は
し
ま
し
て
、
空
薫
物
せ
さ
せ
た
ま

ひ
て
、
添
ひ
お
は
し
ま
す
。

（
２４０
頁
）

に
し
て
も
、
露
骨
す
ぎ
て
も
は
や
「
空
薫
物
」
と
は
い
え
そ
う
も
な
い
。

以
上
の
よ
う
に
、
平
安
文
学
に
お
け
る
「
空
薫
物
」
は
、
単
に
経
済
力

の
豊
か
さ
を
見
せ
つ
け
る
だ
け
で
は
な
く
、
焚
く
側
の
教
養
や
高
尚
さ
が

問
わ
れ
る
「
心
に
く
」
い
も
の
だ
っ
た
の
だ
。
ま
さ
に
み
や
び
の
世
界
を

具
現
す
る
小
道
具
だ
と
い
え
る
。
必
然
的
に
そ
れ
を
嗅
ぐ
側
の
能
力
も
試

さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

五
、『
源
氏
物
語
』
の
「
移
り
香
」
│
感
染
す
る
薫
り
│

次
に
「
移
り
香
」
に
つ
い
て
見
て
み
た
い
。
こ
れ
は
衣
装
に
焚
き
染
め

ら
れ
た
「
香
」
の
匂
い
が
、
誰
か
と
接
触
す
る
こ
と
で
相
手
の
衣
装
に
移

る
（
感
染
す
る
）
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
人
と
人
と
が
直
接
接
触
す
る
の

で
、
大
抵
は
男
女
の
交
わ
り
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
官

能
的
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
も
内
包
し
て
い
る
。

「
移
り
香
」
の
初
出
は
『
古
今
集
』
で
、
上
代
の
『
万
葉
集
』
に
は
出

て
い
な
い
。
や
は
り
「
練
香
」
が
普
及
し
、「
薫
衣
香
」
が
一
般
化
し
た

後
で
な
い
と
出
て
こ
な
い
の
だ
ろ
う
。
た
だ
し
『
古
今
集
』
で
は
、
紀
友

則
と
友
人
（
男
同
士
）
の
間
で
交
わ
さ
れ
て
い
る
。

蝉
の
羽
に
夜
の
衣
は
う
す
け
れ
ど
移
り
香
こ
く
も
に
ほ
ひ
ぬ
る
か
な

（
八
七
六
番
）

こ
れ
は
男
女
の
仲
の
よ
う
に
、
あ
な
た
の
貸
し
て
く
れ
た
夜
着
の
「
移

り
香
」
が
濃
か
っ
た
の
で
、
私
の
衣
装
に
も
い
い
薫
り
が
匂
っ
て
い
ま
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す
、
と
見
立
て
て
遊
ん
で
い
る
（
疑
似
恋
愛
）。
留
意
す
べ
き
は
、『
古
今

集
』
に
も
こ
の
一
例
し
か
な
く
、
そ
の
後
も
ほ
と
ん
ど
用
い
ら
れ
て
い
な

い
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
が
『
源
氏
物
語
』
で
は
突
然
十
五
例
も
使
わ
れ
て

い
る
。
と
い
う
こ
と
で
、
現
在
の
「
移
り
香
」
の
イ
メ
ー
ジ
は
、『
源
氏

物
語
』
に
よ
っ
て
恋
物
語
の
小
道
具
と
し
て
醸
成
さ
れ
た
と
い
え
そ
う

だ（
�

）。
例
え
ば
若
紫
巻
で
は
、
光
源
氏
に
抱
か
れ
た
こ
と
で
、
紫
の
上
の
衣
装

に
光
源
氏
の
「
移
り
香
」
が
染
み
て
い
た
。
ま
た
光
源
氏
が
斎
宮
女
御
と

対
面
し
た
際
に
座
っ
た
敷
物
に
も
「
移
り
香
」
が
染
み
て
お
り
、
そ
れ
を

女
房
達
は
、

こ
の
御
褥
の
移
り
香
、
言
ひ
知
ら
ぬ
も
の
か
な
。
（
薄
雲
巻
４６３
頁
）

と
賛
美
し
て
い
る
。
こ
れ
が
感
染
す
る
「
移
り
香
」
で
あ
る
。
続
編
の
主

人
公
で
あ
る
薫
の
「
移
り
香
」
は
強
烈
な
も
の
で
、
薫
に
抱
か
れ
た
宇
治

の
大
君
が
妹
中
の
君
の
寝
所
に
戻
っ
て
く
る
と
、
大
君
の
体
か
ら
は
、

と
こ
ろ
せ
き
御
移
り
香
の
ま
ぎ
る
べ
く
も
あ
ら
ず
く
ゆ
り
か
を
る
。

（
総
角
巻
２４１
頁
）

と
、
薫
の
「
移
り
香
」
が
薫
っ
て
く
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
中
の
君
は
、
大

君
が
薫
に
抱
か
れ
た
こ
と
を
想
像
す
る
。

こ
う
し
て
見
る
と
、
男
性
は
お
目
当
て
の
女
性
に
逢
い
に
行
く
際
に
、

衣
装
に
「
香
」
を
焚
き
染
め
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
た
だ
し
真
木
柱
巻

の
髭
黒
大
将
な
ど
、
や
っ
と
手
に
入
れ
た
玉
鬘
に
逢
う
た
め
の
準
備
は
自

分
で
や
っ
て
お
ら
ず
、
北
の
方
に
や
ら
せ
て
い
た
。

御
火
取
り
召
し
て
、
い
よ
い
よ
た
き
し
め
さ
せ
た
て
ま
つ
り
た
ま

ふ
。

（
３６４
頁
）

そ
の
た
め
嫉
妬
に
狂
っ
た
北
の
方
は
、
そ
の
「
火
取
り
」
の
灰
を
髭
黒

の
頭
か
ら
か
け
て
し
ま
う
。
こ
れ
な
ど
は
滑
稽
な
例
と
い
え
よ
う
。

も
ち
ろ
ん
女
性
の
衣
装
に
も
「
香
」
は
焚
き
染
め
ら
れ
て
い
る
。
常
夏

巻
の
近
江
の
君
の
場
合
、

い
と
あ
ま
え
た
る
薫
物
の
香
を
、
か
へ
す
が
へ
す
た
き
し
め
ゐ
た
ま

へ
り
。

（
２５１
頁
）

け
な

と
あ
る
。
と
こ
ろ
で
こ
れ
は
褒
め
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
、
貶
し
て
い
る
の

だ
ろ
う
か
。
決
め
手
は
「
あ
ま
え
た
る
」
で
あ
る
。「
練
香
」
は
粉
に
し

た
「
香
」
を
蜂
蜜
な
ど
で
練
っ
て
丸
め
た
も
の
で
あ
る
。
蜂
蜜
の
量
が
多

い
と
甘
く
な
る
。
た
だ
し
そ
れ
は
下
品
な
薫
り
と
さ
れ
て
お
り
、
近
江
の

君
は
貶
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
に
対
し
て
鈴
虫
巻
で
光
源
氏
の

用
意
し
た
「
香
」
は
、

荷
葉
の
方
を
合
は
せ
た
る
名
香
、
蜜
を
か
く
し
ほ
ほ
ろ
げ
て
焚
き
匂

は
し
た
る
、

（
３７４
頁
）
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と
、
蜜
を
少
な
め
に
し
た
上
品
な
も
の
で
あ
っ
た
。「
ほ
ほ
ろ
ぐ
」
は
ば

ら
ば
ら
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。

『
源
氏
物
語
』
の
「
移
り
香
」
は
、
登
場
人
物
の
嗅
覚
能
力
や
調
合
能

力
が
試
さ
れ
る
だ
け
で
な
く
、
男
女
間
の
悲
喜
劇
の
小
道
具
と
し
て
も
機

能
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
読
者
の
教
養
も
こ
っ
そ
り
試
さ
れ
て

い
た
。

六
、『
源
氏
物
語
』
の
「
か
う
ば
し
」

せ
ん
だ
ん

「
栴
檀
は
二
葉
よ
り
か
ん
ば
し
」
と
い
う
こ
と
わ
ざ
が
あ
る
。
こ
の

「
か
ん
ば
し
」
は
「
か
う
ば
し
」
が
撥
音
便
化
し
た
も
の
で
あ
る
。
漢
字

で
は
「
香
ば
し
」「
芳
ば
し
」
の
字
を
当
て
て
い
る
。
そ
の
出
発
点
は

「
か
ぐ
は
し
」
だ
と
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
『
万
葉
集
』
に
、

・
ほ
と
と
ぎ
す
来
鳴
く
五
月
に
咲
き
に
ほ
ふ
花
橘
の
か
ぐ
は
し
き

（
四
一
六
九
番
）

・
梅
の
花
香
を
か
ぐ
は
し
み
遠
け
ど
も
心
も
し
の
に
君
を
し
ぞ
思
ふ

（
四
五
〇
〇
番
）

な
ど
、
芳
香
の
あ
る
橘
と
梅
の
花
が
「
か
ぐ
は
し
」
で
形
容
さ
れ
て
い

た
。と

こ
ろ
が
神
楽
歌
に
、

榊
葉
の
香
を
か
ぐ
は
し
み
と
め
来
れ
ば
八
十
氏
人
ぞ
円
居
せ
り
け
る

（
拾
遺
集
一
七
五
八
番
）

と
あ
っ
て
、「
榊
」
も
「
か
ぐ
は
し
」
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら

「
榊
」（
真
榊
）
に
は
ほ
と
ん
ど
香
り
が
な
い
。
そ
の
た
め
こ
の
「
榊
」
は

し
き
み

「

」（
樒
）
の
こ
と
か
と
さ
れ
て
い
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
上
代
の
「
か

ぐ
は
し
」
の
用
例
は
す
べ
て
植
物
の
薫
り
で
あ
っ
て
、
加
工
さ
れ
た

「
香
」
の
例
は
な
い
。

平
安
時
代
に
な
る
と
「
か
ぐ
は
し
」
が
減
少
し
、
代
わ
っ
て
そ
れ
が
ウ

音
便
化
し
た
「
か
う
ば
し
」
が
浮
上
す
る
中
で
、「
香
」
の
用
例
が
た
く

さ
ん
出
て
く
る
。
も
ち
ろ
ん
「
か
ぐ
は
し
」
に
し
て
も
『
う
つ
ほ
物
語
』

国
譲
中
巻
に
、

蓬
莱
の
山
の
下
の
亀
の
腹
に
は
、
香
ぐ
は
し
き
裛
衣
を
入
れ
た
り
。

（
１５６
頁
）

え
い
こ
う

な
ど
と
あ
る
。
こ
の
「
裛
衣
」
は
「
裛
衣
香
」（
原
料
は
栴
檀
）
と
い
う

「
香
」
で
あ
る
。
そ
れ
と
並
行
し
て
『
大
和
物
語
』
九
一
段
に
、

色
な
ど
も
い
と
き
よ
ら
な
る
扇
の
、
香
な
ど
も
い
と
か
う
ば
し
う
て

お
こ
せ
た
り
。

（
３１４
頁
）

と
あ
る
の
を
は
じ
め
と
し
て
、『
枕
草
子
』「
心
と
き
め
き
す
る
も
の
」
に

も
、
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よ
き
薫
物
た
き
て
、
一
人
臥
し
た
る
。〈
中
略
〉
香
ば
し
う
し
み
た

る
衣
な
ど
着
た
る
。

（
６９
頁
）

と
「
か
う
ば
し
」
の
例
が
見
ら
れ
る
。

『
源
氏
物
語
』
な
ど
「
か
う
ば
し
」
の
用
例
が
二
十
六
例
も
用
い
ら
れ

て
い
る
。
し
か
も
、

く
の
え
か
う

・
昔
の
薫
衣
香
の
い
と
か
う
ば
し
き
一
壺
具
し
て
た
ま
ふ
。

（
蓬
生
巻
３４１
頁
）

し
き
み

・
名
香
の
い
と
か
う
ば
し
く
匂
ひ
て
、
樒
の
い
と
は
な
や
か
に
薫
れ
る

け
は
ひ
も
、

（
総
角
巻
２３６
頁
）

な
ど
と
香
の
「
か
う
ば
し
」
さ
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
た
り
、
ま
た
衣

装
に
焚
き
染
め
ら
れ
た
、

う
は
ぎ

ふ
る
き

か
は
ぎ
ぬ

・
表
着
に
は
黒
貂
の
皮
衣
、
い
と
き
よ
ら
に
か
う
ば
し
き
を
着
た
ま
へ

り
。

（
末
摘
花
巻
１５６
頁
）

・
い
と
若
う
う
つ
く
し
げ
な
る
女
の
、
白
き
綾
の
衣
一
襲
、
紅
の
袴
ぞ

着
た
る
、
香
は
い
み
じ
う
か
う
ば
し
く
て
、
あ
て
な
る
け
は
ひ
限
り

な
し
。

（
手
習
巻
２８６
頁
）

な
ど
の
例
も
あ
る
（
和
紙
の
用
例
も
あ
る
）。

中
で
も
登
場
人
物
に
付
与
さ
れ
た
薫
り
と
し
て
、
薫
の
「
か
う
ば
し
」

さ
は
、

香
の
か
う
ば
し
さ
ぞ
、
こ
の
世
の
匂
ひ
な
ら
ず
、
あ
や
し
き
ま
で
、

う
ち
ふ
る
ま
ひ
た
ま
へ
る
あ
た
り
、
遠
く
隔
た
る
ほ
ど
の
追
風
も
、

ま
こ
と
に
百
歩
の
外
も
薫
り
ぬ
べ
き
心
地
し
け
る
。（
匂
宮
巻
２７
頁
）

と
あ
っ
て
、
人
工
的
に
調
合
し
た
「
香
」
で
は
な
く
、
生
ま
れ
な
が
ら
に

自
ら
の
体
臭
（
人
香
）
が
芳
香
を
放
っ
て
い
る
。
そ
う
い
っ
た
薫
の
薫
り

に
対
抗
心
を
燃
や
す
匂
宮
に
し
て
も
、

う
ち
き

・
袿
姿
な
る
男
の
、
い
と
か
う
ば
し
く
て
添
ひ
臥
し
た
ま
へ
る
を
、

（
東
屋
巻
６３
頁
）

・
夜
深
き
露
に
し
め
り
た
る
御
香
の
か
う
ば
し
さ
な
ど
、
た
と
へ
む
方

な
し
。

（
浮
舟
巻
１９２
頁
）

と
、「
か
う
ば
し
」
で
形
容
さ
れ
て
い
る
。
続
編
は
〈
嗅
覚
の
物
語
〉
と

も
い
え
そ
う
だ
。

光
源
氏
に
し
て
も
、
闇
に
紛
れ
て
空
蝉
の
寝
所
に
忍
び
込
む
が
、

か
か
る
け
は
ひ
の
い
と
か
う
ば
し
く
う
ち
匂
ふ
に
、（
空
蝉
巻
１２４
頁
）

と
、
そ
の
「
か
う
ば
し
」
い
薫
り
で
空
蝉
に
気
づ
か
れ
、
逃
げ
ら
れ
て
し

ま
っ
た
。
息
子
の
夕
霧
に
し
て
も
、
落
葉
宮
へ
の
懸
想
を
律
師
に
見
咎
め

ら
れ
、い

と
か
う
ば
し
き
香
の
満
ち
て
頭
痛
き
ま
で
あ
り
つ
れ
ば
、
げ
に
さ

な
り
け
り
と
思
ひ
あ
は
せ
は
べ
り
ぬ
る
。
常
に
い
と
か
う
ば
し
う
も
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の
し
た
ま
ふ
君
な
り
。

（
夕
霧
巻
４１７
頁
）

と
語
っ
て
い
る
。
た
だ
し
夕
霧
に
つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど
薫
り
に
言
及
さ
れ

て
い
な
い
の
で
、
こ
こ
に
は
律
師
の
思
い
込
み
や
誇
張
も
含
ま
れ
て
い

る
。「
頭
痛
き
ま
で
」
と
い
う
の
は
滑
稽
で
さ
え
あ
る
。
こ
う
し
て
み
る

と
光
源
氏
の
一
族
（
男
性
）
に
は
、
特
徴
的
に
「
か
う
ば
し
」
が
付
与
さ

れ
て
い
る
と
い
え
そ
う
だ
。

も
ち
ろ
ん
「
か
う
ば
し
」
は
薫
物
だ
け
に
用
い
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い

が
、『
源
氏
物
語
』
で
は
「
か
う
ば
し
き
香
」「
香
の
か
う
ば
し
き
」
に
用

例
が
集
中
し
て
お
り
、〈
薫
物
の
美
意
識
〉
と
し
て
特
化
さ
れ
て
い

る（
�

）。
七
、
嗅
覚
の
「
な
つ
か
し
」

「
な
つ
か
し
」
と
嗅
覚
と
の
関
連
に
つ
い
て
、
一
般
の
古
語
辞
典
で
は

言
及
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
「
香
」
と
「
な
つ
か
し
」
は
思
っ

た
以
上
に
密
接
に
結
び
つ
い
て
い
る
。
例
え
ば
『
万
葉
集
』
の
、

霞
立
つ
長
き
春
日
を
か
ざ
せ
れ
ど
い
や
な
つ
か
し
き
梅
の
花
か
も

（
一
四
二
八
番
）

や
『
古
今
集
』
所
収
の
、

春
雨
に
匂
へ
る
色
も
飽
か
な
く
に
香
さ
へ
な
つ
か
し
山
吹
の
花

（
一
二
二
番
）

歌
が
あ
げ
ら
れ
る
し
、
他
に
も
勅
撰
集
の
中
に
、

五
月
雨
の
空
な
つ
か
し
く
匂
ふ
か
な
花
橘
に
風
や
吹
く
ら
む

（『
後
拾
遺
集
』
二
一
四
番
）

吹
き
く
れ
ば
香
を
な
つ
か
し
み
梅
の
花
散
ら
さ
ぬ
ほ
ど
の
春
風
も
が

な

（『
詞
花
集
』
九
番
）

女
郎
花
な
び
く
を
見
れ
ば
秋
風
の
吹
き
く
る
す
ゑ
も
な
つ
か
し
き
か

な

（『
千
載
集
』
二
五
二
番
）

な
ど
、
少
な
い
な
が
ら
も
嗅
覚
に
関
わ
る
「
な
つ
か
し
」
が
詠
じ
ら
れ
て

い
る
。

『
源
氏
物
語
』
花
散
里
巻
に
も
、

橘
の
香
を
な
つ
か
し
み
ほ
と
と
ぎ
す
花
散
る
里
を
た
づ
ね
て
ぞ
と
ふ

（
１５６
頁
）

と
あ
る
が
、
こ
れ
ら
は
す
べ
て
植
物
の
花
を
詠
じ
た
歌
で
あ
っ
た
。
も
ち

ろ
ん
「
な
つ
か
し
」
は
、
人
工
的
な
薫
物
と
も
結
び
つ
い
て
い
る
。
梅
枝

巻
の
「
薫
物
合
せ
」
で
は
、
源
氏
が
調
合
し
た
「
侍
従
」
に
つ
い
て
兵
部

卿
宮
は
、

侍
従
は
、
大
臣
の
御
は
、
す
ぐ
れ
て
な
ま
め
か
し
う
な
つ
か
し
き
香

な
り
と
定
め
た
ま
ふ
。

（
梅
枝
巻
４０９
頁
）

三
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と
判
定
し
て
い
る
。
ま
た
花
散
里
の
調
合
し
た
「
荷
葉
」
に
つ
い
て
も
、

さ
ま
変
り
、
し
め
や
か
な
る
香
し
て
、
あ
は
れ
に
な
つ
か
し
。

（
梅
枝
巻
４０９
頁
）

と
評
価
し
て
い
る
。

嗅
覚
の
「
な
つ
か
し
」
で
あ
る
か
ら
、
必
然
的
に
「
か
う
ば
し
」
と
い

う
言
葉
と
も
共
起
し
て
い
る
。
古
い
例
と
し
て
は
『
う
つ
ほ
物
語
』
に
、

へ
そ

麝
香
の
臍
半
ら
ほ
ど
ば
か
り
入
れ
た
り
。
取
う
出
て
香
を
試
み
た
ま

へ
ば
、
い
と
な
つ
か
し
く
香
ば
し
き
も
の
の
、
例
に
似
ず
。

（
新
編
全
集
国
譲
中
巻
１６０
頁
）

と
あ
っ
て
、
麝
香
の
強
烈
な
匂
い
を
「
な
つ
か
し
く
香
ば
し
き
」
と
表
現

し
て
い
る
。『
源
氏
物
語
』
に
は
、

・
い
と
か
う
ば
し
く
て
ら
う
た
げ
に
う
ち
な
く
も
な
つ
か
し
く
思
ひ
よ

そ
へ
ら
る
る
ぞ
、
す
き
ず
き
し
や
。

（
若
菜
下
巻
１４２
頁
）

・
御
髪
を
か
き
や
る
に
、
さ
と
う
ち
匂
ひ
た
る
、
た
だ
あ
り
し
な
が
ら

の
匂
ひ
に
な
つ
か
し
う
か
う
ば
し
き
も
、

（
総
角
巻
３２９
頁
）

な
ど
の
例
が
あ
る
。
前
の
例
は
女
三
の
宮
の
飼
っ
て
い
た
唐
猫
の
こ
と

で
、
こ
の
場
合
の
「
か
う
ば
し
」
は
猫
の
匂
い
で
は
な
く
、
女
三
の
宮
の

「
移
り
香
」
が
付
着
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
後
の
例
は
、
亡
く
な
っ
た
大

君
の
髪
か
ら
匂
っ
て
き
た
生
前
と
変
わ
ら
ぬ
大
君
の
薫
り
で
あ
っ
た
。

『
宇
治
拾
遺
物
語
』
に
も
、

帝
近
く
召
し
て
御
覧
ず
る
に
、
け
は
ひ
、
姿
、
み
め
有
様
、
香
ば
し

く
懐
か
し
き
事
限
な
し
。

（
新
編
全
集
２２１
頁
）

と
あ
る
。「
な
つ
か
し
」
は
、「
か
う
ば
し
」
と
関
連
の
あ
る
嗅
覚
表
現
だ

っ
た
の
だ
。

そ
う
な
る
と
女
三
の
宮
の
猫
の
よ
う
に
、「
移
り
香
」
と
「
な
つ
か
し
」

の
関
わ
り
が
認
め
ら
れ
る
。『
源
氏
物
語
』
に
は
夕
顔
巻
の
扇
に
つ
い
て
、

も
て
馴
ら
し
た
る
移
り
香
い
と
し
み
深
う
な
つ
か
し
く
て
、

（
夕
顔
巻
１１３
頁
）

と
あ
っ
た
。
夕
顔
物
語
を
引
用
し
て
い
る
『
狭
衣
物
語
』
の
飛
鳥
井
の
女

君
に
も
、

た
だ
一
夜
持
た
せ
た
ま
へ
り
し
な
り
け
り
。
移
り
香
の
な
つ
か
し
さ

は
、
た
だ
袖
う
ち
か
は
し
た
ま
ひ
た
り
し
匂
ひ
に
変
ら
ず
、

（
新
編
全
集
巻
一
１４０
頁
）

と
い
う
例
が
あ
る
。
こ
れ
は
道
成
に
連
れ
出
さ
れ
た
飛
鳥
井
の
女
君
が
、

狭
衣
の
扇
に
残
る
「
移
り
香
」
を
嗅
い
で
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
ま
た
そ

れ
以
外
に
も
、

薄
鈍
な
る
御
扇
の
あ
る
を
、
せ
ち
に
お
よ
び
て
取
ら
せ
た
ま
へ
れ

ば
、
懐
し
き
移
り
香
ば
か
り
昔
に
変
ら
ぬ
心
地
す
る
に
、

三
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（
巻
四
２２４
頁
）

と
い
う
例
も
あ
る
。
こ
れ
は
女
二
の
宮
の
「
移
り
香
」
の
付
い
た
扇
を
狭

衣
が
手
に
し
て
い
る
場
面
で
あ
り
、
三
例
と
も
扇
の
「
移
り
香
」
だ
っ

た
。同

じ
く
後
期
物
語
の
『
夜
の
寝
覚
』
に
も
、

我
が
身
に
し
め
た
る
母
君
の
う
つ
り
香
、
紛
る
べ
う
も
あ
ら
ず
、
さ

と
に
ほ
ひ
た
る
、
な
つ
か
し
さ
ま
さ
り
て
、（
新
編
全
集
巻
四
３２４
頁
）

と
見
え
て
い
る
。
こ
れ
は
ま
さ
こ
君
に
付
着
し
て
い
た
母
（
寝
覚
の
上
）

の
「
移
り
香
」
で
あ
る
。
さ
ら
に
『
浜
松
中
納
言
物
語
』
に
も
、

琴
ひ
き
寄
せ
た
れ
ば
、
つ
ね
に
弾
き
な
ら
し
給
ひ
け
る
人
の
、
移
り

香
な
つ
か
し
う
し
み
て
、
調
べ
ら
れ
た
り
け
る
を
、

（
新
編
全
集
巻
三
２８４
頁
）

と
出
て
い
る
。
中
納
言
が
吉
野
の
姫
君
の
琴
を
弾
き
寄
せ
た
際
、
姫
君
の

「
移
り
香
」
が
琴
に
染
み
て
薫
っ
て
い
た
と
い
う
例
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
「
な
つ
か
し
」
は
、「
か
う
ば
し
」
や
「
移
り
香
」
と

合
わ
せ
て
親
し
み
の
感
情
を
表
わ
し
て
い
た
。
嗅
覚
的
な
「
な
つ
か
し
」

は
、『
源
氏
物
語
』
に
よ
っ
て
方
法
化
・
深
化
さ
れ
た
美
的
言
葉
と
言
っ

て
よ
さ
そ
う
で
あ
る（
）。

第
三
部

八
、
薫
物
の
縁
語

│
籠
・
火
取
り
・
焦
が
る
・
焚
く
・
染
む
・
く
ゆ
る
│

『
堤
中
納
言
物
語
』
中
の
「
こ
の
つ
い
で
」
に
は
、
宰
相
中
将
の
話
の

中
に
、こ

だ
に
か
く
あ
く
が
れ
出
で
ば
薫
物
の
ひ
と
り
や
い
と
ど
思
ひ
こ
が

れ
む

（
３９９
頁
）

と
い
う
歌
が
引
用
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
歌
に
は
掛
詞
や
薫
物
の
縁
語
が
複

数
用
い
ら
れ
て
い
る
。「
こ
」
に
は
「
子
供
」
と
「
火
取
り
」
の
「
籠
」

が
、
そ
し
て
「
ひ
と
り
」
に
は
「
一
人
（
独
り
）」
と
「
火
取
り
」
が
掛

け
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
「
火
取
り
」・「
思
ひ
（
火
）」・「
焦
が
れ
」
は

す
べ
て
薫
物
の
縁
語
で
あ
る
。

ま
た
「
籠
」
に
つ
い
て
は
、『
蜻
蛉
日
記
』
の
長
歌
に
「
思
ひ
し
出
で

は
薫
物
の
こ
の
め
ば
か
り
は
」（
１１９
頁
）
と
あ
っ
て
、
こ
れ
も
「
こ
」
に

「
籠
」
と
「
此
の
」
が
掛
け
ら
れ
て
い
る
。
次
に
「
ひ
と
り
」
に
関
し
て

は
、『
源
氏
物
語
』
真
木
柱
巻
で
髭
黒
の
召
人
で
あ
る
木
工
の
君
が
、

独
り
ゐ
て
こ
が
る
る
胸
の
苦
し
き
に
思
ひ
あ
ま
れ
る
炎
と
ぞ
見
し
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（
３６８
頁
）

と
い
う
歌
を
詠
じ
て
い
る
。
こ
の
「
独
り
」
に
も
「
火
取
り
」
が
掛
け
ら

れ
て
い
る
し
、「
こ
が
る
る
」「
思
ひ
」「
炎
」
が
「
火
取
り
」
の
縁
語
に

な
っ
て
い
る
。「
火
取
り
」（
香
炉
）
は
薫
物
に
付
き
物
で
あ
り
、
ま
た
掛

詞
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
、
歌
語
と
し
て
多
用
さ
れ
て
い
る
。『
大
和
物

語
』
一
三
五
段
で
は
三
条
右
大
臣
の
娘
が
、

た
き
物
の
く
ゆ
る
心
は
あ
り
し
か
ど
ひ
と
り
は
た
え
て
寝
ら
れ
ざ
り

け
り

と
い
う
歌
を
詠
ん
で
い
る
。「
火
取
り
」
は
「
独
り
」
の
掛
詞
に
な
る
こ

と
で
、
非
恋
の
歌
と
し
て
詠
ま
れ
る
こ
と
が
多
い
。

そ
も
そ
も
「
焚
く
」
は
「
焼
く
」
に
比
べ
て
「
火
」
と
い
う
か
「
炎
」

が
少
な
い
の
で
、
室
内
で
も
使
用
さ
れ
た
。
そ
れ
も
あ
っ
て
恋
歌
へ
の
使

用
が
多
か
っ
た
。
同
じ
く
「
く
ゆ
る
」
も
、
火
が
出
な
い
で
く
す
ぶ
る
こ

と
で
あ
る
。
そ
の
分
、
煙
を
伴
う
わ
け
だ
が
、
そ
れ
も
含
め
て
薫
物
に
縁

の
あ
る
言
葉
と
い
え
る
。
そ
こ
か
ら
「
焚
き
し
む
」
も
連
想
さ
れ
る
。

『
枕
草
子
』
二
一
五
段
な
ど
、

よ
く
た
き
し
め
た
る
薫
物
の
、
昨
日
、
一
昨
日
、
今
日
な
ど
は
忘
れ

た
る
に
、
引
き
あ
け
た
る
に
、
煙
の
残
り
た
る
は
、
た
だ
今
の
香
よ

り
も
め
で
た
し
。

（
２１４
頁
）

と
出
て
い
る
。
本
来
「
染
む
」
は
色
に
染
ま
る
こ
と
だ
が
、
薫
物
と
一
緒

に
使
わ
れ
る
こ
と
で
、
薫
り
が
衣
装
や
紙
に
沁
み
込
む
意
味
で
多
用
さ
れ

て
い
る
。

「
く
ゆ
る
」
に
つ
い
て
は
『
大
和
物
語
』
一
七
一
段
に
、

・
人
知
れ
ぬ
心
の
う
ち
に
も
ゆ
る
火
は
煙
も
た
だ
で
く
ゆ
り
こ
そ
す
れ

・
富
士
の
嶺
の
絶
え
ぬ
思
ひ
も
あ
る
も
の
を
く
ゆ
る
は
つ
ら
き
心
な
り

け
り

（
４１４
頁
）

く
ゆ

と
い
う
贈
答
が
あ
る
よ
う
に
、「
燻
る
」
と
「
悔
ゆ
る
」
が
掛
け
ら
れ
る

こ
と
で
、
や
は
り
恋
歌
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。

も
う
一
つ
、
薫
物
に
縁
の
あ
る
言
葉
と
し
て
「
か
が
ゆ
」「
か
が
ふ
」

あ
る
い
は
「
か
が
へ
る
」
と
い
う
珍
し
い
言
葉
が
あ
る
。
例
え
ば
『
枕
草

子
』
二
一
四
段
に
は
、
放
置
さ
れ
て
い
た
菖
蒲
に
つ
い
て
、

引
き
折
り
あ
け
た
る
に
、
そ
の
を
り
の
香
の
残
り
て
か
か
へ
た
る
、

い
み
じ
う
を
か
し
。

（
２１４
頁
）

と
あ
る
。
こ
の
「
か
か
へ
た
る
」
に
つ
い
て
は
新
編
全
集
の
頭
注
一
一

に
、「

か
か
ふ
」
は
香
が
匂
う
意
。
一
説
、『
枕
草
子
』
の
例
は
す
べ
て
連

用
形
で
「
か
か
へ
」
と
表
記
さ
れ
て
い
る
が
、
下
二
段
動
詞
「
香
が

え
」（「
嗅
ぎ
」
に
「
ゆ
」
が
添
っ
た
形
）
の
仮
名
遣
い
の
誤
り
と
す
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る
。

と
説
明
さ
れ
て
い
る
。
用
例
が
少
な
い
こ
と
も
あ
っ
て
活
用
も
定
ま
っ
て

い
な
い
も
の
の
、
意
味
は
薫
り
が
漂
う
こ
と
な
の
で
、「
香
」
あ
る
い
は

「
嗅
ぐ
」
か
ら
派
生
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

九
、
平
中
と
本
院
侍
従
の
話
に
登
場
す
る
「
黒
方
」

た
い
ら
の
さ
だ
ふ
み

平
中
こ
と
平
定
文
は
、
在
原
業
平
に
並
ぶ
好
き
者
で
、『
平
中
物
語
』

と
い
う
歌
物
語
の
主
人
公
と
し
て
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
業
平
と
の
違
い

は
、
和
歌
の
数
が
少
な
い
こ
と
、
そ
し
て
好
色
な
失
敗
譚
が
多
い
こ
と
だ

ろ
う
か
。
た
だ
し
こ
こ
に
紹
介
す
る
『
今
昔
物
語
集
』
巻
三
〇
第
一
話

は
、『
平
中
物
語
』
に
は
な
い
話
な
の
で
、
後
人
が
増
補
し
た
も
の
だ
と

思
わ
れ
る
。

平
中
は
本
院
大
臣
（
藤
原
時
平
）
の
邸
に
仕
え
て
い
た
侍
従
と
い
う
若

く
て
聡
明
な
女
房
に
懸
想
し
た
。
し
か
し
侍
従
は
な
か
な
か
平
中
に
靡
か

な
い
。
恋
文
を
出
し
て
も
返
事
も
く
れ
な
い
。
せ
め
て
手
紙
を
「
見
た
」

と
だ
け
で
も
返
事
し
て
ほ
し
い
と
懇
願
し
た
と
こ
ろ
、
侍
従
か
ら
「
見

た
」
と
だ
け
あ
る
返
事
が
届
け
ら
れ
た
。
し
か
も
そ
れ
は
自
筆
で
は
な

く
、
平
中
の
手
紙
に
あ
っ
た
「
見
つ
」
を
切
り
取
っ
て
張
り
付
け
た
も
の

だ
っ
た
。

あ
る
大
雨
の
暗
い
夜
、
こ
ん
な
日
に
訪
ね
て
い
け
ば
心
を
動
か
さ
れ
る

に
違
い
な
い
と
思
っ
て
や
っ
て
き
た
と
こ
ろ
、
仕
事
が
済
む
ま
で
し
ば
ら

く
待
っ
て
と
の
こ
と
。
喜
ん
で
待
っ
て
い
る
と
、
中
か
ら
戸
の
掛
け
金
が

は
ず
さ
れ
た
。
中
に
入
る
と
寝
床
が
敷
い
て
あ
っ
て
、
女
性
が
横
に
な
っ

て
い
る
。
喜
ん
で
近
づ
い
た
と
こ
ろ
、
女
性
は
障
子
の
掛
け
金
を
掛
け
忘

れ
た
の
で
掛
け
て
く
る
と
い
っ
て
出
て
い
っ
た
。
す
ぐ
戻
る
だ
ろ
う
と
思

っ
て
待
っ
て
い
た
が
、
女
は
戻
っ
て
こ
な
い
。
妙
だ
と
思
っ
て
障
子
の
と

こ
ろ
へ
行
っ
て
み
る
と
、
障
子
は
向
こ
う
側
か
ら
掛
け
金
が
掛
け
ら
れ
て

い
た
。
平
中
は
侍
従
に
騙
さ
れ
た
の
だ
。

さ
す
が
の
平
中
も
侍
従
へ
の
懸
想
を
あ
き
ら
め
、
む
し
ろ
侍
従
の
こ
と

を
嫌
い
に
な
る
た
め
に
は
ど
う
す
れ
ば
い
い
か
を
考
え
た
。
そ
こ
で
奇
妙

な
こ
と
を
思
い
つ
い
た
。
た
と
え
ど
ん
な
美
女
で
も
、
排
泄
物
を
見
れ
ば

恋
も
冷
め
る
に
違
い
な
い
。
こ
れ
は
ス
カ
ト
ロ
ジ
ー
と
称
さ
れ
て
い
る
。

早
速
、
お
丸
の
世
話
を
す
る
女
童
か
ら
箱
を
奪
い
取
り
、
中
を
の
ぞ
い
て

み
た
と
こ
ろ
、
な
ん
と
も
い
い
薫
り
が
す
る
で
は
な
い
か
。
箱
の
中
を
見

る
と
、
小
水
に
似
せ
た
液
体
と
、
親
指
ほ
ど
の
大
き
さ
の
も
の
が
三
つ
入

っ
て
い
た
。
変
だ
と
思
っ
て
木
の
枝
に
刺
し
て
匂
い
を
嗅
い
で
み
る
と
、

「
黒
方
」
の
薫
り
が
す
る
。
そ
こ
で
液
体
を
舐
め
て
み
た
と
こ
ろ
、
そ
れ

は
「
丁
子
」
の
煮
汁
だ
っ
た
。
枝
に
刺
し
た
も
の
は
「
香
」
に
山
芋
と
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あ
ま
づ
ら

甘
葛
を
ま
ぜ
て
こ
し
ら
え
た
「
練
香
」
だ
っ
た
。
す
べ
て
は
侍
従
が
平
中

の
行
動
を
予
想
し
て
用
意
し
て
お
い
た
の
だ
。
ま
さ
か
こ
ん
な
と
こ
ろ
に

「
黒
方
」
が
使
わ
れ
る
な
ん
て
、
思
い
も
つ
か
な
か
っ
た（
）。

こ
の
一
件
に
よ
っ
て
、
平
中
は
侍
従
を
思
い
き
る
ど
こ
ろ
か
、
ま
す
ま

す
恋
焦
が
れ
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
た
め
平
中
は
病
の
床
に
つ
き
、
悩
み
続

け
た
挙
句
に
亡
く
な
っ
て
し
ま
う
。
増
補
さ
れ
た
説
話
と
は
い
え
見
事
な

出
来
で
あ
る
。
な
お
こ
の
話
は
、
芥
川
龍
之
介
も
見
過
ご
さ
ず
、『
好
色
』

と
い
う
短
編
に
仕
立
て
て
い
る
。
芥
川
だ
け
で
は
な
い
、
谷
崎
潤
一
郎
も

『
少
将
滋
幹
の
母
』
の
み
な
ら
ず
、『
乱
菊
物
語
』・『
墨
塗
平
中
』
に
も
こ

の
平
中
説
話
を
取
り
入
れ
て
い
る
。
そ
れ
ほ
ど
イ
ン
パ
ク
ト
の
あ
る
話
だ

っ
た
の
だ
。

（
注
）
歴
史
上
の
本
院
侍
従
は
歌
人
と
し
て
知
ら
れ
て
お
り
、
藤
原
兼
通

と
の
や
り
と
り
を
記
し
た
『
本
院
侍
従
集
』
と
い
う
歌
集
を
残
し
て
い

る
。
た
だ
し
平
中
の
本
院
侍
従
と
は
時
代
が
ず
れ
て
お
り
、
別
人
と
さ
れ

て
い
る
。

十
、
土
中
に
埋
め
ら
れ
た
「
練
香
」

「
練
香
」
は
、
熟
成
発
酵
さ
せ
る
た
め
に
一
定
期
間
土
中
に
埋
め
ら
れ

た
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
例
と
し
て
、『
堤
中
納
言
物
語
』
中
の
「
こ
の

つ
い
で
」
に
あ
る
、

東
の
対
の
紅
梅
の
下
に
埋
ま
せ
た
ま
ひ
し
薫
物
、

（
３９７
頁
）

が
引
用
さ
れ
て
い
る
。
確
か
に
こ
れ
を
見
る
と
、「
練
香
」
を
紅
梅
の
根

元
に
埋
め
て
い
た
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。
そ
れ
も
あ
っ
て
『
紫
式
部
日

記
』
寛
弘
五
年
九
月
九
日
条
に
あ
る
、

御
火
取
り
に
、
ひ
と
日
の
た
き
も
の
と
う
で
て
、
こ
こ
ろ
み
さ
せ
た

ま
ふ
。

（
１２９
頁
）

に
し
て
も
、「
と
う
で
て
」（
取
り
出
し
て
）
は
「
こ
の
つ
い
で
」
同
様
に

解
釈
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
八
月
二
十
六
日
に
作
っ
た
「
練
香
」
を
土
中

に
埋
め
、
九
月
九
日
に
取
り
出
し
た
と
い
う
こ
と
な
の
だ
ろ
う
（
十
日
以

上
埋
め
て
い
た
計
算
に
な
る
）。

『
源
氏
物
語
』
梅
枝
巻
で
も
、
源
氏
は
、

か
の
わ
が
御
二
種
の
は
、
今
ぞ
取
う
出
さ
せ
た
ま
ふ
。
右
近
の
陣
の

御
溝
水
の
ほ
と
り
に
な
ず
ら
へ
て
、
西
の
渡
殿
の
下
よ
り
出
づ
る
、

汀
近
う
埋
ま
せ
た
ま
へ
る
を
、
惟
光
の
宰
相
の
子
の
兵
衛
尉
掘
り
て

ま
ゐ
れ
り
。

（
４０８
頁
）

と
、「
練
香
」
を
西
の
渡
殿
の
下
の
遣
水
の
辺
に
埋
め
て
お
い
た
と
あ
る
。

「
右
近
の
陣
の
御
溝
水
の
ほ
と
り
に
な
ず
ら
へ
」
と
い
う
の
は
、
宮
中
の

右
近
の
陣
近
く
の
遣
水
の
辺
に
埋
め
る
と
い
う
旧
例
に
な
ら
っ
て
の
こ
と
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で
あ
る
。
そ
の
旧
例
と
い
う
の
は
、『
河
海
抄
』
に
よ
る
と
、

承
和
御
時
右
近
陣
の
御
溝
の
辺
の
地
に
う
づ
ま
る
。
後
代
相
伝
し
て

其
所
を
た
が
へ
ず
云
々
。

と
あ
っ
て
、
仁
明
天
皇
の
時
代
に
行
わ
れ
た
も
の
が
慣
例
化
し
て
い
っ
た

こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
ま
た
梅
枝
巻
に
は
「
承
和
の
御
い
ま
し
め
」
と
も

あ
り
、「
練
香
」
に
関
し
て
は
仁
明
朝
が
ポ
イ
ン
ト
に
な
っ
て
い
る
こ
と

が
察
せ
ら
れ
る
。

「
練
香
」
を
土
中
に
埋
め
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、『
薫
集
類
抄
』
に
も

「
百
歩
香
」
に
つ
い
て
、

盛
瓶
中
経
三
七
日
取
焼
。
百
歩
外
聞
香
。

と
あ
っ
て
、
二
十
一
日
間
埋
め
る
と
百
歩
を
越
え
て
薫
る
と
あ
る
。
ま
た

「
黒
方
」
や
「
侍
従
」
に
つ
い
て
は
、

黒
方
侍
従
春
秋
五
日
夏
三
日
冬
七
日
埋
之
梅
樹
下
。

と
書
か
れ
て
い
る
。
季
節
に
よ
っ
て
埋
め
る
日
数
に
違
い
が
あ
る
よ
う

だ
。
た
だ
し
右
近
の
陣
の
遣
水
の
辺
や
紅
梅
の
根
元
に
埋
め
る
こ
と
の
効

果
は
懐
疑
的
で
、
そ
れ
に
よ
っ
て
ど
れ
ほ
ど
「
練
香
」
が
醸
成
さ
れ
る
の

か
の
根
拠
は
示
さ
れ
て
い
な
い
。
む
し
ろ
室
町
以
降
、
悪
し
き
風
習
と
し

て
廃
止
さ
れ
て
い
る
。

第
四
部

た
き
も
の

十
一
、『
源
氏
物
語
』
梅
枝
巻
の
「
薫
物
合
せ
」

│
王
者
の
遊
び
│

く
ぬ
え
こ
う

「
香
」
に
は
「
六
種
香
」「
空
薫
物
」「
薫
衣
香
」「
組
香
」「
源
氏
香
」

な
ど
、
い
く
つ
か
の
用
語
が
あ
る
。
そ
の
中
で
、
こ
こ
で
は
総
体
的
な

「
薫
物
合
せ
」
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

ま
ず
「
薫
物
合
せ
」
を
『
日
本
国
語
大
辞
典
』
で
調
べ
て
み
る
と
、

各
人
が
秘
密
に
調
合
し
た
練
香
を
持
ち
寄
っ
て
た
き
、
判
者
が
優
劣

を
判
定
す
る
平
安
時
代
の
宮
廷
遊
戯
。
香
合
。

と
出
て
い
た
。
最
初
は
遊
び
と
し
て
の
「
玩
香
」
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
そ

れ
が
醍
醐
天
皇
の
頃
か
ら
、
宮
中
で
物
合
せ
の
一
種
と
し
て
行
わ
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

辞
書
の
説
明
は
間
違
っ
て
は
い
な
い
の
だ
が
、
代
表
的
な
『
源
氏
物

語
』
梅
枝
巻
の
「
薫
物
合
せ
」
は
少
々
違
っ
て
い
る
。
と
い
う
の
も
光
源

氏
主
催
の
「
薫
物
合
せ
」
は
宮
廷
遊
戯
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
個
人
的
な

も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
光
源
氏
は
明
石
姫
君
の
裳
着
と
東
宮
入
内
に
合
わ

せ
て
、
優
雅
な
「
薫
物
合
せ
」
を
企
画
し
た
。
そ
こ
で
朝
顔
斎
院
・
紫
の

上
・
花
散
里
・
明
石
の
君
に
秘
蔵
の
「
香
」
を
配
り
、
そ
れ
ぞ
れ
二
種
類
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の
「
練
香
」
の
提
出
を
求
め
て
い
る
。「
持
ち
寄
っ
て
」
と
あ
る
が
、
実

際
に
は
光
源
氏
に
依
頼
さ
れ
て
調
合
し
て
送
っ
て
お
り
、「
薫
物
合
せ
」

の
場
に
女
性
た
ち
が
集
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

こ
こ
で
は
四
人
の
女
性
に
加
え
、
光
源
氏
も
自
身
で
調
合
し
た
も
の
を

出
し
て
い
る
。
そ
の
上
で
弟
の
蛍
兵
部
卿
宮
を
判
者
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ

の
薫
物
を
評
価
さ
せ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
左
右
に
分
か
れ
て
は
い
な

い
し
、
兵
部
卿
宮
に
し
て
も
き
ち
ん
と
優
劣
を
つ
け
て
お
ら
ず
、
光
源
氏

か
ら
「
心
ぎ
た
な
き
判
者
な
め
り
」（
４１０
頁
）
と
批
判
さ
れ
て
い
る
。
ど

う
や
ら
「
薫
物
合
せ
」
は
「
歌
合
」
の
流
れ
と
は
違
っ
て
る
よ
う
で
あ

る
。
そ
れ
で
も
兵
部
卿
宮
は
、「
黒
方
」
は
朝
顔
斎
院
が
調
合
し
た
も
の
、

「
侍
従
」
は
光
源
氏
の
調
合
し
た
も
の
、「
梅
花
」（
春
）
は
紫
の
上
の
も

の
、「
荷
葉
」（
夏
）
は
花
散
里
の
も
の
、
そ
し
て
明
石
の
君
は
「
百
歩

香
」
を
よ
し
と
し
て
い
る
。
そ
れ
は
そ
れ
で
一
つ
の
見
識
で
あ
ろ
う
。

ま
た
『
紫
式
部
日
記
』
寛
弘
五
年
八
月
二
十
六
日
条
に
、

御
薫
物
あ
は
せ
は
て
て
、
人
々
に
も
く
ば
ら
せ
た
ま
ふ
。
ま
ろ
が
し

ゐ
た
る
人
々
、
あ
ま
た
つ
ど
ひ
ゐ
た
り
。

（
１２８
頁
）

と
あ
っ
て
、
そ
れ
を
受
け
て
九
月
九
日
条
に
、

御
火
取
り
に
、
ひ
と
日
の
た
き
も
の
と
う
で
て
、
こ
こ
ろ
み
さ
せ
た

ま
ふ
。

（
１２９
頁
）

と
出
て
い
る
。
こ
ち
ら
は
一
見
、
宮
廷
遊
戯
の
よ
う
に
見
え
る
が
、
こ
の

「
薫
物
あ
は
せ
」
は
動
詞
で
、
大
勢
の
女
房
達
が
「
合
せ
薫
物
（
練
香
）」

を
作
っ
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
こ
こ
で
も
遊
戯
と
し
て
の
「
香
合

せ
」
は
開
催
さ
れ
て
い
な
い
（『
栄
花
物
語
』
は
つ
は
な
巻
の
記
事
も
同

じ
）。つ

い
で
な
が
ら
梅
枝
巻
に
は
、「
練
香
」
の
歴
史
に
か
か
わ
る
重
要
な

記
述
が
あ
る
。
ま
ず
光
源
氏
は
「
承
和
の
御
い
ま
し
め
の
二
つ
の
方
」

（
４０４
頁
）
と
い
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
仁
明
天
皇
に
よ
っ
て
「
黒
方
」
と

「
侍
従
」
の
調
合
法
は
男
子
に
伝
授
し
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
戒
め
の
こ

と
で
あ
る
。
次
に
紫
の
上
は
「
八
条
の
式
部
卿
の
御
方
を
伝
へ
」（
同
頁
）

と
あ
っ
て
、
本
康
親
王
（
仁
明
天
皇
第
七
皇
子
）
の
調
合
法
を
伝
授
さ
れ

て
い
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
明
石
の
君
に
つ
い
て
は
、

薫
衣
香
の
方
の
す
ぐ
れ
た
る
は
、
前
の
朱
雀
院
の
を
う
つ
さ
せ
た
ま

ひ
て
、
公
忠
朝
臣
の
、
こ
と
に
選
び
仕
う
ま
つ
れ
り
し
百
歩
の
方
、

（
４０９
頁
）

と
あ
っ
て
、
宇
多
院
（
前
の
朱
雀
院
）・
源
公
忠
（
合
せ
薫
物
の
名
手
）

と
い
う
実
名
ま
で
あ
が
っ
て
い
る
。
公
忠
は
母
の
内
侍
（
滋
野
直
子
）
が

「
香
」
の
秘
伝
を
継
承
し
て
い
た
よ
う
で
、
そ
の
母
か
ら
伝
授
さ
れ
た
の

で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
こ
れ
ら
を
資
料
で
確
認
す
る
こ
と
は
で
き
そ
う
も
な
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い
。
あ
く
ま
で
『
源
氏
物
語
』
に
そ
う
書
か
れ
て
い
る
と
い
う
だ
け
の
こ

と
な
の
で
、
こ
れ
を
そ
の
ま
ま
信
じ
る
の
は
危
険
で
あ
る
。

こ
こ
で
調
合
さ
れ
た
「
練
香
」
は
、
明
石
姫
君
が
入
内
の
際
に
持
参
す

る
た
め
の
も
の
（
嫁
入
り
道
具
）
だ
っ
た
。
後
宮
の
生
活
に
は
こ
れ
く
ら

い
の
上
質
の
「
香
」
が
必
要
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
と
い
う
以
上
に
、
物

語
は
実
名
（
歴
史
性
）
を
あ
げ
る
こ
と
、
あ
る
い
は
蛍
兵
部
卿
宮
に
評
価

し
て
も
ら
う
こ
と
で
、
源
氏
の
所
有
す
る
「
練
香
」
が
聖
代
か
ら
継
承
さ

れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
よ
う
に
読
め
る
。
こ
れ
は
源
氏

の
文
化
的
戦
略
（
政
治
の
道
具
）
で
も
あ
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
明
石
姫
君

に
よ
る
後
宮
掌
握
を
暗
示
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
う
し
て

み
る
と
紫
式
部
は
、「
香
」
に
つ
い
て
の
見
識
も
か
な
り
あ
っ
た
よ
う
だ
。

な
お
足
利
義
政
の
時
代
（
文
明
十
年
）
に
書
か
れ
た
邦
高
親
王
（
後
崇

光
院
の
孫
）
の
『
五
月
雨
日
記
』
の
中
に
、「
六
種
薫
物
合
」
の
記
録
が

見
ら
れ
る
。
こ
れ
は
主
催
者
が
親
王
と
い
う
こ
と
で
、
か
ろ
う
じ
て
平
安

朝
的
な
も
の
が
継
承
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
た
だ
し
提
出
さ
れ
た

「
香
」
の
銘
は
、

左

夏
衣

夏
衣
春
に
お
く
れ
て
咲
く
花
の
香
を
だ
に
に
ほ
へ
同
じ
か

た
み
に
（
藤
原
家
隆
）

右

松
風

住
吉
の
里
の
あ
た
り
に
梅
咲
け
ば
松
風
か
を
る
春
の
曙

（
慈
円
）

と
、
新
古
今
時
代
の
歌
を
出
典
と
し
て
名
付
け
ら
れ
て
い
る
点
、
や
は
り

平
安
時
代
そ
の
ま
ま
で
は
な
か
っ
た
。
と
い
う
よ
り
、
平
安
時
代
の
薫
物

の
実
態
は
謎
に
満
ち
て
い
る
。

十
二
、
季
節
の
「
薫
物
」
の
謎

『
源
氏
物
語
』
の
「
香
」
を
考
え
て
い
て
、
一
番
す
っ
き
り
し
な
い
の

は
、
四
季
そ
れ
ぞ
れ
の
「
香
」
の
使
い
分
け
が
、
人
物
固
有
の
「
香
」
に

も
及
ん
で
い
る
か
ど
う
か
で
あ
る
。
六
種
香
の
説
明
を
見
る
と
、

春

梅
花

梅
の
花
の
香
り

夏

荷
葉

蓮
の
花
の
香
り

秋

菊
花

菊
の
花
の
香
り

冬

落
葉

紅
葉
の
散
る
香
り

と
あ
る
。
残
り
の
二
つ
に
つ
い
て
は
無
季
（
季
節
を
問
わ
な
い
）
と
す
る

説
と
、侍

従

秋

哀
れ
を
感
じ
る
香
り

黒
方

冬

懐
か
し
い
香
り

と
す
る
説
が
あ
る
が
、
短
い
説
明
か
ら
具
体
的
な
季
節
感
は
伝
わ
っ
て
こ

な
い
。
し
か
も
秋
・
冬
は
二
種
類
あ
っ
て
、
春
・
夏
は
一
種
類
と
い
う
の

は
バ
ラ
ン
ス
が
悪
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

そ
れ
は
そ
れ
と
し
て
、
こ
れ
を
基
本
に
し
て
各
自
が
独
自
の
「
香
」
を

調
合
し
た
と
す
る
と
、
そ
れ
は
年
中
変
わ
ら
な
い
も
の
（
一
種
類
）
な
の
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だ
ろ
う
か
。
そ
れ
と
も
四
季
（
少
な
く
と
も
夏
冬
二
回
）
そ
れ
ぞ
れ
に
独

自
の
「
香
」（
二
種
類
以
上
）
を
配
合
し
て
使
い
分
け
て
い
る
の
だ
ろ
う

か
。
そ
の
点
が
理
解
で
き
な
い
で
い
る
。
例
え
ば
「
梅
花
」
を
調
べ
る

と
、
梅
枝
巻
の
「
薫
物
合
せ
」
で
紫
の
上
の
配
合
し
た
「
梅
花
」
が
評
価

さ
れ
て
い
る
が
、「
梅
花
」
の
用
例
は
こ
れ
だ
け
な
の
で
、
普
段
の
生
活

の
中
で
紫
の
上
が
ど
の
「
香
」
を
焚
い
て
い
た
の
か
は
わ
か
ら
な
い
。
春

に
焚
く
の
は
と
も
か
く
、
残
り
の
夏
秋
冬
は
ど
う
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

ま
た
夏
の
町
に
住
む
花
散
里
が
調
合
し
た
「
荷
葉
」
は
、
鈴
虫
巻
で
も
夏

に
焚
か
れ
て
い
る
の
で
、
季
節
に
マ
ッ
チ
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
も

ち
ろ
ん
そ
れ
は
人
物
固
有
の
も
の
で
は
な
く
、
公
的
な
儀
式
に
お
い
て
焚

か
れ
た
も
の
だ
っ
た
。
で
は
花
散
里
は
、
夏
以
外
の
「
香
」
は
ど
う
し
て

い
た
の
だ
ろ
う
か
。

「
菊
花
」「
落
葉
」
に
至
っ
て
は
、『
源
氏
物
語
』
に
も
登
場
し
て
い
な

い
。
秋
と
い
う
季
節
は
描
か
れ
て
い
る
の
に
、
季
節
の
「
香
」
と
し
て
機

能
さ
せ
ら
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
代
わ
っ
て
「
侍
従
」「
黒
方
」

が
用
い
ら
れ
て
い
る
。「
黒
方
」
は
賢
木
巻
で
確
か
に
冬
に
用
い
ら
れ
て

い
た
。「
侍
従
」
は
や
や
特
殊
で
、
初
音
巻
で
は
正
月
を
迎
え
た
六
条
院

の
冬
の
町
で
、
明
石
の
君
が
「
侍
従
」
を
焚
い
て
い
る
。
そ
の
ま
ま
見
る

と
季
節
外
れ
に
な
る
が
、
こ
の
場
合
は
か
つ
て
明
石
巻
に
お
い
て
明
石
の

君
が
岡
辺
の
家
で
使
っ
て
い
た
「
香
」
だ
っ
た
と
読
め
る
。
光
源
氏
に
そ

の
頃
の
こ
と
を
嗅
覚
に
よ
っ
て
想
起
さ
せ
る
小
道
具
の
一
つ
と
し
て
、
あ

え
て
（
意
図
的
に
）
焚
か
れ
た
も
の
だ
っ
た
の
だ
。
そ
う
な
る
と
必
ず
し

も
季
節
に
束
縛
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
に
な
る
。

参
考
の
た
め
、『
天
徳
内
裏
歌
合
』
を
例
に
す
る
と
、
左
方
は
赤
色
で

「
黒
方
」
を
焚
き
、
右
方
は
青
色
で
「
侍
従
」
を
焚
い
て
い
る
。
歌
合
で

は
対
立
す
る
「
香
」
と
し
て
の
役
割
を
担
わ
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か

る
。
た
だ
し
こ
の
歌
合
は
三
月
三
十
日
に
開
催
さ
れ
て
い
る
の
で
、「
黒

方
・
侍
従
」
で
は
季
節
が
合
わ
な
い
。
こ
う
し
て
み
る
と
、
公
使
に
関
わ

ら
ず
、
季
節
と
の
密
接
な
関
わ
り
は
あ
ま
り
考
慮
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
が

わ
か
る
。
む
し
ろ
季
節
を
超
え
て
、「
侍
従
」
や
「
黒
方
」
は
無
季
と
し

て
使
わ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
薫
の
強
烈
な
体
臭
な
ど
、
季

節
に
よ
っ
て
匂
い
が
変
化
す
る
と
は
書
か
れ
て
い
な
い
の
で
、
季
節
の
使

い
分
け
と
い
う
点
は
再
考
の
余
地
が
あ
り
そ
う
だ
。

結
局
、
光
源
氏
や
薫
が
季
節
ご
と
に
独
自
の
「
香
」
を
使
い
分
け
て
い

る
の
か
ど
う
か
、
資
料
不
足
で
よ
く
わ
か
ら
な
い
と
い
う
か
、
詳
し
く
描

か
れ
て
い
な
い
と
い
う
し
か
な
い
。『
う
つ
ほ
物
語
』
で
は
「
黒
方
」
が

ほ
と
ん
ど
だ
っ
た
し
、
逆
に
『
枕
草
子
』
な
ど
「
香
」
の
名
前
す
ら
出
て

い
な
い
。
清
少
納
言
の
嗅
覚
能
力
は
案
外
低
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
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こ
う
し
て
見
る
と
、
六
種
香
を
無
理
に
季
節
に
当
て
は
め
た
の
は
、
後

世
の
人
々
の
さ
か
し
ら
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
も
し
そ
う
な
ら
、
そ

れ
を
『
源
氏
物
語
』
に
戻
し
て
考
え
る
と
い
う
の
で
は
、
本
末
転
倒
に
な

っ
て
し
ま
う
し
、
解
釈
を
誤
っ
て
し
ま
う
恐
れ
が
あ
る
。
そ
れ
以
上
に

『
源
氏
物
語
』
に
幻
惑
さ
れ
て
い
る
恐
れ
も
あ
る
。

十
三
、「
合
せ
薫
物
」
に
つ
い
て

『
栄
花
物
語
』
月
の
宴
巻
に
は
、
次
の
よ
う
な
奇
妙
な
歌
が
あ
る
。

逢
坂
も
は
て
は
ゆ
き
き
の
関
も
ゐ
ず
た
づ
ね
て
訪
ひ
こ
来
な
ば
帰
さ

じ
村
上
天
皇
が
後
宮
の
女
性
た
ち
に
こ
の
歌
を
送
っ
た
と
こ
ろ
、
ほ
と
ん

ど
の
人
は
歌
の
真
意
が
わ
か
ら
ず
、
頓
珍
漢
な
返
事
を
寄
こ
し
た
。
唯

一
、
広
幡
の
御
息
所
（
計
子
）
だ
け
が
何
も
い
わ
ず
に
「
薫
物
」
を
届
け

て
き
た
。
さ
て
こ
の
歌
の
意
味
が
分
か
る
だ
ろ
う
か
。

実
は
歌
の
意
味
は
単
純
で
、
あ
な
た
と
の
仲
を
妨
げ
る
関
守
は
い
な
い

の
で
、
ど
う
ぞ
私
を
訪
ね
て
来
て
く
だ
さ
い
。
来
て
く
れ
た
ら
返
し
ま
せ

ん
よ
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
平
安
時
代
は
通
い
婚
な
の
で
、
男
性
が
女
性

の
家
を
訪
ね
る
も
の
だ
が
、
後
宮
だ
け
は
別
で
、
女
性
の
方
が
帝
の
も
と

を
訪
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
し
か
し
そ
ん
な
こ
と
が
問
題
な
の
で
は
な

い
。
帝
の
真
意
は
歌
の
内
容
で
は
な
く
、
歌
の
技
法
に
あ
っ
た
か
ら
で
あ

る
。「
折
句
」
と
い
う
技
法
を
ご
存
じ
だ
ろ
う
か
。『
伊
勢
物
語
』
第
九
段

の
「
か
き
つ
ば
た
」
を
句
の
頭
に
詠
み
こ
ん
だ
歌
は
「
冠
歌
」
で
あ
っ

た
。
こ
の
歌
は
冠
だ
け
で
な
く
末
も
使
っ
て
「
あ
は
せ
た
き
も
の
す
こ

し
」
と
十
文
字
が
詠
み
こ
ま
れ
て
お
り
、
こ
れ
を
「
沓
冠
折
句
」
と
称
し

て
い
る
。

要
す
る
に
村
上
天
皇
は
、
後
宮
の
女
性
た
ち
に
「
合
せ
薫
物
を
少
し
下

さ
い
」
と
依
頼
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
ほ
と
ん
ど
の
女
性
は
歌

の
技
法
が
わ
か
ら
な
か
っ
た
。
広
幡
の
御
息
所
だ
け
は
そ
れ
を
察
し
て

「
薫
物
」
を
送
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
そ
の
教
養
の
高
さ
が
際
立
っ
て
い

る
。「
薫
物
」
は
朱
雀
・
村
上
天
皇
の
時
代
に
急
速
に
発
達
し
た
と
さ
れ

て
い
る
の
で
、
こ
ん
な
説
話
が
残
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。

優
雅
な
「
薫
物
」
と
な
る
と
、
ど
う
し
て
も
『
源
氏
物
語
』
を
例
に
し

た
く
な
る
が
、『
源
氏
物
語
』
に
描
か
れ
て
い
る
も
の
が
当
時
の
一
般
例

と
な
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
何
故
な
ら
、
当
た
り
前
の
こ
と
は
書
か

れ
な
い
作
品
だ
か
ら
で
あ
る
。『
源
氏
物
語
』
は
む
し
ろ
特
殊
な
例
の
方

が
多
い
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。「
香
」
に
つ
い
て
も
そ
う
い
う
目
で
見

た
方
が
よ
さ
そ
う
だ
。

そ
の
上
で
「
薫
物
」
と
い
う
言
葉
を
検
索
す
る
と
、『
源
氏
物
語
』
に
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十
三
例
見
つ
か
っ
た
。『
源
氏
物
語
』
は
長
編
な
の
で
、
た
い
て
い
の
言

葉
は
『
源
氏
物
語
』
が
一
番
用
例
が
多
く
て
、
他
の
作
品
は
『
源
氏
物

語
』
よ
り
ず
っ
と
少
な
い
も
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
「
薫
物
」
の
場
合
、

『
う
つ
ほ
物
語
』
に
二
十
例
、『
栄
花
物
語
』
に
十
例
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ

た
。
特
に
『
う
つ
ほ
物
語
』
に
は
「
合
せ
薫
物
」
の
例
が
た
く
さ
ん
出
て

い
る
。
何
と
何
を
合
わ
せ
た
の
か
不
明
だ
が
、
こ
れ
に
よ
っ
て
一
種
類
の

「
香
」
よ
り
も
複
合
し
た
「
練
香
」
の
方
が
多
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

し
か
も
、

合
は
せ
薫
物
を
山
の
形
に
作
り
て
、

（
吹
上
上
巻
４０１
頁
）

合
は
せ
薫
物
を
島
の
形
に
し
、

（
吹
上
上
巻
４１３
頁
）

黒
方
を
鶴
の
形
に
て
、

（
菊
の
宴
巻
４９
頁
）

な
ど
と
あ
っ
て
、「
練
香
」
で
洲
浜
を
作
っ
て
い
た
こ
と
も
わ
か
っ
た

（「
天
徳
内
裏
歌
合
」
に
も
例
が
あ
る
）。
こ
う
い
っ
た
も
の
は
『
源
氏
物

語
』
に
は
出
て
こ
な
い
。

も
う
一
つ
、「
練
香
」
の
中
で
「
黒
方
」
が
気
に
な
っ
た
の
で
調
べ
て

み
た
と
こ
ろ
、『
源
氏
物
語
』
に
は
二
回
し
か
使
わ
れ
て
い
な
い
の
に
、

『
う
つ
ほ
物
語
』
に
は
十
四
例
も
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
ど
う
や
ら

「
黒
方
」
は
、
六
種
香
の
中
で
も
突
出
し
て
使
用
頻
度
が
高
い
よ
う
だ
。

当
然
、
冬
以
外
の
使
用
例
も
た
く
さ
ん
認
め
ら
れ
る
。
こ
う
な
る
と
「
薫

物
」
の
こ
と
を
考
え
る
た
め
に
は
、『
源
氏
物
語
』
よ
り
も
『
う
つ
ほ
物

語
』
の
方
が
資
料
的
価
値
が
高
そ
う
に
思
え
て
き
た
。「
か
う
ば
し
」
も

含
め
て
、
こ
ん
な
大
事
な
こ
と
を
、
今
ま
で
見
過
ご
し
て
い
た
こ
と
を
反

省
し
た
い
。十

四
、「
梅
花
香
」
の
和
歌

『
万
葉
集
』
に
薫
物
の
歌
は
見
当
た
ら
な
い
。
と
い
う
以
上
に
、『
古
事

記
』・『
日
本
書
紀
』
を
含
め
た
上
代
の
文
献
に
、
具
体
的
な
薫
物
の
記
事

は
皆
無
に
近
い
よ
う
だ
。
そ
れ
だ
け
で
な
く
「
か
を
り
」
と
い
う
言
葉
も

ほ
と
ん
ど
使
わ
れ
て
い
な
い（
）。
薫
り
は
平
安
時
代
以
降
の
も
の
の
よ

う
で
あ
る
。

「
薫
る
」
植
物
と
し
て
、「
橘
と
梅
」
が
有
名
だ
が
、
そ
の
他
に
「
菊
・

あ
や
め
・
桜
・
山
吹
・
藤
・
藤
袴
」
な
ど
も
あ
げ
ら
れ
る（
）。
そ
の
中

で
も
植
物
の
「
梅
」
の
香
り
は
多
く
の
歌
に
詠
ま
れ
て
い
た
。
そ
れ
に
対

し
て
人
工
的
な
「
梅
花
香
」（
練
香
）
に
つ
い
て
の
歌
は
、『
古
今
集
』
に

な
っ
て
も
見
か
け
な
い
。
そ
れ
は
「
梅
花
香
」
だ
け
で
な
く
、
他
の
薫
物

も
同
様
な
の
で
、『
古
今
集
』
の
時
代
に
は
ま
だ
「
練
香
」
が
美
的
に
発

達
し
て
い
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。

そ
ん
な
中
、
か
ろ
う
じ
て
藤
原
高
光
の
歌
に
、
以
下
の
よ
う
な
も
の
が
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あ
っ
た
。

た
き
も
の

比
叡
の
山
に
住
み
侍
け
る
頃
、
人
の
薫
物
を
乞
ひ
て
侍
り
け
れ

ば
、
侍
り
け
る
ま
ま
に
少
し
を
梅
の
花
の
わ
づ
か
に
散
り
残
り

つ
か

て
侍
る
枝
に
付
け
て
遣
は
し
け
る

如
覚
法
師

り

春
過
ぎ
て
散
り
は
て
に
け
る
梅
の
花
た
だ
香
ば
か
り
ぞ
枝
に
残
れ
る

（
拾
遺
集
一
〇
六
三
）

作
者
の
「
如
覚
」
は
高
光
の
法
名
で
あ
る
。
出
家
し
た
高
光
が
比
叡

（
横
川
）
で
仏
道
修
行
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
薫
物
を
分
け
て
ほ
し
い
と

い
う
連
絡
が
あ
っ
た
。
そ
こ
で
高
光
は
手
元
に
あ
っ
た
「
梅
花
香
」
を
、

散
り
際
の
梅
の
枝
に
添
え
て
送
っ
た
と
い
う
の
だ
。
歌
の
意
味
は
、

春
が
過
ぎ
て
梅
の
花
も
残
ら
ず
散
っ
て
し
ま
っ
た
が
、
た
だ
香
だ
け

が
わ
ず
か
に
枝
に
残
っ
て
い
る
こ
と
で
す
。

と
い
う
も
の
で
あ
る
。「
香
ば
か
り
」
に
は
「
か
ば
か
り
」（
ほ
ん
の
わ
ず

か
）
が
掛
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
裏
の
意
味
に
、
お
求
め
の
薫

物
は
「
梅
花
香
」
を
少
し
だ
け
お
贈
り
し
ま
す
、
が
込
め
ら
れ
て
い
る
わ

け
で
あ
る
。
こ
れ
は
「
梅
花
香
」
を
美
的
に
歌
っ
た
と
い
う
よ
り
、「
梅

花
香
」
に
添
え
ら
れ
た
挨
拶
の
歌
だ
っ
た
。

高
光
の
父
は
九
条
右
大
臣
藤
原
師
輔
で
、
母
は
醍
醐
天
皇
皇
女
雅
子
内

親
王
と
い
う
高
貴
な
生
ま
れ
だ
っ
た
。
才
知
が
あ
り
、
官
位
の
昇
進
も
ス

ム
ー
ズ
で
、
将
来
を
嘱
望
さ
れ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
高
光
二
十
歳
頃
、
父

師
輔
の
死
を
契
機
と
し
て
、
妻
子
を
捨
て
て
突
然
出
家
し
て
し
ま
っ
た
。

そ
の
経
緯
は
『
栄
花
物
語
』
月
の
宴
巻
に
詳
し
く
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
高
光
は
、「
三
十
六
歌
仙
」
の
一
人
に
選
ば
れ
て
い
る
ほ
ど
の
歌

の
名
手
で
も
あ
っ
た
。
出
家
し
た
高
光
に
薫
物
を
所
望
し
て
い
る
の
だ
か

ら
、
高
光
は
「
練
香
」
の
調
合
に
も
長
け
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
出
家
し

て
も
、
あ
る
い
は
出
家
し
た
か
ら
こ
そ
、「
香
」
は
生
活
に
欠
か
せ
な
い

も
の
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。「
練
香
」
を
考
え
る
上
で
、
こ
の
高
光

の
歌
は
看
過
で
き
そ
う
も
な
い
。
と
い
う
よ
り
、「
練
香
」
に
関
す
る
資

料
が
あ
ま
り
に
も
少
な
す
ぎ
る
と
い
っ
た
方
が
い
い
の
か
も
し
れ
な
い
。

『
薫
集
類
抄
』
だ
け
で
は
ど
う
に
も
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

〔
注
〕

（
１
）
薫
の
パ
ロ
デ
ィ
と
し
て
、『
堤
中
納
言
物
語
』
の
「
こ
の
つ
い
で
」

に
登
場
す
る
宰
相
中
将
も
、

宰
相
中
将
こ
そ
、
参
り
た
ま
ふ
な
れ
。
例
の
御
に
ほ
ひ
、
い
と

し
る
く
。

（
３９７
頁
）

と
、
視
覚
よ
り
先
に
嗅
覚
で
特
定
さ
れ
て
い
る
。

（
２
）
大
津
直
子
氏
は
、
薫
の
移
り
香
は
中
の
君
の
腹
帯
に
残
っ
て
い
た
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と
い
う
斬
新
な
説
を
述
べ
て
い
る
（「『
源
氏
物
語
』
中
の
君
の
〈
し

る
し
の
帯
〉」
國
學
院
雑
誌
１０６
│
８
・
平
成
１７
年
８
月
）。
腹
帯
以
外

に
髪
で
も
可
能
か
も
し
れ
な
い
。

（
３
）
宇
治
市
立
源
氏
物
語
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
の
ビ
デ
オ
で
は
、
側
近
の
女

房
が
「
薫
り
が
違
い
ま
す
」
と
口
に
す
る
が
、
も
は
や
間
に
合
わ
な

か
っ
た
。

（
４
）
そ
れ
は
「
香
」（
芸
道
）
だ
け
で
な
く
、
衣
装
や
建
築
物
・
調
度

品
・
言
語
に
も
及
ん
で
い
る
。
私
た
ち
は
江
戸
時
代
に
時
代
考
証
さ

れ
た
も
の
か
ら
平
安
時
代
を
見
て
い
る
の
で
、
そ
の
多
く
は
到
底
平

安
時
代
ま
で
遡
れ
な
い
。
茶
道
に
し
て
も
、『
源
氏
物
語
』
に
お
茶

の
用
例
は
な
い
。
光
源
氏
は
お
茶
な
ど
飲
ん
で
い
な
い
の
で
あ
る
。

（
５
）
香
木
が
流
れ
着
い
た
こ
と
を
記
念
し
て
枯
木
神
社
が
建
て
ら
れ
て

い
る
。
ま
た
献
上
さ
れ
た
朝
廷
で
は
、
聖
徳
太
子
が
そ
の
香
木
で
観

音
像
と
手
箱
を
作
っ
た
と
い
う
話
も
伝
え
ら
れ
て
い
る
（
聖
徳
太
子

伝
略
）。

（
６
）
名
高
い
香
木
と
し
て
は
、
正
倉
院
（
東
大
寺
）
所
蔵
の
「
蘭
奢

待
」
や
細
川
家
伝
来
の
「
白
菊
」
な
ど
が
あ
る
（
伊
達
家
で
は
「
柴

舟
」
と
命
名
さ
れ
て
い
る
）。

（
７
）
『
徒
然
草
』
は
『
枕
草
子
』
と
比
較
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、
兼

好
法
師
は
二
条
流
歌
道
を
修
め
た
人
な
の
で
、
当
然
『
源
氏
物
語
』

を
踏
ま
え
た
記
述
も
た
く
さ
ん
あ
る
。
私
な
ど
『
徒
然
草
』
を
『
源

氏
物
語
』
の
注
釈
書
と
見
て
い
る
。
吉
海
直
人
「
漂
う
香
り
「
追

風
」」『『
源
氏
物
語
』「
後
朝
の
別
れ
」
を
読
む
』（
笠
間
書
院
）
平

成
２８
年
１２
月
参
照
。

（
８
）
同
じ
よ
う
な
言
葉
に
「
残
り
香
」
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
平
安
時
代

は
お
ろ
か
江
戸
時
代
ま
で
使
用
例
が
見
つ
か
ら
な
か
っ
た
。
今
の
と

こ
ろ
明
治
以
降
に
使
わ
れ
た
言
葉
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
吉
海
直
人

「
男
性
か
ら
女
性
へ
の
「
移
り
香
」」『『
源
氏
物
語
』「
後
朝
の
別
れ
」

を
読
む
』（
笠
間
書
院
）
平
成
２８
年
１２
月
参
照

（
９
）
吉
海
直
人
「「
か
う
ば
し
」
攷
」『「
垣
間
見
」
る
源
氏
物
語
』（
笠

間
書
院
）
平
成
２０
年
７
月

（
１０
）
吉
海
直
人
「「
な
つ
か
し
」
と
結
び
つ
く
香
り
」『『
源
氏
物
語
』

「
後
朝
の
別
れ
」
を
読
む
』（
笠
間
書
院
）
平
成
２８
年
１２
月
参
照
。

（
１１
）
あ
る
い
は
「
侍
従
」
と
い
う
女
房
名
か
ら
薫
物
が
連
想
さ
れ
て
い

る
の
か
も
し
れ
な
い
。

（
１２
）
例
外
的
に
『
万
葉
集
』
に
一
例
あ
る
が
、「
塩
気
の
み
か
を
れ
る

国
に
」（
一
六
二
番
）
と
あ
っ
て
、
決
し
て
い
い
薫
り
で
は
な
い
。

ま
た
「
香
」
に
し
て
も
松
茸
の
香
（
二
二
三
三
番
）・
橘
の
香
（
三

四
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九
一
六
番
）・
梅
の
香
（
四
五
〇
〇
番
）
の
わ
ず
か
三
首
し
か
詠
ま

れ
て
い
な
い
。「
梅
」
の
歌
は
た
く
さ
ん
あ
る
の
に
、
嗅
覚
に
は
関

心
が
低
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

（
１３
）
新
古
今
時
代
に
な
る
と
、「
月
光
・
風
・
枕
・
夢
・
雨
」
な
ど
も

比
喩
的
に
「
薫
る
」
対
象
と
さ
れ
て
い
る
。

〔
参
考
文
献
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・
宮
川
葉
子
氏
「
源
氏
物
語
「
梅
枝
巻
」
の
薫
物
に
つ
い
て
」
青
山
語
文

１３
・
昭
和
５８
年
３
月

・
尾
崎
左
永
子
氏
『
源
氏
の
薫
り
』（
朝
日
選
書
）
平
成
４
年
５
月

・
藤
原
克
己
氏
「
薫
の
系
譜
」
岡
大
国
文
論
稿
２２
・
平
成
６
年
３
月

・
三
田
村
雅
子
氏
「
方
法
と
し
て
の
〈
香
〉
│
移
り
香
の
宇
治
十
帖
へ

│
」『
源
氏
物
語
感
覚
の
論
理
』（
有
精
堂
）
平
成
８
年
３
月

・
藤
河
家
利
昭
氏
「
梅
枝
の
巻
の
薫
物
合
わ
せ
と
仁
明
帝
」
広
島
女
学
院

大
学
大
学
院
言
語
文
化
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叢
２
・
平
成
１１
年
３
月

・
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中
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子
氏
「『
源
氏
物
語
』
の
薫
衣
香
│
別
れ
の
香
り
と
し
て
の
再

考
│
」
広
島
女
学
院
大
学
大
学
院
言
語
文
化
論
叢
４
・
平
成
１３
年
３
月

・
森
野
正
弘
氏
「
源
氏
物
語
の
薫
物
合
せ
に
お
け
る
季
節
と
時
間
」
山
口

国
文
２６
・
平
成
１５
年
３
月

・
三
田
村
雅
子
・
河
添
房
江
氏
『
薫
り
の
源
氏
物
語
』（
翰
林
書
房
）
平

成
２０
年
４
月

・
藤
原
克
己
氏
「
匂
い
」『
源
氏
物
語
に
お
う
、
よ
そ
お
う
、
い
の
る
』

（
ウ
ェ
ッ
ジ
）
平
成
２０
年
５
月

・
田
中
圭
子
氏
「
平
安
中
期
の
歌
人
と
薫
物
│
源
公
忠
と
藤
原
公
任
を
中

心
に
│
」
広
島
女
学
院
大
学
大
学
院
言
語
文
化
論
叢
１５
・
平
成
２４
年
３

月
・
尾
崎
左
永
子
氏
『
平
安
時
代
の
薫
香
』（
フ
レ
グ
ラ
ン
ス
ジ
ャ
ー
ナ
ル

社
）
平
成
２５
年
１１
月

・
吉
海
直
人
「「
か
う
ば
し
」
攷
」『「
垣
間
見
」
る
源
氏
物
語
』（
笠
間
書

院
）
平
成
２０
年
７
月

・
吉
海
直
人
「「
な
つ
か
し
」
と
結
び
つ
く
香
り
」「
男
性
か
ら
女
性
へ
の

「
移
り
香
」」「
漂
う
香
り
「
追
風
」」『『
源
氏
物
語
』「
後
朝
の
別
れ
」

を
読
む
』（
笠
間
書
院
）
平
成
２８
年
１２
月

四
五


