
〔
要
旨
〕『
源
氏
物
語
』
に
お
け
る
「
き
よ
ら
」
と
い
う
語
の
初
出
は
、

「
世
に
な
く
き
よ
ら
な
る
玉
の
男
御
子
」
と
し
て
登
場
す
る
光
源
氏
誕
生

の
場
面
で
あ
る
。「
き
よ
ら
」
と
い
う
語
は
、「
き
よ
げ
」
と
対
比
し
て
、

「
き
よ
ら
」
を
一
流
の
美
、「
き
よ
げ
」
を
二
流
の
美
と
し
て
、
両
語
を
身

分
や
血
筋
で
区
別
す
る
の
が
主
流
で
あ
る
。
光
源
氏
以
外
に
、
冷
泉
帝
や

夕
霧
、
朱
雀
帝
も
「
き
よ
ら
」
の
人
と
さ
れ
て
い
る
。「
き
よ
ら
」
と
い

う
語
に
伴
う
語
句
を
比
較
す
る
と
、
光
源
氏
と
他
の
人
物
で
相
違
が
認
め

ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
近
接
語
に
着
目
す
る
こ
と
で
、
改
め
て
光
源
氏
を
形

容
す
る
「
き
よ
ら
」
の
考
察
を
試
み
る
。

光
源
氏
に
対
す
る
「
き
よ
ら
」
と
い
う
語
は
、
他
の
人
物
へ
の
「
き
よ

ら
」
と
は
異
な
る
力
を
秘
め
て
い
る
。
語
り
手
視
点
の
場
合
は
、
超
人
性

を
与
え
、
物
語
を
展
開
し
て
い
く
原
動
力
と
な
る
。
作
中
人
物
視
点
の
場

合
は
、
そ
の
人
物
に
美
し
い
と
い
う
気
持
ち
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
と
は
異

質
の
感
情
を
呼
び
起
こ
す
働
き
が
あ
る
。
そ
の
他
の
人
物
に
対
す
る
「
き

よ
ら
」
は
、
光
源
氏
を
喚
起
す
る
も
の
、
ま
た
は
、
他
の
人
物
と
比
較
し

た
相
対
的
な
も
の
で
あ
る
。

「
き
よ
ら
」
と
い
う
語
は
、
単
な
る
美
的
語
彙
に
と
ど
ま
ら
ず
、
光
源

氏
を
軸
と
す
る
絶
対
的
な
「
き
よ
ら
」
と
相
対
的
な
「
き
よ
ら
」
が
あ
る

こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。

〔
キ
イ
ワ
ー
ド
〕
源
氏
物
語
、
光
源
氏
、
き
よ
ら
、
近
接
語

は
じ
め
に

『
源
氏
物
語
』
に
お
け
る
人
物
の
美
的
表
現
の
一
つ
で
あ
る
「
き
よ
ら
」

と
い
う
語
彙
は
、「
き
よ
げ
」
と
対
比
し
て
多
く
の
先
行
研
究
が
あ
り
、

『
源
氏
物
語
』
光
源
氏
の
「
き
よ
ら
」
再
考

│
│
近
接
語
に
着
目
し
て
│
│

岸

ひ
と
み
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「
き
よ
ら
」
を
一
流
の
美
、「
き
よ
げ
」
を
二
流
の
美
と
し
て
、
両
語
を
身

分
や
血
筋
で
区
別
す
る
の
が
主
流
と
な
っ
て
い
る（
�

）。

『
源
氏
物
語
』
に
お
け
る
「
き
よ
ら
」
と
い
う
語
の
初
出
は
、
光
源
氏

誕
生
の
「
世
に
な
く
き
よ
ら
な
る
玉
の
男
御
子
」（『
新
編
日
本
古
典
文
学

全
集
』
桐
壺
巻
１８
頁
）
で
あ
る
。
阿
部
秋
生
氏
は
、「
世
に
な
く
き
よ
ら

な
る
」
に
つ
い
て
、「
あ
る
意
味
で
は
こ
の
条
件
が
物
語
の
展
開
し
て
ゆ

く
大
き
な
原
動
力
の
一
つ
と
な
っ
て
い
る
」
と
論
じ
ら
れ
て
い
る（
�

）。

「
世
に
な
く
」
と
い
う
言
葉
が
、「
き
よ
ら
」
に
上
接
し
、
光
源
氏
の
超
越

し
た
美
を
表
す
と
さ
れ
、「
き
よ
ら
」
と
い
う
語
は
、
光
源
氏
に
最
も
多

く
使
用
さ
れ
て
い
る（
�

）。

「
き
よ
ら
」「
き
よ
げ
」
の
隣
接
語
を
見
て
み
る
と
、「
き
よ
ら
」
に
し

か
伴
わ
な
い
語
が
あ
る（
�

）。
そ
の
代
表
的
な
も
の
が
「
世
に
な
し
」「
ゆ

ゆ
し
」
と
い
う
言
葉
で
、
両
語
は
光
源
氏
を
形
容
す
る
「
き
よ
ら
」
だ
け

に
接
続
す
る
。

先
行
研
究
で
は
、「
き
よ
ら
」「
き
よ
げ
」
の
両
語
に
伴
う
語
句
の
相
違

に
注
目
さ
れ
て
い
る
が（
�

）、
人
物
毎
の
隣
接
語
の
特
徴
や
、
隣
接
語
と

「
き
よ
ら
」
と
の
語
法
的
関
係
を
重
視
し
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
隣
接

語
に
は
、「
き
よ
ら
」
と
い
う
語
に
上
接
し
て
、「
き
よ
ら
」
を
修
飾
す
る

も
の
、
並
列
関
係
に
あ
る
も
の
、
下
接
し
て
因
果
関
係
を
示
す
も
の
が
あ

り
、
区
別
し
て
論
じ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

本
稿
で
は
、「
世
に
な
く
き
よ
ら
」
と
い
う
言
葉
を
起
点
と
し
て
、「
き

よ
ら
」
と
い
う
語
の
隣
接
や
周
辺
に
位
置
す
る
語
句
に
注
目
し
、
人
物
別

に
近
接
語
の
特
徴
や
「
き
よ
ら
」
と
の
文
法
上
の
関
係
を
踏
ま
え
て
、
改

め
て
光
源
氏
に
対
す
る
「
き
よ
ら
」
と
い
う
語
の
考
察
を
試
み
る
。

冷
泉
帝
を
「
き
よ
ら
」
と
形
容
す
る
と
き
、
常
に
光
源
氏
に
酷
似
し
て

い
る
こ
と
が
記
述
さ
れ
て
い
る
。
夕
霧
に
つ
い
て
は
、
夕
霧
を
「
き
よ

ら
」
と
評
す
る
語
り
手
や
作
中
人
物
が
、
他
の
人
物
を
意
識
す
る
中
で
、

そ
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。
光
源
氏
の
超
人
性
を
表
現
す
る
言
葉
に
は
、

「
世
に
な
し
」「
ゆ
ゆ
し
」
以
外
に
、「
光
」「
玉
」
な
ど
が
存
在
す
る
。
通

常
、
人
物
に
対
す
る
「
き
よ
ら
」
は
、
す
べ
て
同
じ
意
味
と
捉
え
る
べ
き

で
あ
る
が
、
光
源
氏
を
形
容
す
る
「
き
よ
ら
」
と
い
う
語
自
体
に
、
そ
れ

ら
に
類
似
す
る
特
別
な
も
の
が
内
在
す
る
の
で
は
な
い
か
。
光
源
氏
と
他

の
人
物
に
対
す
る
「
き
よ
ら
」
の
近
接
語
を
比
較
す
る
こ
と
で
、
光
源
氏

を
「
き
よ
ら
」
と
す
る
表
現
が
持
つ
意
味
を
捉
え
た
い
。

一
、
光
源
氏
の
「
き
よ
ら
」

光
源
氏
を
形
容
す
る
「
き
よ
ら
」
と
い
う
語
は
、
ど
の
よ
う
な
語
句
を

九
八



伴
っ
て
い
る
の
か
見
て
い
き
た
い
。
ま
ず
、
光
源
氏
に
特
徴
的
な
言
葉
で

あ
る
「
世
に
な
し
」「
ゆ
ゆ
し
」
を
取
り
上
げ
る
。
光
源
氏
誕
生
の
場
面

で
次
の
と
お
り
語
ら
れ
る
。

①
世
に
な
く
き
よ
ら
な
る
玉
の
男
御
子
さ
へ
生
ま
れ
た
ま
ひ
ぬ
。

（
桐
壺
巻
１８
頁
）

「
き
よ
ら
」
と
は
、
新
編
頭
注
で
「
最
上
の
美
し
さ
」
と
し
て
い
る
。

「
世
に
な
く
」「
玉
」
と
い
う
語
が
「
き
よ
ら
な
る
」
に
隣
接
し
、
超
人
的

な
美
を
持
つ
主
人
公
が
登
場
す
る
。「
世
に
な
く
」
に
類
似
す
る
語
句
は
、

「
こ
の
世
の
も
の
と
も
お
ぼ
え
た
ま
は
ず
」（
若
紫
巻
２２４
頁
）、「
こ
の
世
に

見
え
ぬ
心
地
し
て
」（
行
幸
巻
２９７
頁
）
と
、
光
源
氏
に
対
し
、
こ
れ
以
降

も
用
い
ら
れ
る
。
加
え
て
、「
ゆ
ゆ
し
」
と
い
う
言
葉
を
伴
う
の
が
、
二

例
あ
る
。
共
に
「
き
よ
ら
」
の
近
接
語
と
し
て
、「
こ
の
世
の
も
の
」
で

は
な
い
と
い
う
表
現
が
あ
る
が
、
両
語
と
「
き
よ
ら
」
と
の
語
法
的
関
係

が
異
な
る
。

②
い
と
ど
こ
の
世
の
も
の
な
ら
ず
き
よ
ら
に
お
よ
す
け
た
ま
へ
れ
ば
、

い
と
ゆ
ゆ
し
う
思
し
た
り
。
明
く
る
年
の
春
、
坊
定
ま
り
た
ま
ふ
に

も
、
い
と
ひ
き
越
さ
ま
ほ
し
う
思
せ
ど
、

（
桐
壺
巻
３７
頁
）

③
海
見
や
ら
る
る
廊
に
出
で
た
ま
ひ
て
、
た
た
ず
み
た
ま
ふ
御
さ
ま
の

ゆ
ゆ
し
う
き
よ
ら
な
る
こ
と
、
所
が
ら
は
ま
し
て
こ
の
世
の
も
の
と

見
え
た
ま
は
ず
。

（
須
磨
巻
２００
頁
）

用
例
②
は
、
地
の
文
で
あ
る
が
、
語
り
手
が
桐
壺
帝
の
視
線
・
心
に
即

し
て
「
き
よ
ら
」
と
記
述
し
て
い
る
の
で
、
桐
壺
帝
の
視
点
と
な
る
。
以

下
の
地
の
文
の
用
例
に
お
け
る
視
点
に
つ
い
て
も
同
様
に
扱
う
。

用
例
①
と
同
様
に
、「
こ
の
世
の
も
の
な
ら
ず
」
が
、「
き
よ
ら
」
を
修

飾
し
て
い
る
。
そ
の
結
果
、
桐
壺
帝
は
「
ゆ
ゆ
し
う
」
と
い
う
感
情
を
持

ち
、
光
源
氏
を
東
宮
に
、
と
ま
で
思
っ
て
い
る
。
新
編
頭
注
で
、「
あ
ま

り
に
美
し
い
も
の
は
鬼
神
に
魅
入
ら
れ
る
と
い
う
俗
信
か
ら
の
発
想
」
と

記
し
て
い
る
。

用
例
③
は
、
供
人
の
視
線
が
語
り
手
の
視
線
と
同
化
し
、
光
源
氏
が

「
き
よ
ら
」
で
あ
る
様
子
が
「
こ
の
世
の
も
の
と
見
え
た
ま
は
ず
」
と
さ

れ
て
い
る
。
用
例
②
と
は
異
な
り
、「
き
よ
ら
」
を
修
飾
す
る
の
は
、「
ゆ

ゆ
し
う
」
で
あ
る
。「
ゆ
ゆ
し
う
」
と
い
う
語
は
、
②
で
は
桐
壺
帝
の
心

情
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
③
は
光
源
氏
の
美
質
を
表
現
し
て
い
る
。

藤
田
加
代
氏
が
、「
ゆ
ゆ
し
」
に
つ
い
て
「「
こ
の
世
の
も
の
」
な
ら
ぬ

怪
し
い
「
力
」
を
呼
ぶ
美
」
と
さ
れ
て
い
る（
�

）。「
ゆ
ゆ
し
」
と
「
き
よ

ら
」
が
結
び
つ
く
こ
と
で
、「
き
よ
ら
」
と
い
う
語
が
、
神
性
を
感
じ
さ

せ
る
よ
う
な
美
と
な
っ
て
い
る
。「
世
に
な
く
」「
こ
の
世
の
も
の
な
ら

ず
」「
ゆ
ゆ
し
う
」
と
い
う
語
句
が
、「
き
よ
ら
」
を
修
飾
し
て
、
光
源
氏

九
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の
美
が
超
人
性
を
持
つ
と
読
め
る
。

そ
こ
で
、「
き
よ
ら
」
に
上
接
す
る
語
が
、「
な
ま
め
か
し
」
の
よ
う

に
、
後
述
の
朱
雀
帝
の
「
き
よ
ら
」、
薫
に
対
す
る
「
き
よ
げ
」（
総
角
巻

３３１
頁
）
に
も
接
続
し
て
、
光
源
氏
固
有
の
も
の
で
な
い
場
合
は
、
ど
う
な

っ
て
い
る
の
か
見
て
い
き
た
い
。

④
入
り
方
の
月
い
と
明
き
に
、
い
と
ど
な
ま
め
か
し
う
き
よ
ら
に
て
、

も
の
を
思
い
た
る
さ
ま
、
虎
、
狼
だ
に
泣
き
ぬ
べ
し
。（

須
磨
巻
１６９
頁
）

⑤
雪
の
光
に
、
い
と
ど
き
よ
ら
に
若
う
見
え
た
ま
ふ
を
、
老
人
ど
も
笑

み
さ
か
え
て
見
た
て
ま
つ
る
。

（
末
摘
花
巻
２９２
頁
）

⑥
桜
の
御
直
衣
に
え
な
ら
ぬ
御
衣
ひ
き
重
ね
て
、
た
き
し
め
装
束
き
た

ま
ひ
て
罷
申
し
し
た
ま
ふ
さ
ま
、
隈
な
き
夕
日
に
い
と
ど
し
く
き
よ

ら
に
見
え
た
ま
ふ
を
、
女
君
た
だ
な
ら
ず
見
た
て
ま
つ
り
送
り
た
ま

ふ
。

（
薄
雲
巻
４３８
頁
）

用
例
④
は
、
女
房
の
視
点
で
あ
る
が
、
途
中
か
ら
、
語
り
手
が
光
源
氏

の
「
き
よ
ら
」
美
に
対
し
て
「
虎
、
狼
だ
に
泣
き
ぬ
べ
し
」
と
し
て
い

る
。『
河
海
抄
』
の
「
仏
根
涅
槃
の
時
は
虎
狼
も
花
を
く
ひ
人
を
舐
て
か

な
し
む
と
云
へ
り
」
と
い
う
注
か
ら（
�

）、『
玉
上
評
釈
』
で
は
、「
源
氏

の
離
京
は
、
仏
の
�
槃
に
も
た
と
え
ら
れ
よ
う
」
と
さ
れ
て
い
る
。
光
源

氏
を
仏
に
見
立
て
、「
き
よ
ら
」
と
い
う
語
だ
け
で
、
用
例
①
か
ら
③
と

同
様
に
、
光
源
氏
の
美
に
超
人
性
を
も
た
ら
し
て
い
る
。

用
例
⑤
は
、
老
女
房
の
視
点
で
、
光
源
氏
の
姿
を
見
て
「
笑
み
さ
か
え

て
」
と
、
喜
び
を
顔
一
杯
に
表
し
て
い
る
。
老
女
房
は
、
貧
し
く
人
の
訪

れ
も
な
い
寂
し
い
暮
ら
し
の
中
で
、
光
源
氏
の
来
訪
で
今
ま
で
の
辛
さ
が

吹
き
飛
ぶ
よ
う
な
気
持
ち
に
な
っ
て
い
る
。
阿
部
秋
生
氏
は
、「
相
好
を

崩
し
て
い
る
裏
に
あ
る
、
好
色
な
、
し
か
も
強
い
打
算
を
伴
っ
た
物
見
高

い
性
根
」
を
描
い
て
い
る
と
さ
れ（
�
）、
老
女
房
は
単
純
に
光
源
氏
の
美

し
さ
に
感
動
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

用
例
⑥
は
、
紫
の
上
の
視
点
で
、
美
し
く
着
飾
っ
た
光
源
氏
を
見
て

「
た
だ
な
ら
ず
」
と
、
光
源
氏
の
姿
を
た
だ
美
し
い
と
思
う
だ
け
で
な
く
、

明
石
の
君
を
訪
問
す
る
こ
と
に
嫉
妬
し
て
い
る
。

次
に
「
き
よ
ら
」
に
一
例
し
か
隣
接
し
な
い
語
句
を
取
り
上
げ
る
。

⑦
こ
と
さ
ら
に
田
舎
び
も
て
な
し
た
ま
へ
る
し
も
い
み
じ
う
、
見
る
に

笑
ま
れ
て
き
よ
ら
な
り
。

（
須
磨
巻
２１３
頁
）

⑧
戯
れ
た
ま
ふ
御
さ
ま
の
、
に
ほ
ひ
や
か
に
き
よ
ら
な
る
を
見
た
て
ま

つ
る
に
も
、
か
か
る
人
に
並
び
て
、
い
か
ば
か
り
の
こ
と
に
か
心
を

移
す
人
は
も
の
し
た
ま
は
む
、

（
若
菜
上
巻
１４４
頁
）

用
例
⑦
は
、
頭
中
将
の
視
点
で
あ
る
。
光
源
氏
が
須
磨
で
辛
い
暮
ら
し
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を
送
り
、
や
つ
れ
て
い
る
だ
ろ
う
と
、
頭
中
将
に
は
心
配
や
不
安
も
あ
っ

た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
光
源
氏
が
質
素
な
身
な
り
を
し
て
い
る
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
か
え
っ
て
素
晴
ら
し
く
、「
見
る
に
笑
ま
れ
て
き
よ
ら
」
で

あ
る
と
記
さ
れ
て
い
る
。「
見
る
に
笑
ま
れ
て
」
と
い
う
語
句
は
、
玉
鬘

を
「
け
劣
り
た
れ
ど
、
見
る
に
笑
ま
る
る
さ
ま
」（
野
分
巻
２８０
頁
）
と
描

く
よ
う
に
、
美
質
を
絶
対
化
す
る
言
葉
で
は
な
い
。

用
例
⑧
は
、
柏
木
が
源
氏
の
様
子
を
見
て
「
に
ほ
ひ
や
か
に
き
よ
ら
」

と
感
じ
て
い
る
。「
に
ほ
ひ
や
か
」
が
、「
き
よ
ら
」
を
修
飾
す
る
の
で
は

な
く
、
両
語
は
並
列
関
係
に
あ
る
。
美
的
形
容
と
し
て
男
性
に
対
す
る
も

の
は
、
否
定
形
を
除
く
と
、
匂
宮
の
「
に
ほ
ひ
や
か
に
を
か
し
け
れ
ば
」

（
東
屋
巻
４６
頁
）
だ
け
で
あ
る
。

松
井
佳
子
氏
、
吉
海
直
人
氏
が
、「
に
ほ
ひ
や
か
」
と
「
き
よ
ら
」
は

辞
書
的
に
は
相
容
れ
な
い
が
、
両
者
を
融
合
さ
せ
た
美
と
し
、
そ
れ
が
光

源
氏
の
絶
対
美
と
論
じ
ら
れ
て
い
る（
�

）。
柏
木
が
光
源
氏
の
美
し
さ
に

圧
倒
さ
れ
、
女
三
の
宮
に
情
け
を
か
け
て
も
ら
う
こ
と
は
無
理
だ
と
絶
望

し
、
そ
の
後
、
柏
木
に
苦
悩
を
呼
び
起
こ
す
こ
と
に
な
る
。
光
源
氏
を
美

し
い
と
思
う
だ
け
で
な
く
、「
き
よ
ら
」
と
感
じ
る
人
物
の
心
を
乱
し
て

い
る
。
光
源
氏
の
「
き
よ
ら
」
自
体
に
絶
対
美
を
認
め
、
柏
木
を
絶
望
の

淵
に
突
き
落
と
す
力
と
な
っ
て
い
る
と
捉
え
た
い
。

次
は
、
こ
れ
ま
で
の
も
の
と
は
異
な
り
、
光
源
氏
の
髪
に
対
す
る
も
の

で
あ
る
。

⑨
い
と
き
よ
ら
な
る
御
髪
を
そ
ぐ
ほ
ど
心
苦
し
げ
な
る
を
、
上
は
、
御

息
所
の
見
ま
し
か
ば
と
思
し
出
づ
る
に
、
た
へ
が
た
き
を
心
づ
よ
く

念
じ
か
へ
さ
せ
た
ま
ふ
。

（
桐
壺
巻
４５
頁
）

光
源
氏
元
服
の
儀
の
場
面
で
、
桐
壺
帝
が
光
源
氏
の
髪
を
「
き
よ
ら
」

で
あ
る
と
形
容
し
、
桐
壺
更
衣
を
思
い
出
し
て
い
る
。
こ
の
場
に
登
場
す

る
人
物
に
つ
い
て
、「
お
は
し
ま
す
殿
の
東
の
廂
、
東
向
き
に
倚
子
立
て

て
、
冠
者
の
御
座
、
引
入
れ
の
大
臣
の
御
座
御
前
に
あ
り
。
申
の
刻
に
て

源
氏
参
り
た
ま
ふ
」（
桐
壺
巻
４５
頁
）
と
描
写
さ
れ
、
こ
の
配
置
で
は
、

桐
壺
帝
か
ら
は
光
源
氏
の
顔
は
あ
ま
り
見
え
ず
、
髪
が
見
え
て
い
る
だ
け

で
あ
る（
）。

桐
壺
帝
は
光
源
氏
の
今
ま
で
の
成
長
の
様
子
を
思
い
出
し
、
我
が
子
を

慈
し
む
桐
壺
更
衣
の
面
影
を
見
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
桐
壺
帝
に
は
光
源

氏
の
顔
が
よ
く
見
え
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、「
き
よ
ら
」
と
い
う
語
が
光

源
氏
を
喚
起
し
、
桐
壺
更
衣
を
想
起
し
た
の
で
は
な
い
か
。

語
り
手
か
ら
超
人
的
な
美
を
与
え
ら
れ
た
光
源
氏
は
、
作
中
人
物
視
点

の
場
合
で
は
、
光
源
氏
を
形
容
す
る
「
き
よ
ら
」
と
い
う
表
現
は
、
他
に

類
が
な
い
ほ
ど
美
し
い
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、
人
の
心
を
揺
り
動
か
す
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力
を
持
つ
。
そ
れ
は
美
し
い
も
の
に
感
動
し
た
り
、
美
し
い
か
ら
好
意
を

持
つ
と
い
う
も
の
で
は
な
く
、「
美
」
以
外
の
も
の
に
向
け
ら
れ
る
異
質

の
感
情
を
引
き
起
こ
す
力
を
持
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

二
、
冷
泉
帝
の
「
き
よ
ら
」

冷
泉
帝
は
、「
同
じ
光
に
て
さ
し
出
で
た
ま
へ
れ
ば
、
瑕
な
き
玉
」（
紅

葉
賀
巻
３２８
頁
）
と
、
光
源
氏
と
同
様
に
赤
児
に
対
す
る
最
高
の
賛
辞
が
あ

っ
た
。

冷
泉
帝
が
誕
生
し
た
時
点
で
は
、「
い
と
あ
さ
ま
し
う
め
づ
ら
か
な
る

ま
で
写
し
取
り
た
ま
へ
る
さ
ま
、
違
ふ
べ
く
も
あ
ら
ず
」（
紅
葉
賀
巻
３２６

頁
）
と
語
り
手
か
ら
評
さ
れ
、
桐
壺
帝
が
初
め
て
冷
泉
帝
を
見
た
時
は
、

「
あ
さ
ま
し
き
ま
で
紛
れ
ど
こ
ろ
な
き
御
顔
つ
き
を
、
思
し
よ
ら
ぬ
こ
と

に
し
あ
れ
ば
、
ま
た
並
び
な
き
ど
ち
は
げ
に
通
ひ
た
ま
へ
る
に
こ
そ
は
と

思
ほ
し
け
り
」（
紅
葉
賀
巻
３２８
頁
）
と
、
光
源
氏
に
瓜
二
つ
で
あ
る
こ
と

が
繰
り
返
さ
れ
る
。

共
に
真
実
を
知
る
語
り
手
の
視
点
で
、
初
め
て
冷
泉
帝
の
容
貌
を
記
述

し
、
光
源
氏
に
酷
似
し
て
い
る
こ
と
が
、
こ
れ
か
ら
の
物
語
を
展
開
す
る

に
あ
た
っ
て
、
基
底
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
場
面
で
冷
泉
帝
を

「
き
よ
ら
」
と
描
写
す
る
こ
と
は
な
い
。

冷
泉
帝
が
は
じ
め
て
「
き
よ
ら
」
と
表
さ
れ
る
の
は
、
藤
壺
が
東
宮
の

冷
泉
帝
に
対
面
し
て
い
る
場
面
で
、
藤
壺
の
視
点
で
記
さ
れ
て
い
る
。

⑩
御
髪
は
ゆ
ら
ゆ
ら
と
き
よ
ら
に
て
、
ま
み
の
な
つ
か
し
げ
に
に
ほ
ひ

た
ま
へ
る
さ
ま
、
お
と
な
び
た
ま
ふ
ま
ま
に
、
た
だ
か
の
御
顔
を
抜

き
す
べ
た
ま
へ
り
。

（
賢
木
巻
１１５
頁
）

⑪
御
歯
の
す
こ
し
朽
ち
て
、
口
の
内
黒
み
て
、
笑
み
た
ま
へ
る
か
を
り

う
つ
く
し
き
は
、
女
に
て
見
た
て
ま
つ
ら
ま
ほ
し
う
き
よ
ら
な
り
。

い
と
か
う
し
も
お
ぼ
え
た
ま
へ
る
こ
そ
心
憂
け
れ
と
、（

賢
木
巻
１１６
頁
）

用
例
⑩
の
前
に
、「
涙
の
落
つ
れ
ば
、
恥
づ
か
し
と
思
し
て
、
さ
す
が

に
背
き
た
ま
へ
る
」（
賢
木
巻
１１５
頁
）
と
い
う
記
述
が
あ
る
。
東
宮
の
冷

泉
帝
が
、
藤
壺
に
泣
き
顔
を
見
ら
れ
た
く
な
い
の
で
、
顔
を
背
け
た
た

め
、
髪
が
揺
れ
、
藤
壺
は
そ
れ
を
見
て
「
き
よ
ら
」
と
感
じ
た
。
冷
泉
帝

は
六
歳
で
、
角
髪
を
結
っ
て
お
り
、
藤
壺
か
ら
見
え
る
の
は
、
冷
泉
帝
の

「
髪
」
と
「
ま
み
」
だ
け
で
あ
る
。
こ
の
点
は
、
用
例
⑨
の
桐
壺
帝
の
視

線
と
類
似
し
て
い
る
。

続
く
用
例
⑪
で
、
藤
壺
は
、
冷
泉
帝
の
歯
と
口
の
中
が
見
え
て
、
ほ
ほ

笑
む
顔
を
正
面
か
ら
見
て
い
る
。「
女
に
て
見
た
て
ま
つ
ら
ま
ほ
し
」
が
、
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「
き
よ
ら
」
に
接
続
す
る
の
は
こ
の
一
例
だ
け
で
あ
る
。「
女
に
て
見
る
」

と
い
う
言
葉
に
つ
い
て
、
吉
海
直
人
氏
が
、『
源
氏
物
語
』
の
特
殊
表
現

と
し
て
、
天
皇
家
特
有
の
女
性
的
男
性
美
を
形
容
す
る
も
の
と
さ
れ
て
い

る（
）。
雨
夜
の
品
定
め
の
場
面
で
、
光
源
氏
の
打
ち
解
け
た
様
子
を

「
女
に
て
見
た
て
ま
つ
ら
ま
ほ
し
」（
帚
木
巻
６１
頁
）
と
記
述
す
る
の
が
、

物
語
で
の
初
出
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
語
句
が
、
光
源
氏
を
思
い
起
こ

す
表
現
で
あ
る
と
捉
え
た
い（
）。

二
つ
の
「
き
よ
ら
」
の
用
例
は
、
共
に
冷
泉
帝
が
「
き
よ
ら
」
と
形
容

さ
れ
た
後
に
、
光
源
氏
と
そ
っ
く
り
で
あ
る
と
記
さ
れ
、
同
じ
よ
う
な
描

写
に
見
え
る
。
し
か
し
、
用
例
⑩
は
、
⑪
と
は
異
な
り
、
藤
壺
に
は
冷
泉

帝
の
顔
が
は
っ
き
り
と
は
見
え
て
い
な
い
に
も
関
わ
ら
ず
、
光
源
氏
に
瓜

二
つ
と
思
っ
て
い
る
。
藤
壺
は
幼
い
頃
の
光
源
氏
を
思
い
起
こ
し
て
お

り
、
冷
泉
帝
の
顔
を
見
て
思
い
出
し
た
の
で
は
な
い
。「
お
と
な
び
た
ま

ふ
ま
ま
に
」
と
あ
る
の
で
、
冷
泉
帝
が
成
長
と
と
も
に
変
わ
っ
て
い
く
顔

を
光
源
氏
と
見
比
べ
て
い
る
。

冷
泉
帝
の
髪
を
「
き
よ
ら
」
と
思
っ
た
後
に
、
光
源
氏
と
そ
っ
く
り
と

感
じ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
記
憶
の
中
で
光
源
氏
を
思
い
浮
か
べ
て
い

る
こ
と
に
な
る
。
用
例
⑪
で
は
直
接
冷
泉
帝
の
顔
を
見
て
い
る
の
で
、
そ

こ
か
ら
光
源
氏
を
思
い
出
し
て
い
る
。
両
用
例
に
よ
っ
て
、
過
去
か
ら
現

在
に
至
る
時
の
流
れ
の
中
で
藤
壺
は
二
人
を
見
つ
め
て
い
る
こ
と
に
な

る
。「
き
よ
ら
」
と
い
う
語
は
、
光
源
氏
を
呼
び
起
こ
す
言
葉
と
い
え
そ

う
で
あ
る
。

次
の
二
例
は
、
地
の
文
で
あ
る
が
、
玉
鬘
視
点
で
記
述
さ
れ
て
い
る
。

⑫
月
の
明
き
に
、
御
容
貌
は
い
ふ
よ
し
な
く
き
よ
ら
に
て
、
た
だ
か
の

大
臣
の
御
け
は
ひ
に
違
ふ
と
こ
ろ
な
く
お
は
し
ま
す
。
か
か
る
人
は

ま
た
も
お
は
し
け
り
と
見
た
て
ま
つ
り
た
ま
ふ
。（

真
木
柱
巻
３８５
頁
）

⑬
濃
く
な
り
は
つ
ま
じ
き
に
や
」
と
仰
せ
ら
る
る
さ
ま
、
い
と
若
く
き

よ
ら
に
恥
づ
か
し
き
を
、
違
ひ
た
ま
へ
る
と
こ
ろ
や
あ
る
と
思
ひ
慰

め
て
聞
こ
え
た
ま
ふ
。

（
真
木
柱
巻
３８５
頁
）

こ
の
時
、
玉
鬘
は
不
本
意
に
も
髭
黒
と
結
婚
し
、
宮
中
に
出
仕
し
て
い

る
。
玉
鬘
が
、
冷
泉
帝
を
初
め
て
見
た
の
は
、
冷
泉
帝
の
行
幸
の
場
面

で
、「
帝
の
、
赤
色
の
御
衣
奉
り
て
う
る
は
し
う
動
き
な
き
御
か
た
は
ら

目
に
、
な
ず
ら
ひ
き
こ
ゆ
べ
き
人
な
し
」（
行
幸
巻
２９１
頁
）
と
記
述
さ
れ
、

玉
鬘
が
、
冷
泉
帝
を
「
き
よ
ら
」
と
思
う
こ
と
は
な
か
っ
た
。
続
い
て
、

玉
鬘
の
視
線
が
内
大
臣
や
他
の
殿
上
人
に
移
り
、「
源
氏
の
大
臣
の
御
顔

ざ
ま
は
、
別
物
と
も
見
え
た
ま
は
ぬ
を
、
思
ひ
な
し
の
い
ま
す
こ
し
い
つ

か
し
う
、
か
た
じ
け
な
く
め
で
た
き
な
り
」（
行
幸
巻
２９１
頁
）
と
描
か
れ

一
〇
三



て
い
た
。

玉
鬘
が
冷
泉
帝
を
「
き
よ
ら
」
と
表
し
て
い
な
い
場
面
で
は
、
冷
泉
帝

が
一
番
素
晴
ら
し
い
と
し
て
、
そ
の
比
較
対
象
の
一
人
と
し
て
、
冷
泉
帝

に
似
て
い
る
光
源
氏
を
挙
げ
て
い
る
。

用
例
⑫
で
「
い
ふ
よ
し
な
し
」
が
、「
き
よ
ら
」
を
修
飾
し
て
い
る
。

「
い
ふ
よ
し
な
し
」
は
、
単
独
で
光
源
氏
を
形
容
す
る
二
例
に
用
い
ら
れ

て
い
る（
）。
玉
鬘
は
、
冷
泉
帝
の
顔
を
「
き
よ
ら
」
と
感
じ
て
か
ら
光

源
氏
を
思
い
浮
か
べ
て
い
る
。

用
例
⑬
で
は
、
冷
泉
帝
の
様
子
に
対
し
て
「
き
よ
ら
」
と
し
て
い
る
。

「
若
し
」
は
「
き
よ
げ
」
に
も
上
接
し
、
両
語
は
並
列
関
係
に
あ
る
。
玉

鬘
は
、
冷
泉
帝
が
自
分
に
対
し
て
光
源
氏
の
よ
う
な
恋
情
を
抱
い
て
い
な

い
と
思
っ
て
い
た
の
に
、
そ
う
で
は
な
か
っ
た
こ
と
に
気
づ
く
。
こ
れ

は
、
光
源
氏
の
自
分
に
対
す
る
感
情
と
同
じ
で
、
光
源
氏
が
自
分
に
懸
想

し
た
こ
と
を
思
い
出
し
て
い
る
。
用
例
⑫
と
は
異
な
り
、
光
源
氏
の
自
分

へ
の
振
る
舞
い
を
想
起
し
て
い
る
。

次
は
語
り
手
の
視
点
で
、
冷
泉
帝
の
元
服
に
際
し
て
の
描
写
で
あ
る
。

⑭
十
一
に
な
り
た
ま
へ
ど
、
ほ
ど
よ
り
大
き
に
お
と
な
し
う
き
よ
ら
に

て
、
た
だ
源
氏
の
大
納
言
の
御
顔
を
二
つ
に
う
つ
し
た
ら
む
や
う
に

見
え
た
ま
ふ
。
い
と
ま
ば
ゆ
き
ま
で
光
り
あ
ひ
た
ま
へ
る
を
、
世
人

め
で
た
き
も
の
に
聞
こ
ゆ
れ
ど
、

（
澪
標
巻
２８１
頁
）

冷
泉
帝
が
光
源
氏
に
生
き
写
し
で
あ
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
、「
ま
ば
ゆ

き
ま
で
光
り
あ
ひ
た
ま
へ
る
」
と
、
光
源
氏
と
冷
泉
帝
の
「
き
よ
ら
」
の

美
が
、
重
ね
ら
れ
て
い
る
。
語
り
手
が
冷
泉
帝
を
「
光
」
と
、
最
上
の
美

質
で
表
現
す
る
の
は
、「
月
日
の
光
の
空
」（
紅
葉
賀
巻
３４９
頁
）
の
よ
う

に
、
二
人
を
並
べ
て
表
現
し
た
と
き
だ
け
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
冷
泉
帝
が
「
き
よ
ら
」
と
さ
れ
る
場
合
は
、
光
源
氏
と

瓜
二
つ
で
あ
る
こ
と
と
セ
ッ
ト
に
な
っ
て
お
り
、
作
中
人
物
視
点
で
は
、

光
源
氏
を
喚
起
す
る
語
句
と
な
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

三
、
夕
霧
の
「
き
よ
ら
」

本
章
で
は
夕
霧
を
取
り
上
げ
る
。
夕
霧
は
、
誕
生
時
に
光
源
氏
か
ら
、

「
ま
み
、
口
つ
き
、
た
だ
春
宮
の
御
同
じ
さ
ま
な
れ
ば
」（
葵
巻
７８
頁
）
と

記
さ
れ
、
夕
霧
は
冷
泉
帝
に
よ
く
似
て
い
る
。
夕
霧
が
、
初
め
て
「
き
よ

ら
」
と
記
述
さ
れ
る
の
は
、
次
の
用
例
で
あ
る
。

⑮
直
衣
な
ど
さ
ま
変
れ
る
色
聴
さ
れ
て
参
り
た
ま
ふ
。
き
び
は
に
き
よ

ら
な
る
も
の
か
ら
、
ま
だ
き
に
お
よ
す
げ
て
、
さ
れ
歩
き
た
ま
ふ
。

帝
よ
り
は
じ
め
た
て
ま
つ
り
て
、
思
し
た
る
さ
ま
な
べ
て
な
ら
ず
、
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世
に
め
づ
ら
し
き
御
お
ぼ
え
な
り
。

（
少
女
巻
６２
頁
）

夕
霧
は
こ
の
前
に
元
服
し
、
十
二
歳
に
な
っ
て
い
る
。
冷
泉
帝
の
元
服

時
は
用
例
⑭
で
、
共
に
語
り
手
の
視
点
で
あ
る
が
、「
き
よ
ら
」
に
上
接

す
る
語
は
異
な
る
。
冷
泉
帝
は
「
お
と
な
し
う
き
よ
ら
」、
夕
霧
は
「
き

び
は
に
き
よ
ら
」
と
、
対
照
的
で
あ
る
。
夕
霧
に
対
し
て
は
、
冷
泉
帝
の

「
光
あ
ひ
た
ま
へ
る
」
と
い
う
よ
う
な
、
光
源
氏
と
重
ね
た
賛
美
は
な
い
。

そ
れ
ま
で
夕
霧
は
気
が
鬱
い
で
い
た
が
、
浅
葱
色
と
異
な
る
色
を
聴
さ

れ
、
自
信
に
満
ち
て
宮
中
に
参
内
し
て
い
る
。
帝
を
含
め
て
周
囲
の
者
が

夕
霧
を
大
事
に
し
て
い
る
。
夕
霧
が
「
き
よ
ら
」
で
あ
る
か
ら
で
は
な

く
、
光
源
氏
の
子
で
あ
る
た
め
で
あ
る
。

次
の
二
例
も
、
語
り
手
視
点
で
あ
る
が
、
そ
の
視
線
が
夕
霧
以
外
の
人

物
に
も
注
が
れ
て
い
る
。

⑯
い
づ
れ
と
な
く
を
か
し
き
容
貌
ど
も
な
れ
ど
、
な
ほ
人
に
す
ぐ
れ

て
、
あ
ざ
や
か
に
き
よ
ら
な
る
も
の
か
ら
、
な
つ
か
し
う
よ
し
づ
き

恥
づ
か
し
げ
な
り
。

（
藤
裏
葉
巻
４３６
頁
）

⑰
あ
ら
ま
ほ
し
く
う
つ
く
し
げ
な
る
御
あ
は
ひ
な
れ
ど
、
女
は
、
ま
た

か
か
る
容
貌
の
た
ぐ
ひ
も
な
ど
か
な
か
ら
ん
と
見
え
た
ま
へ
り
。
男

は
、
際
も
な
く
き
よ
ら
に
お
は
す
。

（
藤
裏
葉
巻
４５７
頁
）

用
例
⑯
は
、
夕
霧
を
「
人
に
す
ぐ
れ
て
」
と
、
内
大
臣
で
あ
る
頭
中
将

一
族
と
の
比
較
で
、
内
大
臣
達
を
圧
倒
し
て
「
き
よ
ら
」
と
記
し
て
い

る
。
以
前
は
、
夕
霧
に
対
し
て
「
を
さ
を
さ
け
は
ひ
劣
ら
ず
よ
そ
ほ
し
く

て
」（
藤
裏
葉
巻
４３２
頁
）
と
し
た
の
に
、
こ
の
場
面
で
は
夕
霧
の
美
的
評

価
が
高
め
ら
れ
て
い
る
。
内
大
臣
が
雲
居
雁
と
夕
霧
の
結
婚
を
許
す
展
開

を
、
語
り
手
が
後
押
し
し
て
い
る
よ
う
に
も
取
れ
る
。

「
あ
ざ
や
か
」
は
、
夕
霧
に
対
す
る
「
も
の
清
げ
」（
夕
霧
巻
４７１
頁
）
に

も
上
接
す
る
。
単
独
で
は
、
髭
黒
に
つ
い
て
「
か
の
並
び
な
き
御
光
に
こ

そ
圧
さ
る
れ
ど
、
い
と
あ
ざ
や
か
に
男
々
し
き
さ
ま
し
て
」（
真
木
柱
巻

３６４
頁
）
と
い
う
用
例
が
あ
り
、
美
的
に
は
劣
位
に
あ
る
人
物
に
対
し
て

も
、
こ
の
語
が
使
用
さ
れ
て
い
る
。

用
例
⑰
で
は
、
雲
居
雁
の
顔
は
人
並
み
に
美
し
い
と
し
て
、
夕
霧
を
雲

居
雁
と
の
対
比
で
「
き
よ
ら
」
と
し
て
い
る
。
こ
の
場
面
の
前
で
雲
居
雁

は
、「
ね
び
ま
さ
れ
る
御
あ
り
さ
ま
、
い
と
ど
飽
か
ぬ
と
こ
ろ
な
く
め
や

す
し
」（
藤
裏
葉
巻
４４１
頁
）
と
、
語
り
手
か
ら
褒
め
ら
れ
て
い
た
。
同
じ

よ
う
に
、
雲
居
雁
が
夕
霧
と
共
に
い
る
の
に
、
こ
の
場
面
で
は
雲
居
雁
へ

の
美
的
評
価
が
低
く
な
っ
て
い
る
。
夕
霧
と
雲
居
雁
を
対
照
的
に
描
き
、

以
前
に
乳
母
が
夕
霧
を
馬
鹿
に
し
た
こ
と
に
対
し
て
、
語
り
手
は
夕
霧
に

味
方
し
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。「
き
よ
ら
」
に
接
続
す
る
「
際
も
な

し
」
は
、
こ
の
一
例
だ
け
で
あ
る
。
単
独
で
は
、
薫
に
対
し
て
「
際
も
な
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き
さ
ま
」（
東
屋
巻
５１
頁
）
と
い
う
も
の
が
あ
る
。

次
に
、
作
中
人
物
視
点
で
夕
霧
を
「
き
よ
ら
」
と
表
し
た
も
の
が
四
例

あ
る（
）。

⑱
同
じ
色
の
い
ま
す
こ
し
こ
ま
や
か
な
る
直
衣
姿
に
て
、
纓
巻
き
た
ま

へ
る
姿
し
も
、
ま
た
い
と
な
ま
め
か
し
く
き
よ
ら
に
て
お
は
し
た

り
。

（
藤
袴
巻
３２９
頁
）

⑲
例
の
、
弁
の
君
、
宰
相
な
ど
の
お
は
し
た
る
と
思
し
つ
る
を
、
い
と

恥
づ
か
し
げ
に
き
よ
ら
な
る
も
て
な
し
に
て
入
り
た
ま
へ
り
。

（
柏
木
巻
３２８
頁
）

⑳
こ
れ
は
、
い
と
す
く
よ
か
に
重
々
し
く
、
男
々
し
き
け
は
ひ
し
て
、

顔
の
み
ぞ
い
と
若
う
き
よ
ら
な
る
こ
と
、
人
に
す
ぐ
れ
た
ま
へ
る
。

（
柏
木
巻
３３２
頁
）

㉑
容
貌
も
盛
り
に
に
ほ
ひ
て
、
い
み
じ
く
き
よ
ら
な
る
を
、
御
目
に
と

ど
め
て
う
ち
ま
も
ら
せ
た
ま
ひ
つ
つ
、

（
若
菜
上
巻
２４
頁
）

い
ず
れ
も
「
き
よ
ら
」
に
上
接
す
る
語
は
、「
き
よ
げ
」
に
も
接
続
す

る
。
用
例
⑱
は
、
地
の
文
で
あ
る
が
、
女
房
の
視
点
で
あ
る
。
こ
の
前
に

玉
鬘
の
容
貌
が
描
か
れ
て
い
る
の
で
、
玉
鬘
を
意
識
し
て
、
夕
霧
は
「
き

よ
ら
」
と
な
っ
て
い
る
。
共
に
大
宮
の
孫
で
あ
る
が
、
夕
霧
が
玉
鬘
よ
り

も
美
的
に
優
位
と
な
っ
て
い
る
。

用
例
⑲
の
場
面
で
は
、
女
房
は
、
弁
の
君
、
宰
相
な
ど
が
訪
問
し
た
と

思
っ
て
い
た
の
に
、
思
い
も
か
け
ず
美
し
い
夕
霧
で
あ
っ
た
の
で
、「
き

よ
ら
」
と
し
て
い
る
。
間
接
的
に
夕
霧
を
弁
の
君
、
宰
相
な
ど
と
対
比
し

て
い
る
。

用
例
⑳
は
、
語
り
手
の
視
点
か
ら
女
房
の
視
点
へ
移
動
し
て
お
り
、

「
こ
れ
は
」
と
し
て
、
女
房
が
こ
の
直
前
の
「
か
の
君
」（
柏
木
巻
３３２
頁
）

の
柏
木
と
比
べ
て
、
夕
霧
を
「
き
よ
ら
」
と
感
じ
て
い
る
。
用
例
⑲
と
共

に
女
房
達
の
、
夕
霧
に
落
葉
の
宮
へ
来
訪
す
る
こ
と
を
期
待
す
る
気
持
ち

が
う
か
が
わ
れ
る
。

用
例
㉑
で
は
、
こ
の
時
、
朱
雀
院
は
夕
霧
を
女
三
の
宮
の
婿
に
ど
う
か

と
思
案
し
て
お
り
、
夕
霧
が
参
上
し
た
時
点
か
ら
ず
っ
と
、
朱
雀
院
は
光

源
氏
の
こ
と
を
思
い
浮
か
べ
て
い
る
。

夕
霧
に
つ
い
て
は
、
用
例
⑯
か
ら
⑳
は
、
他
の
人
物
と
比
較
し
た
相
対

的
な
「
き
よ
ら
」
と
な
っ
て
い
る
。
用
例
⑱
、
⑳
で
は
、
女
房
の
視
点

で
、
今
ま
で
最
高
に
美
し
い
と
感
じ
て
い
た
人
物
よ
り
も
美
し
い
と
い
う

こ
と
で
、
夕
霧
が
最
高
の
美
を
持
つ
と
い
う
結
果
に
な
っ
て
い
る
。
用
例

⑮
、
㉑
で
は
、
夕
霧
を
「
き
よ
ら
」
と
思
う
時
に
は
、
光
源
氏
が
意
識
さ

れ
て
い
る
。
夕
霧
に
対
す
る
相
対
的
「
き
よ
ら
」
の
対
義
語
と
し
て
、
絶

対
的
「
き
よ
ら
」
と
い
う
の
は
、
唯
一
無
二
の
美
を
持
つ
光
源
氏
の
「
き
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よ
ら
」
に
な
る
と
い
え
よ
う
。

四
、「
き
よ
ら
」
の
位
相

冷
泉
帝
と
夕
霧
に
対
す
る
「
き
よ
ら
」
の
考
察
か
ら
、
光
源
氏
を
喚
起

・
意
識
す
る
「
き
よ
ら
」、
相
対
的
な
「
き
よ
ら
」
と
い
う
二
つ
の
基
準

が
見
え
て
き
た
。
他
の
「
き
よ
ら
」
の
人
と
し
て
は
、
朱
雀
帝
と
匂
宮
が

該
当
す
る
が
、
匂
宮
は
別
稿
で
正
編
の
「
き
よ
ら
」
と
は
異
な
る
こ
と
を

述
べ
た
の
で（
）、
朱
雀
帝
に
つ
い
て
、
以
下
順
次
五
例
を
見
て
い
き
た

い
。㉒

御
容
貌
も
い
と
き
よ
ら
に
ね
び
ま
さ
ら
せ
た
ま
へ
る
を
、
う
れ
し
く

頼
も
し
く
見
た
て
ま
つ
ら
せ
た
ま
ふ
。

（
賢
木
巻
９６
頁
）

桐
壺
院
は
、
朱
雀
帝
に
光
源
氏
へ
の
思
い
を
告
げ
、
そ
の
遺
言
に
違
背

し
な
い
こ
と
を
繰
返
し
誓
う
朱
雀
帝
に
対
し
て
「
き
よ
ら
」
と
し
て
い

る
。
桐
壺
院
は
、
朱
雀
帝
が
美
的
に
は
光
源
氏
に
劣
る
と
思
っ
て
い
た
。

し
か
し
、
朱
雀
帝
が
帝
と
し
て
立
派
に
な
っ
て
い
く
様
子
を
見
て
、
光
源

氏
と
同
様
に
愛
し
く
思
い
、「
き
よ
ら
」
と
表
し
た
。

次
の
二
例
は
、
朧
月
夜
の
視
点
で
あ
る
。

㉓
御
さ
ま
容
貌
も
い
と
な
ま
め
か
し
う
き
よ
ら
な
れ
ど
、
思
ひ
出
づ
る

こ
と
の
み
多
か
る
心
の
中
ぞ
か
た
じ
け
な
き
。

（
須
磨
巻
１９７
頁
）

㉔
御
容
貌
な
ど
な
ま
め
か
し
う
き
よ
ら
に
て
、
限
り
な
き
御
心
ざ
し
の

年
月
に
そ
ふ
や
う
に
も
て
な
さ
せ
た
ま
ふ
に
、
め
で
た
き
人
な
れ

ど
、
さ
し
も
思
ひ
た
ま
へ
ら
ざ
り
し
気
色
心
ば
へ
な
ど
、

（
澪
標
巻
２８１
頁
）

用
例
㉓
は
、
朧
月
夜
が
、
朱
雀
帝
を
「
き
よ
ら
」
と
感
じ
て
い
る
が
、

心
の
中
は
「
思
ひ
出
づ
る
こ
と
」
と
し
て
、
光
源
氏
を
愛
お
し
く
思
っ
て

い
る
。
用
例
㉔
は
、「
め
で
た
き
人
…
」
と
、
光
源
氏
を
思
い
起
こ
し
て

い
る
。
光
源
氏
と
同
じ
く
ら
い
朱
雀
帝
が
美
し
い
か
ら
、「
き
よ
ら
」
と

い
う
こ
と
で
は
な
い
。
朱
雀
帝
を
光
源
氏
と
対
比
し
て
、
朱
雀
帝
の
自
分

へ
の
想
い
を
感
じ
て
「
き
よ
ら
」
と
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

次
は
、
秋
好
中
宮
の
視
点
で
あ
る
。

㉕
い
に
し
へ
思
し
出
づ
る
に
、
い
と
な
ま
め
き
き
よ
ら
に
て
、
い
み
じ

う
泣
き
た
ま
ひ
し
御
さ
ま
を
、
そ
こ
は
か
と
な
く
あ
は
れ
と
見
た
て

ま
つ
り
た
ま
ひ
し
御
幼
心
も
た
だ
今
の
こ
と
と
お
ぼ
ゆ
る
に
、

（
絵
合
巻
３７１
頁
）

秋
好
中
宮
が
、
伊
勢
に
下
向
す
る
に
先
立
っ
て
な
さ
れ
た
宮
中
儀
式
の

時
の
朱
雀
帝
の
様
子
を
回
想
し
て
い
る
。
秋
好
中
宮
の
傍
ら
に
光
源
氏
が

い
て
、
秋
好
中
宮
に
朱
雀
院
に
手
紙
を
出
す
よ
う
に
勧
め
て
い
る
。
物
語
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の
中
で
明
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
秋
好
中
宮
の
光
源
氏
へ
の
想
い
は
そ
れ

ほ
ど
で
も
な
く
、
八
年
ほ
ど
も
前
の
時
の
朱
雀
帝
の
様
子
を
、
た
っ
た
今

の
こ
と
の
よ
う
に
思
い
出
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
朱
雀
帝
の
姿
が
目
に
焼

き
付
い
て
お
り
、
母
親
に
冷
淡
で
あ
っ
た
光
源
氏
よ
り
も
、
朱
雀
院
を
慕

っ
て
い
た
と
い
え
よ
う
。

作
中
人
物
視
点
で
、
朱
雀
帝
を
「
き
よ
ら
」
と
表
し
た
と
き
に
、
用
例

㉓
、
㉔
で
は
朱
雀
帝
を
光
源
氏
と
対
比
し
、
用
例
㉒
、
㉕
で
は
光
源
氏
を

意
識
し
て
い
る
。

続
い
て
、
語
り
手
の
視
点
に
よ
る
行
幸
の
場
面
で
あ
る
。

㉖
院
も
い
と
き
よ
ら
に
ね
び
ま
さ
ら
せ
た
ま
ひ
て
、
御
さ
ま
、
用
意
、

な
ま
め
き
た
る
方
に
す
す
ま
せ
た
ま
へ
り
。

（
少
女
巻
７１
頁
）

「
院
も
」
と
し
て
、
光
源
氏
が
意
識
さ
れ
、
共
に
「
き
よ
ら
」
と
評
さ

れ
て
い
る
。

次
に
「
き
よ
げ
」
の
人
で
、
例
外
的
に
「
き
よ
ら
」
と
さ
れ
た
用
例
で

は
、
頭
中
将
と
薫
が
該
当
す
る
。
薫
に
つ
い
て
は
、
光
源
氏
が
自
分
に
似

て
い
れ
ば
「
き
よ
ら
」
と
思
い
、
光
源
氏
視
点
の
薫
の
「
き
よ
ら
」
は
、

薫
が
実
の
子
に
思
わ
れ
る
と
い
う
意
識
を
喚
起
す
る
と
別
稿
で
述
べ

た（
）。

頭
中
将
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

㉗
い
と
き
よ
ら
に
も
の
も
の
し
く
ふ
と
り
て
、
こ
の
大
臣
ぞ
、
今
さ
か

り
の
宿
徳
と
は
見
え
た
ま
へ
る
。
主
の
院
は
、
な
ほ
い
と
若
き
源
氏

の
君
に
見
え
た
ま
ふ
。

（
若
菜
上
巻
１００
頁
）

語
り
手
の
視
点
で
、
頭
中
将
の
姿
を
「
き
よ
ら
」
と
し
、
光
源
氏
と
対

比
し
て
い
る
。「
い
と
若
き
源
氏
の
君
」
と
い
う
表
現
は
、
四
十
歳
の
光

源
氏
に
対
し
て
違
和
感
が
あ
る
。
福
井
佳
代
子
氏
は
、「
頭
中
将
の
「
き

よ
ら
」
は
頭
中
将
自
身
の
資
質
で
は
な
く
、
光
源
氏
の
恋
物
語
の
主
人
公

の
素
質
を
強
調
す
る
役
目
が
あ
っ
た
」
と
さ
れ
て
い
る（
）。
光
源
氏
は

若
く
は
な
い
が
、
女
三
の
宮
の
密
通
事
件
が
後
に
起
こ
る
の
で
、
若
く
魅

力
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
頭
中
将
を
「
き
よ
ら
」
と
す
る
こ
と
で
、

光
源
氏
が
よ
り
「
き
よ
ら
」
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
す
る
言
葉
と
解
し
た
。

女
君
に
対
す
る
「
き
よ
ら
」
と
い
う
形
容
は
、
男
君
に
比
べ
て
用
例
数

が
少
な
く
、
語
り
手
視
点
で
は
玉
鬘
だ
け
で
あ
る
。
女
君
は
男
君
と
異
な

る
要
素
が
あ
り
、
本
論
で
は
二
つ
の
基
準
の
う
ち
、
相
対
的
な
「
き
よ

ら
」
と
し
て
、
玉
鬘
と
大
宮
の
「
き
よ
ら
」
を
抜
粋
し
て
取
り
上
げ
た

い
。㉘

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
ば
に
や
、
品
高
く
う
つ
く
し
げ

な
り
。

（
玉
鬘
巻
９２
頁
）

一
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語
り
手
は
、
玉
鬘
を
「
母
君
よ
り
も
ま
さ
り
て
」
と
、
夕
顔
と
比
較
し

て
「
き
よ
ら
」
と
評
し
て
い
る
。
福
井
佳
代
子
氏
は
、
玉
鬘
を
「
き
よ

げ
」
の
人
と
し
て
、
例
外
的
な
「
き
よ
ら
」
を
、
主
人
公
性
を
与
え
る
も

の
と
さ
れ
て
い
る（
）。
語
り
手
が
玉
鬘
を
単
に
「
き
よ
ら
」
と
せ
ず
、

相
対
的
な
「
き
よ
ら
」
と
し
た
の
は
、
紫
の
上
に
比
べ
る
と
玉
鬘
は
美
的

に
は
劣
る
が
、
夕
顔
を
引
き
出
す
こ
と
で
「
き
よ
ら
」
と
し
て
、
読
み
手

に
今
後
の
光
源
氏
と
の
恋
の
展
開
へ
の
期
待
感
を
持
た
せ
た
の
で
あ
ろ

う
。㉙

大
宮
の
容
貌
こ
と
に
お
は
し
ま
せ
ど
、
ま
だ
い
と
き
よ
ら
に
お
は

し
、
こ
こ
に
も
か
し
こ
に
も
、
人
は
容
貌
よ
き
も
の
と
の
み
目
馴
れ

た
ま
へ
る
を
、

（
少
女
巻
６８
頁
）

大
宮
の
「
き
よ
ら
」
は
、
夕
霧
の
視
点
で
あ
る
。
夕
霧
は
、
花
散
里
を

「
容
貌
の
ま
ほ
な
ら
ず
も
お
は
し
け
る
か
な
」（
少
女
巻
６７
頁
）
と
評
し
て

お
り
、
器
量
が
そ
れ
ほ
ど
で
も
な
い
女
性
に
対
す
る
思
い
を
、
大
宮
と
の

美
し
さ
と
対
比
し
て
語
っ
て
い
る
。
大
宮
は
尼
姿
で
高
齢
で
あ
る
こ
と
か

ら
、
単
に
「
き
よ
ら
」
と
す
る
の
で
は
な
く
、
相
対
的
な
「
き
よ
ら
」
と

し
た
の
で
あ
ろ
う
。

お
わ
り
に

『
源
氏
物
語
』
に
お
け
る
「
き
よ
ら
」
と
い
う
語
の
初
出
で
あ
る
「
世

に
な
く
き
よ
ら
」
を
出
発
点
と
し
て
、
光
源
氏
の
「
き
よ
ら
」
に
焦
点
を

あ
て
て
男
君
を
中
心
に
考
察
し
た
。「
き
よ
ら
」
と
い
う
美
的
語
彙
は
、

「
き
よ
げ
」
と
対
比
し
て
、
両
語
を
身
分
や
血
筋
で
区
別
し
、
主
体
と
な

る
人
物
に
関
わ
ら
ず
、
一
律
に
捉
え
ら
れ
て
き
た
。

「
き
よ
ら
」
と
い
う
語
に
接
続
す
る
言
葉
は
、『
源
氏
物
語
』
で
は
、

『
う
つ
ほ
物
語
』
に
比
べ
て
格
段
に
豊
か
に
な
っ
て
い
る
が
、
先
行
研
究

で
は
、
人
物
毎
の
隣
接
語
の
比
較
や
、
隣
接
語
と
「
き
よ
ら
」
と
の
語
法

的
関
係
は
、
あ
ま
り
注
視
さ
れ
て
い
な
い
状
況
で
あ
る
。

個
々
の
人
物
の
「
き
よ
ら
」
と
い
う
語
の
近
接
語
に
着
目
し
た
結
果
、

光
源
氏
と
他
の
人
物
で
相
違
が
認
め
ら
れ
た
。
光
源
氏
に
対
す
る
「
き
よ

ら
」
と
い
う
語
は
、
他
の
人
物
の
「
き
よ
ら
」
と
は
異
な
る
力
を
秘
め
て

い
る
。
語
り
手
視
点
の
場
合
は
、
物
語
の
進
展
に
伴
い
、「
き
よ
ら
」
と

い
う
語
自
体
に
超
人
性
を
与
え
、
物
語
を
展
開
し
て
い
く
原
動
力
と
な

り
、
作
中
人
物
視
点
の
場
合
に
は
、
そ
の
人
物
に
美
し
い
と
い
う
思
い
だ

け
で
な
く
、
そ
れ
と
は
異
質
の
感
情
を
呼
び
起
こ
し
て
い
る
。

一
〇
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冷
泉
帝
や
朱
雀
帝
に
対
す
る
「
き
よ
ら
」
と
い
う
語
は
、
光
源
氏
を
喚

起
・
意
識
す
る
も
の
で
、
夕
霧
は
、
主
と
し
て
他
の
人
物
と
の
比
較
に
よ

る
相
対
的
な
「
き
よ
ら
」
で
あ
っ
た
。
正
編
に
登
場
す
る
男
君
に
対
し
て

は
、
こ
の
二
つ
の
基
準
が
適
用
で
き
る
。
女
君
に
つ
い
て
は
今
後
の
課
題

と
し
た
い
。

相
対
的
な
「
き
よ
ら
」
以
外
は
、
絶
対
性
を
持
つ
光
源
氏
の
「
き
よ

ら
」
と
光
源
氏
を
喚
起
・
意
識
す
る
「
き
よ
ら
」
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
絶

対
的
「
き
よ
ら
」
は
、
光
源
氏
を
核
と
す
る
も
の
と
い
え
よ
う
。

「
き
よ
ら
」
は
、
単
な
る
美
的
語
彙
に
と
ど
ま
ら
ず
、
光
源
氏
を
軸
と

す
る
絶
対
的
な
「
き
よ
ら
」
と
相
対
的
な
「
き
よ
ら
」
が
あ
る
こ
と
を
明

ら
か
に
し
た
。

〔
注
〕

（
１
）
大
野
晋
氏
「
ⓓ
の
物
語
」『
源
氏
物
語
』﹇
古
典
を
読
む
﹈（
岩
波

書
店
）
一
九
八
四
年
五
月

（
２
）
阿
部
秋
生
氏
「
光
源
氏
の
容
姿
」『
光
源
氏
論
│
発
心
と
出
家
』

（
東
京
大
学
出
版
会
）
一
九
八
九
年
八
月

（
３
）
光
源
氏
を
「
き
よ
ら
」
と
す
る
用
例
は
、
会
話
文
を
除
い
て
十
五

例
で
あ
る
。
会
話
文
は
、
話
し
手
が
意
図
的
に
使
用
す
る
場
合
も
あ

る
の
で
除
外
し
た
。
内
訳
は
、
語
り
手
か
ら
は
一
例
、
語
り
手
と
作

中
人
物
の
視
点
が
混
在
し
て
い
る
も
の
、
桐
壺
帝
、
自
分
か
ら
各
二

例
、
頭
中
将
、
紫
の
上
、
玉
鬘
、
柏
木
は
各
一
例
、
そ
の
他
四
例
で

あ
る
。
本
人
視
点
の
「
き
よ
ら
」
と
、
他
者
視
点
の
「
き
よ
げ
」
各

二
例
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「『
源
氏
物
語
』
薫
の
「
き
よ
ら
」
考
」

『
同
志
社
女
子
大
学
日
本
語
日
本
文
学
』
第
三
十
一
号
二
〇
一
九
年

六
月
で
論
じ
た
。
本
稿
で
取
り
上
げ
て
い
な
い
他
者
視
点
の
「
き
よ

ら
」
に
つ
い
て
は
、
光
源
氏
が
ど
の
よ
う
な
状
態
で
も
「
き
よ
ら
」

で
あ
る
こ
と
を
示
す
も
の
と
解
し
た
。

（
４
）
「
世
に
な
し
」（
類
語
を
含
む
）、「
ゆ
ゆ
し
」（
間
接
的
接
続
を
含

む
）
と
い
う
隣
接
語
の
用
例
は
各
二
例
で
、「
き
よ
ら
」
に
の
み
接

続
す
る
（
別
表
【「
き
よ
ら
」「
き
よ
げ
」
隣
接
語
一
覧
】
参
照
）。

（
５
）
中
西
良
一
氏
「
源
氏
物
語
に
於
け
る
「
清
ら
」「
清
げ
」」『
学
芸

研
究

人
文
科
学
』
二
（
和
歌
山
大
学
学
芸
学
部
）
一
九
五
二
年
二

月

（
６
）
藤
田
加
代
氏
「
光
源
氏
覚
え
書
き
│
「
ゆ
ゆ
し
」
と
「
ひ
か
る
」

に
関
わ
っ
て
│
」『
日
本
文
學
研
究
』
第
三
十
七
号
二
〇
〇
〇
年
三

月

（
７
）
「
河
海
抄
巻
第
六
」『
源
氏
物
語
古
注
釈
大
成

第
六
巻
』（
日
本

一
一
〇



図
書
セ
ン
タ
ー
）
一
九
七
八
年
十
月

（
８
）
阿
部
秋
生
氏
（
注
２
）
論
文

（
９
）
松
井
佳
子
氏
・
吉
海
直
人
氏
「『
源
氏
物
語
』「
に
ほ
ひ
や
か
」

考
」『
同
志
社
女
子
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
紀
要
』
第
十
八
号
二

〇
一
八
年
三
月

（
１０
）
「
光
源
氏
の
元
服
」
の
図
を
参
照
。
東
京
大
学
国
文
学
研
究
室
蔵

慶
安
三
年
跋
承
応
三
年
版
『
源
氏
物
語
』、『
絵
本
源
氏
物
語
』
貴
重

本
刊
行
会
一
九
九
五
年
（
日
向
一
雅
氏
『
源
氏
物
語
│
そ
の
生
活
と

文
化
│
』（
中
央
公
論
美
術
出
版
）
二
〇
〇
四
年
二
月
よ
り
）

（
１１
）
吉
海
直
人
氏
「
源
氏
物
語
の
男
性
美
│
「
女
に
て
見
る
」
を
め
ぐ

っ
て
│
」『
源
氏
物
語
研
究
〈
而
立
篇
〉』（
影
月
堂
文
庫
）
一
九
八

三
年
十
二
月

他
に
血
統
や
王
権
に
関
わ
る
と
す
る
論
と
し
て
、
阿
部
秋
生
氏

（
注
２
）
論
文
、
立
石
和
弘
氏
「「
女
に
て
見
奉
ら
ま
ほ
し
」
考
│
光

源
氏
の
容
姿
と
両
性
具
有
性
│
」『
國
學
院
雑
誌
』
第
九
十
二
巻
第

十
二
号
一
九
九
一
年
十
二
月
が
あ
る
。

（
１２
）
「
女
に
て
見
た
て
ま
つ
ら
ま
ほ
し
」
と
い
う
語
句
は
、
絵
合
巻
で

の
朱
雀
院
に
対
す
る
用
例
と
合
わ
せ
て
三
例
し
か
な
い
。
類
似
表
現

の
「
女
に
て
見
る
」
と
い
う
の
は
紅
葉
賀
巻
で
二
例
あ
る
。

（
１３
）
光
源
氏
に
対
し
て
、「
言
ふ
よ
し
な
く
見
え
た
ま
ふ
」（
須
磨
巻
２１７

頁
）、「
い
ふ
よ
し
な
き
御
け
は
ひ
な
る
」（
明
石
巻
２４７
頁
）
と
あ
る
。

こ
れ
以
外
に
は
、
藤
壺
に
対
し
て
一
例
あ
る
。

（
１４
）
夕
霧
を
「
き
よ
ら
」
と
す
る
用
例
が
、
他
に
源
氏
の
心
内
文
で
一

例
（
夕
霧
巻
４７１
頁
）、
会
話
文
で
三
例
あ
る
。
源
氏
の
心
内
文
の
用

例
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
（
注
３
）
で
論
じ
た
。

（
１５
）
匂
宮
の
「
き
よ
ら
」
に
つ
い
て
は
、
物
語
の
人
物
の
主
観
に
よ
る

相
対
的
な
美
的
表
現
で
あ
る
こ
と
を
、
拙
稿
「『
源
氏
物
語
』
匂
宮

の
「
き
よ
ら
」
再
考
│
匂
兵
部
卿
巻
冒
頭
を
起
点
と
し
て
│
」『
同

志
社
女
子
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
紀
要
』
第
二
十
一
号
二
〇
二
一

年
三
月
で
論
じ
た
。

（
１６
）
拙
稿
（
注
３
）

（
１７
）
福
井
佳
代
子
氏
「
源
氏
物
語
に
お
け
る
人
物
評
価
に
関
わ
る
美
的

語
彙
の
研
究
│
「
き
よ
ら
」「
き
よ
げ
」
を
中
心
に
│
」『
国
文
橘
』

第
三
十
八
号
（
京
都
橘
大
学
）
二
〇
一
二
年
三
月

（
１８
）
福
井
佳
代
子
氏
（
注
１７
）
論
文

一
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別
表
【「
き
よ
ら
」「
き
よ
げ
」
隣
接
語
一
覧
】

Ａ

き
よ
ら

Ｂ

き
よ
ら

Ｃ

き
よ
げ

Ｄ

き
よ
げ

隣接語

ね
び
ま
さ
る

３

世
に
な
し
（
類
語
を
含
む
）
２

う
る
は
し

２

ゆ
ゆ
し

１

う
つ
く
し

１

見
る
に
笑
ま
れ
て

１

お
と
な
し

１

き
び
は

１

際
も
な
し

１

に
ほ
ひ
や
か

１

愛
敬
づ
く

１

ま
ば
ゆ
し

１

い
ふ
よ
し
な
し

１

な
ま
め
か
し

７

な
ま
め
く

２

若
し

４

気
高
し

２

盛
り

２

め
で
た
し

２

あ
ら
ま
ほ
し

１

限
り
な
し

１

あ
て

１

あ
ざ
や
か

１

も
の
も
の
し

１

恥
づ
か
し
げ

１

な
ま
め
か
し

２

な
ま
め
く

２

若
し

３

気
高
し

１

盛
り

１

め
で
た
し

１

あ
ら
ま
ほ
し

２

限
り
も
な
し

１

あ
て
や
か

１

あ
ざ
や
か

１

も
の
も
の
し

１

心
恥
づ
か
し
げ

１

き
ら
き
ら
し

２

よ
し
あ
り

２

よ
し
よ
し
し

１

い
ま
め
く

１

け
ざ
け
ざ
と

１

誇
り
か

１

し
な
や
か

１

古
り
が
た
し

１

め
や
す
し

１

＊
Ａ
…
「
き
よ
ら
」
の
み
に
上
接
ま
た
は
下
接
す
る
語
句

Ｂ
…
「
き
よ
ら
」（「
き
よ
げ
」）
両
方
に
上
接
ま
た
は
下
接
す
る
語
句

Ｃ
…
「
き
よ
げ
」（「
き
よ
ら
」）
両
方
に
上
接
ま
た
は
下
接
す
る
語
句

Ｄ
…
「
き
よ
げ
」
の
み
に
上
接
ま
た
は
下
接
す
る
語
句

＊
人
物
に
対
す
る
美
的
語
彙
と
し
て
の
「
き
よ
ら
」「
き
よ
げ
」
の
用
例
に
限
定
し
た
。

＊
中
西
良
一
氏
（
注
５
）
論
文
、
谷
口
典
子
氏
論
文
（「
王
朝
文
学
に
お
け
る
「
き
よ
し
」
系
語
彙
の
展
開
」『「
き
よ
し
」
の
系
譜
│
王
朝
美
表
現
の
一
考
察

│
』（
桜
楓
社
）
一
九
七
六
年
二
月
）、

藤
田
加
代
氏
論
文
（「「
き
よ
げ
」「
き
よ
ら
」
再
考

そ
の
２
．
源
氏
物
語
に
お
け
る
用
例
を
中
心
に
し
て
」

『
高
知
女
子
大
学
保
育
短
期
大
学
部
紀
要
』
第
十
七
号
一
九
九
三
年
）
に
も
両
語
の
隣
接
語
を
比
較
し
た
一
覧
表
が
記
述
さ
れ
て
い
る
。
対
象
範
囲
や
隣
接

語
の
取
捨
に
よ
り
、
別
表
に
記
載
し
た
用
例
数
と
相
違
す
る
点
が
あ
る
。

一
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