
は
じ
め
に

『
源
氏
物
語
』
正
編
の
最
終
巻
に
あ
た
る
幻
巻
で
は
、
紫
の
上
を
喪
っ
た
光
源
氏
の
悲
し
み
に
暮
れ
る
一
年
間
の
様
子
が
季
節
の

め
ぐ
り
と
と
も
に
描
か
れ
、
そ
の
表
現
の
和
歌
的
性
格
を
ふ
ま
え
て
月
次
屏
風
に
か
さ
ね
て
巻
全
体
を
捉
え
る
論
が
多
く
提
出
さ
れ

て
き
た（

１
）。

幻
巻
は
物
語
の
中
で
大
き
な
事
件
が
起
き
る
こ
と
も
人
間
関
係
が
大
き
く
変
化
す
る
こ
と
も
な
く
、
一
貫
し
て
光
源
氏
の

紫
の
上
へ
の
想
い
が
繰
り
返
し
語
ら
れ
、
そ
の
背
景
に
据
え
ら
れ
る
景
色
だ
け
が
変
わ
っ
て
い
く
こ
と
も
ま
た
、
月
次
屏
風
と
し
て

の
性
格
を
強
く
印
象
付
け
る
要
因
と
な
っ
て
い
る
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
幻
巻
が
和
歌
的
性
格
を
ま
と
っ
て
い
る
こ
と
は
従
来
指
摘

さ
れ
て
き
た
解
釈
で
あ
り
、
稿
者
も
首
肯
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
一
方
で
、
巻
の
中
で
完
結
す
る
月
次
屏
風
の
世
界
に
注
目
す
る
あ

ま
り
、『
源
氏
物
語
』
の
幾
層
に
も
な
る
和
歌
的
文
脈
の
、
他
の
層
が
見
落
と
さ
れ
て
き
た
よ
う
に
も
お
も
わ
れ
る
。

幻
巻
は
光
源
氏
の
生
前
最
後
の
姿
を
描
く
巻
で
あ
り
、
阿
部
秋
生
［
一
九
八
九
］
な
ど
を
は
じ
め
と
し
て
光
源
氏
の
人
生
の
述
懐

で
あ
る
と
も
捉
え
ら
れ
て
き
た
。
そ
し
て
勝
亦
志
織
［
二
〇
〇
六
］
が
指
摘
す
る
通
り
、
過
去
を
共
有
す
る
人
物
と
の
や
り
と
り
が

巻
の
中
で
点
描
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
紫
の
上
の
不
在
が
い
っ
そ
う
強
く
意
識
さ
れ
る（

２
）構

造
と
な
っ
て
い
る
こ
と
も
注
目
す
べ
き

点
で
あ
ろ
う
。

本
稿
で
は
こ
の
よ
う
な
「
不
在
」
を
想
起
さ
せ
る
文
脈
に
つ
い
て
、「
植
ゑ
し
人
な
き
春
」
を
軸
に
和
歌
的
文
脈
か
ら
読
み
解
い

『
源
氏
物
語
』
幻
巻
の
「
植
ゑ
し
人
な
き
春
」
を
め
ぐ
っ
て

　
　

―
山
吹
と
「
不
在
」
の
女
君
た
ち
を
手
掛
か
り
に

―
平
田　

彩
奈
惠

二
一

『
源
氏
物
語
』
幻
巻
の
「
植
ゑ
し
人
な
き
春
」
を
め
ぐ
っ
て



て
み
た
い
。
幻
巻
に
お
い
て
は
、
紫
の
上
が
住
ん
で
い
た
場
所（
３
）の

御
前
に
心
を
尽
く
し
て
草
花
を
植
え
て
い
た
こ
と
が
執
拗
に
語
ら

れ
、
そ
の
「
垣
根
」
を
眺
め
な
が
ら
光
源
氏
が
紫
の
上
の
不
在
を
嘆
く
記
述
が
繰
り
返
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
記
述
に
つ
い
て
、
ま
ず

は
和
歌
的
発
想
か
ら
「
恋
人
が
植
え
た
草
花
を
形
見
と
し
て
眺
め
る
」
歌
が
幻
巻
の
春
・
夏
の
場
面
の
背
景
に
あ
る
こ
と
を
論
じ
て

ゆ
く
。
一
方
で
『
源
氏
物
語
』
に
お
け
る
「
垣
根
を
植
え
る
」
こ
と
を
め
ぐ
る
和
歌
的
文
脈
と
、
撫
子
・
山
吹
の
花
に
注
目
す
る
こ

と
で
、
幻
巻
に
は
も
う
一
人
不
在
の
女
君
、
玉
鬘
を
想
起
さ
せ
る
文
脈
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
ゆ
く
。
具
体
的
に
は
、
六
条
院
に

住
ん
で
い
た
主
要
な
女
君
の
一
人
で
あ
り
な
が
ら
幻
巻
に
一
切
登
場
し
な
い
玉
鬘
の
不
在
を
意
識
す
る
こ
と
で
、
か
つ
て
真
木
柱
巻

で
光
源
氏
が
玉
鬘
の
不
在
を
嘆
い
た
場
面
に
幻
巻
の
一
場
面
が
重
ね
ら
れ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。
こ
の
解
釈
を
通
し
て
、
光
源

氏
が
「
答
え
を
求
め
て
も
返
事
の
な
い
」
孤
独
な
状
況
に
置
か
れ
て
い
る
こ
と
が
幻
巻
の
植
栽
の
描
写
を
発
端
と
し
て
理
解
さ
れ
る

こ
と
を
ふ
ま
え
た
上
で
、
紫
の
上
を
、
さ
ま
ざ
ま
な
花
を
「
植
ゑ
し
人
」
と
し
て
描
写
す
る
こ
と
に
は
、「
子
」
を
残
さ
ず
、「
花
」

と
し
て
生
涯
咲
き
続
け
て
去
っ
た
彼
女
の
不
在
を
意
識
さ
せ
る
効
果
が
あ
る
こ
と
を
論
じ
て
ゆ
く
。
そ
の
上
で
、
垣
根
の
内
側
に
自

ら
囚
わ
れ
、
彼
女
の
死
を
悼
み
続
け
て
い
た
光
源
氏
が
、
仏
名
会
の
日
に
そ
こ
か
ら
出
て
く
る
幻
巻
末
尾
の
描
写
の
意
味
に
つ
い
て

も
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
、
幻
巻
が
「
花
」
を
通
し
て
描
き
出
す
和
歌
的
文
脈
を
紐
解
い
て
ゆ
く
。

一
　
花
々
を
「
植
ゑ
し
」
紫
の
上

光
源
氏
は
六
条
院
造
営
に
際
し
、「
御
方
々
の
御
願
ひ
の
心
ば
へ
を
造
ら
せ
た
ま
へ
り
」（
少
女
③
七
八
）
と
、
そ
れ
ぞ
れ
の
女
性

の
希
望
を
聞
い
て
庭
を
つ
く
っ
た
こ
と
が
語
ら
れ
て
い
る
。「
南
の
東
」
に
あ
た
る
紫
の
上
と
光
源
氏
が
住
む
春
の
町
は
、
紫
の
上

の
希
望
を
聞
い
て
春
に
花
を
咲
か
せ
る
木
を
多
く
植
え
つ
つ
、
前
栽
に
は
秋
も
美
し
く
見
え
る
よ
う
に
草
花
が
配
置
さ
れ
て
い
た
。
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【
本
文
一
】
六
条
院
、
春
の
町
の
景
色

南
の
東
は
山
高
く
、
春
の
花
の
木
、
数
を
尽
く
し
て
植
ゑ
、
池
の
さ
ま
お
も
し
ろ
く
す
ぐ
れ
て
、
御
前
近
き
前
栽
、
五
葉
、
紅

梅
、
桜
、
藤
、
山
吹
、
岩
躑
躅
な
ど
や
う
の
春
の
も
て
あ
そ
び
を
わ
ざ
と
は
植
ゑ
で
、
秋
の
前
栽
を
ば
む
ら
む
ら
ほ
の
か
に
ま

ぜ
た
り
。�

（
少
女
③
七
八
～
七
九
）

ま
た
、
紫
の
上
が
「
わ
が
御
私
の
殿
と
思
す
」（
若
菜
上
④
九
三
）
場
所
で
、
最
期
の
時
を
過
ご
し
た
二
条
院
に
つ
い
て
は
、
匂
宮

に
「
大
人
に
な
り
た
ま
ひ
な
ば
、
こ
こ
に
住
み
た
ま
ひ
て
、
こ
の
対
の
前
な
る
紅
梅
と
桜
と
は
、
花
の
を
り
を
り
に
心
と
ど
め
て
も

て
遊
び
た
ま
へ
。
さ
る
べ
か
ら
む
を
り
は
、
仏
に
も
奉
り
た
ま
へ
」（
御
法
④
五
〇
三
）
と
言
い
遺
し
て
お
り
、
い
ず
れ
も
部
屋
の

中
か
ら
見
え
る
景
色
に
つ
い
て
、
紫
の
上
の
想
い
が
強
く
遺
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
幻
巻
で
は
、
こ
の
紫
の
上
の
遺
愛
の
景
色

が
繰
り
返
し
故
人
の
遺
志
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
。

【
本
文
二
】
対
の
御
前
の
紅
梅
を
世
話
す
る
匂
宮
と
、
紫
の
上
を
追
慕
す
る
光
源
氏

（
引
用
者
注
：
匂
宮
が
）「
母
の
の
た
ま
ひ
し
か
ば
」
と
て
、
対
の
御
前
の
紅
梅
と
り
わ
き
て
後
見
あ
り
き
た
ま
ふ
を
、
い
と
あ

は
れ
と
見
た
て
ま
つ
り
た
ま
ふ
。
二
月
に
な
れ
ば
、
花
の
木
ど
も
の
盛
り
に
な
る
も
、
ま
だ
し
き
も
、
梢
を
か
し
う
霞
み
わ
た

れ
る
に
、
か
の
御
形
見
の
紅
梅
に
鶯
の
は
な
や
か
に
鳴
き
出
で
た
れ
ば
、
立
ち
出
て
御
覧
ず
。

植
ゑ
て
見
し
花
の
あ
る
じ
も
な
き
宿
に
知
ら
ず
顔
に
て
来
ゐ
る
鶯

と
、
う
そ
ぶ
き
歩
か
せ
た
ま
ふ
。�

（
幻
④
五
二
八
）

【
本
文
三
】
御
前
の
春
、
変
わ
ら
ず
美
し
い
景
色
を
つ
く
り
だ
す

　

春
深
く
な
り
ゆ
く
ま
ま
に
、
御
前
の
あ
り
さ
ま
い
に
し
へ
に
変
ら
ぬ
を
、
…
…
（
中
略
）
…
…
山
吹
な
ど
の
心
地
よ
げ
に
咲

き
乱
れ
た
る
も
、
う
ち
つ
け
に
露
け
く
の
み
見
な
さ
れ
た
ま
ふ
。

　

外
の
花
は
、
一
重
散
り
て
、
八
重
咲
く
花
桜
盛
り
過
ぎ
て
、
樺
桜
は
開
け
、
藤
は
お
く
れ
て
色
づ
き
な
ど
こ
そ
は
す
め
る
を
、

二
三

『
源
氏
物
語
』
幻
巻
の
「
植
ゑ
し
人
な
き
春
」
を
め
ぐ
っ
て



そ
の
お
そ
く
と
き
花
の
心
を
よ
く
分
き
て
、
い
ろ
い
ろ
を
尽
く
し
植
ゑ
お
き
た
ま
ひ
し
か
ば
、
時
を
忘
れ
ず
に
ほ
ひ
満
ち
た
る

に
、
若
宮
、「
ま
ろ
が
桜
は
咲
き
に
け
り
。
い
か
で
久
し
く
散
ら
さ
じ
。
木
の
め
ぐ
り
に
帳
を
立
て
て
、
帷
子
を
上
げ
ず
は
、

風
も
え
吹
き
寄
ら
じ
」
と
、
…
…�

（
幻
④
五
二
九
）

本
文
二
・
三
の
傍
線
部
に
あ
る
よ
う
に
、
御
前
の
美
し
さ
は
紫
の
上
が
指
示
し
て
保
っ
て
い
た
も
の
で
あ
り
、
点
線
部
に
あ
る
よ
う

な
匂
宮
に
言
い
遺
し
た
紅
梅
・
桜
の
描
写
も
加
わ
り
、
紫
の
上
の
不
在
が
一
層
強
く
意
識
さ
れ
る
場
面
で
あ
る
。
そ
れ
は
や
が
て
、

こ
の
景
色
が
荒
廃
す
る
未
来
も
予
感
さ
せ
る
。

【
本
文
四
】
光
源
氏
、
一
人
御
前
の
庭
を
眺
め
る

　

隅
の
間
の
高
欄
に
お
し
か
か
り
て
、
御
前
の
庭
を
も
、
御
簾
の
内
を
も
見
わ
た
し
て
な
が
め
た
ま
ふ
。
…
…
（
中
略
）
…
…

さ
び
し
く
も
の
心
細
げ
に
し
め
や
か
な
れ
ば
、

今
は
と
て
あ
ら
し
や
は
て
ん
亡
き
人
の
心
と
ど
め
し
春
の
垣
根
を

人
や
り
な
ら
ず
悲
し
う
思
さ
る
。�

（
幻
④
五
三
〇
）

こ
の
よ
う
に
、
紫
の
上
が
「
御
前
の
庭
」
の
管
理
者
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
記
述
は
ほ
か
に
も
あ
る
。

【
本
文
五
】
光
源
氏
、
女
三
宮
の
も
と
を
訪
れ
る

閼
伽
の
花
の
夕
映
え
し
て
い
と
お
も
し
ろ
く
見
ゆ
れ
ば
、「
春
に
心
寄
せ
た
り
し
人
な
く
て
、
花
の
色
も
す
さ
ま
じ
く
の
み
見

な
さ
る
る
を
、
仏
の
御
飾
り
に
て
こ
そ
見
る
べ
か
り
け
れ
」
と
の
た
ま
ひ
て
、「
対
の
前
の
山
吹
こ
そ
な
ほ
世
に
見
え
ぬ
花
の

さ
ま
な
れ
。
房
の
大
き
さ
な
ど
よ
。
品
高
く
な
ど
は
お
き
て
ざ
り
け
る
花
に
や
あ
ら
ん
、
は
な
や
か
に
に
ぎ
は
は
し
き
方
は
い

と
お
も
し
ろ
き
も
の
に
な
ん
あ
り
け
る
。
植
ゑ
し
人
な
き
春
と
も
知
ら
ず
顔
に
て
常
よ
り
も
に
ほ
ひ
重
ね
た
る
こ
そ
あ
は
れ
に

は
べ
れ
」
と
の
た
ま
ふ
。
御
答
へ
に
、「
谷
に
は
春
も
」
と
何
心
も
な
く
聞
こ
え
た
ま
ふ
を
、
言
し
も
あ
れ
、
心
憂
く
も
と
思

さ
る
る
に
つ
け
て
も
、
…
…�

（
幻
④
五
三
一
～
五
三
二
）
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【
本
文
六
】
五
月
雨
の
こ
ろ
、
夕
霧
と
語
ら
う
光
源
氏

に
は
か
に
立
ち
出
づ
る
む
ら
雲
の
け
し
き
い
と
あ
や
に
く
に
て
、
お
ど
ろ
お
ど
ろ
し
う
降
り
来
る
雨
に
添
ひ
て
、
さ
と
吹
く
風

に
灯
籠
も
吹
き
ま
ど
は
し
て
、
空
暗
き
心
地
す
る
に
、「
窓
を
う
つ
声
」
な
ど
、
め
づ
ら
し
か
ら
ぬ
古
言
を
う
ち
誦
じ
た
ま
へ

る
も
、
を
り
か
ら
に
や
、
妹
が
垣
根
に
お
と
な
は
せ
ま
ほ
し
き
御
声
な
り
。�

（
幻
④
五
三
九
）

こ
の
よ
う
に
、
幻
巻
の
前
半
で
は
、
紫
の
上
が
自
身
の
住
む
場
所
の
御
前
に
美
し
い
花
々
を
植
え
、
管
理
し
て
い
た
こ
と
が
執
拗
に

語
ら
れ
、
光
源
氏
は
そ
の
景
色
を
見
る
事
を
通
し
て
紫
の
上
の
不
在
を
強
く
意
識
し
て
い
る
こ
と
が
描
か
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
恋

人
あ
る
い
は
親
し
い
人
が
「
植
ゑ
し
」
草
花
を
見
る
こ
と
を
通
し
て
故
人
を
思
慕
す
る
と
い
う
発
想
は
、
和
歌
的
性
格
を
強
く
持
つ

幻
巻
の
特
性
を
考
え
る
と
、『
万
葉
集
』
以
来
定
型
と
な
っ
て
い
た
和
歌
的
な
発
想
が
背
景
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

（
和
歌
ａ
）
万
葉
集
・
巻
三
・
挽
歌
・
家
持
・
四
六
四

又
家
持
見
砌
上
瞿
麦
花
作
歌
一
首

あ
き
さ
ら
ば　

み
つ
つ
し
の
へ
と　

い
も
が
う
ゑ
し　

や
ど
の
な
で
し
こ　

さ
き
に
け
る
か
も

（
和
歌
ｂ
）
万
葉
集
・
巻
十
・
秋
雑
歌
・
二
一
一
九（

４
）

こ
ひ
し
く
は　

か
た
み
に
せ
よ
と　

わ
が
せ
こ
が　

う
ゑ
し
あ
き
は
ぎ　

は
な
さ
き
に
け
り

（
和
歌
ｃ
）
古
今
集
・
哀
傷
・
み
は
る
の
あ
り
す
け
・
八
五
三

藤
原
の
と
し
も
と
の
朝
臣
の
右
近
中
将
に
て
す
み
侍
り
け
る
ざ
う
し
の
身
ま
か
り
て
の
ち
人
も
す
ま
ず
な
り
に
け
る
を
、

秋
の
夜
ふ
け
て
も
の
よ
り
ま
う
で
き
け
る
つ
い
で
に
見
い
れ
け
れ
ば
、
も
と
あ
り
し
せ
ん
ざ
い
も
い
と
し
げ
く
あ
れ
た
り

け
る
を
見
て
、
は
や
く
そ
こ
に
侍
り
け
れ
ば
む
か
し
を
思
ひ
や
り
て
よ
み
け
る　

き
み
が
う
ゑ
し
ひ
と
む
ら
す
す
き
虫
の
ね
の
し
げ
き
の
べ
と
も
な
り
に
け
る
か
な

二
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（
和
歌
ｄ
）
古
今
六
帖
・
第
四
・
か
な
し
び
・
二
四
九
〇

見
る
ご
と
に
そ
で
ぞ
ひ
ち
ぬ
る
な
き
は
る
の
か
た
み
に
見
よ
と
う
ゑ
し
は
な
か
は

（
和
歌
ｅ
）
古
今
六
帖
・
第
六
・
ふ
ぢ
・
あ
か
人
・
四
二
三
七（

５
）

こ
ひ
し
く
は
か
た
み
に
も
せ
ん
わ
が
せ
こ
が
う
ゑ
し
ふ
ぢ
な
み
花
咲
き
に
け
り

和
歌
ｃ
を
除
い
た
四
例
は
い
ず
れ
も
、「
形
見
」
と
し
て
の
花
を
鑑
賞
す
る
こ
と
を
通
し
て
故
人
の
死
を
悼
む
も
の
で
、
本
文
一
～

六
で
見
て
き
た
光
源
氏
の
想
い
と
重
な
る
。
一
方
和
歌
ｃ
は
管
理
者
を
喪
っ
た
前
栽
が
荒
れ
果
て
て
い
る
こ
と
を
嘆
く
歌
で
あ
り
、

本
文
四
で
光
源
氏
の
詠
「
今
は
と
て
あ
ら
し
や
は
て
ん
」
に
表
れ
て
い
る
懸
念
の
背
景
と
し
て
読
む
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
、『
源
氏
物
語
』
幻
巻
の
春
・
夏
の
場
面
に
お
い
て
執
拗
に
繰
り
返
さ
れ
る
紫
の
上
の
「
植
ゑ
し
」
草
花
に
対
す
る

想
い
を
和
歌
的
な
発
想
を
も
と
に
類
型
的
に
読
み
解
い
た
と
こ
ろ
で
、『
源
氏
物
語
』
に
お
い
て
草
花
を
「
植
え
る
」
と
い
う
行
動

に
見
ら
れ
る
和
歌
的
な
文
脈
に
つ
い
て
言
及
し
て
み
た
い
。
か
つ
て
拙
稿
（
平
田
［
二
〇
一
九
］、［
二
〇
二
三
］）
で
指
摘
し
た
よ

う
に
、『
源
氏
物
語
』
に
お
い
て
「
植
え
る
」
行
為
と
一
繋
が
り
で
捉
え
ら
れ
る
「
撫
子
」
と
「
垣
根
」
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
る

と
、「
垣
根
」
を
母
に
擬
え
、「
撫
子
」
を
子
に
擬
え
る
例
が
多
く
描
か
れ
、
垣
根
を
「
植
え
る
」
存
在
と
し
て
父
が
位
置
づ
け
ら
れ

る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
文
脈
に
お
い
て
紫
の
上
は
光
源
氏
の
最
愛
の
「
撫
子
」
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
、
幻
巻
に
至
る
ま
で
そ
の
象

徴
的
な
描
写
が
見
ら
れ
た
。

【
本
文
七
】
光
源
氏
、
一
人
で
撫
子
を
眺
め
る

蜩
の
声
は
な
や
か
な
る
に
、
御
前
の
撫
子
の
夕
映
え
を
独
り
の
み
見
た
ま
ふ
は
、
げ
に
ぞ
か
ひ
な
か
り
け
る
。

つ
れ
づ
れ
と
わ
が
泣
き
く
ら
す
夏
の
日
を
か
ご
と
が
ま
し
き
虫
の
声
か
な�

（
幻
④
五
四
二
）

本
文
七
で
「
独
り
の
み
」
と
語
ら
れ
て
い
る
の
は
、
当
然
紫
の
上
の
不
在
を
意
識
し
た
表
現
で
あ
り
、
先
に
述
べ
た
よ
う
な
文
脈
に

お
い
て
こ
の
記
述
を
捉
え
た
と
き
、
こ
の
和
歌
が
想
起
さ
れ
る
。

マ
テ
シ
ス
・
ウ
ニ
ウ
ェ
ル
サ
リ
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五
巻
　
第
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二
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（
和
歌
ｆ
）
古
今
集
・
秋
歌
上
・
寛
平
御
時
き
さ
い
の
宮
の
歌
合
の
う
た
・
素
性
法
師
・
二
四
四（
６
）

我
の
み
や
あ
は
れ
と
お
も
は
む
き
り
ぎ
り
す
な
く
ゆ
ふ
か
げ
の
や
ま
と
な
で
し
こ

（
和
歌
ｇ
）
古
今
六
帖
・
ま
が
き
・
一
三
四
八

夕
暮
の
ま
が
き
に
さ
け
る
な
で
し
こ
の
花
み
る
時
ぞ
人
は
こ
ひ
し
き

い
ず
れ
も
「
ゆ
ふ
か
げ
」「
夕
暮
」
と
い
っ
た
表
現
も
見
ら
れ
、
本
文
七
の
「
夕
映
え
」
と
時
間
帯
と
し
て
は
似
た
よ
う
な
イ
メ
ー

ジ
を
与
え
る
歌
で
あ
る
こ
と
が
読
み
取
れ
る
の
で
は
な
い
か（

７
）。

こ
の
よ
う
に
、「
撫
子
」「
垣
根
」「
植
え
る
人
」
と
い
う
和
歌
的
文

脈
の
中
に
紫
の
上
は
「
撫
子
」
と
し
て
据
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
幻
巻
に
お
い
て
は
紫
の
上
と
い
う

女
性
が
「
植
え
る
」
主
体
と
し
て
印
象
付
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
論
じ
る
前
に
、
次
節
で
は
ま
ず
、
い
ま
確
認
し
た

文
脈
の
残
り
二
者
、「
垣
根
」
と
「
撫
子
」
に
つ
い
て
、
改
め
て
考
え
て
み
た
い
。

二
　
移
植
さ
れ
た
「
撫
子
」
―
紫
の
上
と
玉
鬘

紫
の
上
は
津
島
昭
宏
［
二
〇
〇
六
］
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
光
源
氏
が
「
子
」
か
ら
「
恋
人
」
へ
と
そ
の
愛
情
の
あ
り
よ
う
を
移

行
さ
せ
て
ゆ
く
対
象
で
あ
る
の
だ
が
、
心
の
内
で
ど
の
よ
う
に
思
っ
て
い
る
に
せ
よ
、
紫
の
上
を
二
条
院
に
引
き
取
っ
た
当
初
、
光

源
氏
は
彼
女
の
「
親
」
の
よ
う
に
ふ
る
ま
っ
て
お
り
、
紫
の
上
も
そ
の
よ
う
に
認
識
し
て
い
る
と
い
う
記
述
が
み
ら
れ
る
。
こ
の
と

き
に
興
味
深
い
の
は
、「
母
」
の
不
在
と
、
そ
の
代
わ
り
と
し
て
の
振
る
舞
い
を
光
源
氏
が
意
図
的
に
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

【
本
文
八
】
紫
の
上
を
慰
め
る
光
源
氏

君
は
男
君
の
お
は
せ
ず
な
ど
し
て
さ
う
ざ
う
し
き
夕
暮
な
ど
ば
か
り
ぞ
、
尼
君
を
恋
ひ
き
こ
え
た
ま
ひ
て
、
う
ち
泣
き
な
ど
し

た
ま
へ
ど
、
宮
を
ば
こ
と
に
思
ひ
出
で
き
こ
え
た
ま
は
ず
。
も
と
よ
り
見
な
た
ひ
き
こ
え
た
ま
は
で
な
ら
ひ
た
ま
へ
れ
ば
、
今

二
七

『
源
氏
物
語
』
幻
巻
の
「
植
ゑ
し
人
な
き
春
」
を
め
ぐ
っ
て



は
た
だ
こ
の
後
の
親
を
い
み
じ
う
睦
び
ま
つ
は
し
き
こ
え
た
ま
ふ
。
も
の
よ
り
お
は
す
れ
ば
、
ま
づ
出
で
む
か
ひ
て
、
あ
は
れ

に
う
ち
語
ら
ひ
、
御
懐
に
入
り
ゐ
て
、
い
さ
さ
か
う
と
く
恥
づ
か
し
と
も
思
ひ
た
ら
ず
。�

（
若
紫
①
二
六
一
）

【
本
文
九
】
光
源
氏
の
留
守
を
寂
し
が
る
紫
の
上

二
三
日
内
裏
に
さ
ぶ
ら
ひ
大
殿
に
も
お
は
す
る
を
り
は
、
い
と
い
た
く
屈
し
な
ど
し
た
ま
へ
ば
、
心
苦
し
う
て
、
母
な
き
子
持

た
ら
む
心
地
し
て
、
歩
き
も
静
心
な
く
お
ぼ
え
た
ま
ふ
。�

（
紅
葉
賀
①
三
一
七
～
三
一
八
）

【
本
文
一
〇
】
須
磨
か
ら
の
文
を
見
た
紫
の
上
、
悲
嘆
に
暮
れ
る

出
で
入
り
た
ま
ひ
し
方
、
寄
り
ゐ
た
ま
ひ
し
真
木
柱
な
ど
を
見
た
ま
ふ
に
も
胸
の
み
ふ
た
が
り
て
、
も
の
を
と
か
う
思
ひ
め
ぐ

ら
し
、
世
に
し
ほ
じ
み
ぬ
る
齢
の
人
だ
に
あ
り
、
ま
し
て
馴
れ
睦
び
き
こ
え
、
父
母
に
も
な
り
て
生
ほ
し
立
て
な
ら
は
し
た
ま

へ
れ
ば
、
恋
し
う
思
ひ
き
こ
え
た
ま
へ
る
こ
と
わ
り
な
り
。�

（
須
磨
②
一
九
〇
）

紫
の
上
は
幼
く
し
て
母
と
死
別
し
て
お
り
、
実
際
に
「
母
な
き
子
」
で
は
あ
る
の
だ
が
、
注
目
し
て
お
き
た
い
の
は
、
若
紫
巻
に
お

い
て
紫
の
上
の
実
父
（
本
文
八
「
宮
」）
は
存
命
で
あ
り
、
紫
の
上
を
北
の
方
と
暮
ら
す
邸
に
引
き
取
ろ
う
と
検
討
し
て
い
る
段
階

で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
を
光
源
氏
が
連
れ
去
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
り
、「
撫
子
」
の
文
脈
に
置
き
換
え
る
な
ら
ば
、

光
源
氏
は
紫
の
上
の
実
父
の
「
撫
子
」
を
自
分
の
邸
に
い
わ
ば
「
移
植
」
し
た
状
態
で
あ
る
。
容
易
に
「
移
植
」
を
可
能
に
し
た
の

は
、
撫
子
を
守
る
「
垣
根
」
た
る
「
母
」
の
不
在
が
原
因
で
あ
ろ
う
。

大
津
直
子
［
二
〇
一
五
］
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
平
安
時
代
に
お
い
て
子
が
娘
で
あ
る
場
合
、
母
は
娘
の
性
を
管
理
し
、
結
婚
を

承
認
す
る
役
割
を
果
た
す
存
在
で
あ
っ
た
。
ま
た
『
源
氏
物
語
』
に
お
い
て
は
広
瀬
唯
二
［
一
九
八
八
］
が
、
青
年
の
光
源
氏
が
か

か
わ
る
女
君
の
多
く
は
母
親
の
存
在
が
描
か
れ
ず
、
こ
の
設
定
に
よ
り
女
君
た
ち
と
光
源
氏
の
結
び
つ
き
を
自
然
に
す
る
こ
と
が
で

き
た
と
指
摘
し
て
い
る
。
さ
ら
に
広
瀬
は
、
本
文
九
の
よ
う
に
母
の
な
い
子
で
あ
る
と
意
識
し
た
と
き
、
光
源
氏
自
身
が
自
ず
と
母

親
的
な
性
格
を
も
帯
び
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
と
論
じ
る
。
稿
者
も
こ
の
見
解
に
首
肯
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
「
光
源
氏
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ェ
ル
サ
リ
ス
　
第
二
十
五
巻
　
第
一
号

二
八



像
の
理
想
性
の
一
つ
」「
母
親
不
在
の
女
君
た
ち
の
潜
在
的
欲
求
を
満
た
す
べ
き
存
在
と
し
て
の
理
想
性
」
と
位
置
付
け
る
こ
と
に

つ
い
て
は
異
な
る
見
解
を
示
し
た
い
。

和
歌
的
文
脈
に
お
い
て
母
が
擬
え
ら
れ
る
「
垣
根
」
と
は
、
外
か
ら
男
が
侵
入
す
る
こ
と
を
阻
み
、
撫
子
を
守
る
障
壁
と
し
て
の

役
割
を
持
つ
も
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
母
親
が
不
在
、
つ
ま
り
「
垣
根
」
が
な
い
女
性
の
場
合
、
外
か
ら
や
っ
て
き
た
光
源
氏
は

何
ら
阻
ま
れ
る
こ
と
な
く
侵
入
で
き
、
紫
の
上
の
場
合
に
は
「
撫
子
」
を
自
分
の
も
と
に
「
移
植
」
し
て
し
ま
う（

８
）。

こ
の
と
き
に

「
母
」
と
し
て
の
役
割
を
光
源
氏
が
担
う
の
は
、
純
粋
に
撫
子
を
傷
つ
け
な
い
た
め
で
は
な
く
、
己
の
手
中
で
慈
し
む
た
め
、
つ
ま

り
自
分
の
想
い
を
守
る
た
め
に
他
の
男
の
侵
入
を
管
理
す
る
た
め
と
い
う
意
味
で
の
「
垣
根
（
母
）」
の
役
割
だ
っ
た
の
で
は
な

い
か
。

こ
の
よ
う
に
見
た
と
き
に
、『
源
氏
物
語
』
に
お
い
て
「
撫
子
」
に
擬
え
ら
れ
、
母
の
不
在
ゆ
え
に
光
源
氏
の
も
と
に
「
移
植
」

さ
れ
る
も
う
一
人
の
女
性
が
想
起
さ
れ
る
。
夕
顔
を
母
と
し
、
内
大
臣
を
実
父
と
す
る
玉
鬘
で
あ
る
。
実
は
玉
鬘
に
対
し
て
は
、
光

源
氏
が
自
分
の
「
母
」
と
し
て
の
役
割
を
明
言
し
て
い
る
場
面
が
あ
る
。

【
本
文
一
一
】
光
源
氏
、
玉
鬘
に
結
婚
問
題
に
つ
い
て
語
り
掛
け
る

か
う
ざ
ま
の
こ
と
（
引
用
者
注
―
結
婚
に
つ
い
て
）
は
、
親
な
ど
に
も
、
さ
は
や
か
に
、
わ
が
思
ふ
さ
ま
と
て
、
語
り
出
で
が

た
き
こ
と
な
れ
ど
、
さ
ば
か
り
の
御
齢
に
も
あ
ら
ず
、
今
は
な
ど
か
何
ご
と
を
も
、
御
心
に
分
い
た
ま
は
ざ
ら
む
。
ま
ろ
を
、

昔
ざ
ま
に
な
づ
ら
へ
て
、
母
君
と
思
ひ
な
い
た
ま
へ
。
御
心
に
飽
か
ざ
ら
む
こ
と
は
心
苦
し
く
」
な
ど
、
い
と
ま
め
や
か
に
て

聞
こ
え
た
ま
へ
ば
、
…
…�

（
胡
蝶
③
一
八
一
）

求
婚
者
へ
の
対
応
に
悩
む
玉
鬘
に
対
し
、
親
に
も
相
談
し
に
く
い
問
題
で
は
あ
る
が
、
自
分
の
考
え
を
持
っ
て
「
母
」
と
し
て
の
自

分
に
伝
え
な
さ
い
と
諭
し
て
い
る
。
光
源
氏
は
娘
の
結
婚
を
管
理
す
る
「
母
」
の
役
割
を
明
確
に
意
識
し
そ
れ
を
自
任
し
て
い
る
。

一
方
で
そ
の
直
後
に
、
玉
鬘
へ
の
恋
情
を
断
ち
切
り
が
た
い
こ
と
を
ほ
の
め
か
し
て
も
い
る（

９
）。

二
九

『
源
氏
物
語
』
幻
巻
の
「
植
ゑ
し
人
な
き
春
」
を
め
ぐ
っ
て



【
本
文
一
二
】
光
源
氏
、
玉
鬘
に
歌
を
詠
み
掛
け
る

　
「
ま
せ
の
う
ち
に
根
深
く
う
ゑ
し
竹
の
子
の
お
の
が
世
々
に
や
生
ひ
わ
か
る
べ
き

思
へ
ば
恨
め
し
か
べ
い
こ
と
ぞ
か
し
」
と
、
御
簾
を
ひ
き
上
げ
て
聞
こ
え
た
ま
へ
ば
、
…
…�

（
胡
蝶
③
一
八
二
）

「
世
々
」
に
は
竹
の
節
に
掛
け
て
男
女
の
仲
を
表
す
「
世
」
の
意
味
が
込
め
ら
れ
て
お
り
、「
母
」
を
名
乗
る
光
源
氏
自
身
が
最
も
油

断
な
ら
な
い
侵
入
者
で
あ
る
と
い
う
、
滑
稽
な
印
象
を
与
え
も
す
る
一
連
の
表
現
と
し
て
読
み
取
れ
よ
う
。「
ま
せ
の
う
ち
に
根
深

く
う
ゑ
し
」
と
い
う
表
現
か
ら
は
、
自
分
が
築
い
た
垣
根
の
内
に
「
子
」
と
し
て
の
玉
鬘
を
「
移
植
」
し
た
こ
と
が
象
徴
的
に
詠
ま

れ
て
お
り
、「
垣
根
（
母
）」
を
持
た
な
い
玉
鬘
が
光
源
氏
に
囲
い
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
紫
の
上
同
様
、
そ
の
行
動
の
背

景
に
は
恋
人
と
し
て
の
関
係
を
結
ぶ
こ
と
も
視
野
に
入
れ
た
光
源
氏
の
想
い
が
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
自
分
の
手
元
に
「
移
植
」
し
、

自
ら
が
「
垣
根
」
と
な
る
こ
と
で
、
容
易
に
そ
の
願
い
を
実
現
で
き
る
よ
う
に
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、
玉
鬘

が
囲
い
込
ま
れ
た
「
垣
根
」
は
、
彼
女
を
守
っ
て
く
れ
る
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る

）
（1
（

。

紫
の
上
と
玉
鬘
の
、
出
自
に
起
因
す
る
共
通
の
表
現
―
「
撫
子
」
の
移
植
と
、
光
源
氏
の
「
垣
根
（
母
）」
の
役
割
自
任
―
を
確

認
し
た
と
こ
ろ
で
、
幻
巻
の
植
栽
に
か
か
わ
る
表
現
に
立
ち
戻
っ
て
み
た
い
。
実
は
、
二
人
の
女
性
は
「
撫
子
」
に
よ
っ
て
表
象
さ

れ
る
ほ
か
に
、
幻
巻
で
印
象
的
に
登
場
す
る
「
山
吹
」
と
し
て
も
表
象
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
次
節
で
は
紫
の
上
と
玉
鬘
に
お
け

る
山
吹
に
ま
つ
わ
る
表
現
を
お
さ
え
、
幻
巻
で
「
不
在
」
で
あ
る
こ
と
を
意
識
さ
れ
る
女
性
と
し
て
、
玉
鬘
が
加
え
ら
れ
る
こ
と
を

明
ら
か
に
し
て
ゆ
く
。

三
　
山
吹
と
紫
の
上
・
玉
鬘

紫
の
上
と
玉
鬘
の
い
ず
れ
に
も
「
山
吹
」
に
か
か
わ
る
表
現
が
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
麻
生
裕
貴
［
二
〇
一
二
］
に
指
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摘
が
あ
る
。
麻
生
は
、
光
源
氏
が
紫
の
上
を
初
め
て
垣
間
見
た
と
き
に
、
紫
の
上
が
着
て
い
た
衣
が
山
吹
の
地
で
あ
っ
た
こ
と
に
注

目
し
、
幻
巻
に
お
い
て
山
吹
を
見
る
こ
と
を
端
緒
と
し
て
紫
の
上
に
想
い
を
馳
せ
る
場
面
（
本
稿
に
お
け
る
本
文
三
・
五
）
が
あ
る

こ
と
を
指
摘
し
つ
つ
、
玉
鬘
を
山
吹
と
結
び
つ
け
る
背
景
に
は
、「
紫
の
上
の
よ
う
に
自
ら
の
妻
と
し
て
玉
鬘
を
育
て
た
い
と
い
う

意
識
」
が
あ
り
、
衣
配
り
で
山
吹
の
衣
を
玉
鬘
に
与
え
て
し
ま
っ
た
こ
と
で
、
彼
女
へ
の
恋
情
を
か
き
た
て
ら
れ
て
し
ま
っ
た
の
で

は
な
い
か
と
論
じ
て
い
る
。
前
節
の
「
撫
子
」
の
文
脈
と
同
様
の
象
徴
的
役
割
が
「
山
吹
」
に
見
ら
れ
る
と
い
う
指
摘
で
あ
り
、
玉

鬘
の
側
に
重
き
を
お
い
た
分
析
と
し
て
稿
者
も
こ
の
読
み
に
異
論
は
な
い
。
で
は
、
紫
の
上
を
軸
に
山
吹
の
表
象
を
読
み
解
い
た
と

き
に
、
幻
巻
の
山
吹
は
ど
の
よ
う
に
捉
え
ら
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。

衣
の
色
と
し
て
の
山
吹
で
は
な
く
、
花
の
山
吹
が
描
か
れ
て
い
る
箇
所
は
『
源
氏
物
語
』
内
で
も
か
な
り
限
ら
れ
て
お
り
、
そ
の

い
ず
れ
も
が
紫
の
上
か
玉
鬘
に
ま
つ
わ
る
表
現
で
あ
る
。
す
で
に
本
文
一
で
挙
げ
た
よ
う
に
「
前
近
き
前
栽
、
五
葉
、
紅
梅
、
桜
、

藤
、
山
吹
、
岩
躑
躅
な
ど
や
う
の
春
の
も
て
あ
そ
び
」
と
、
紫
の
上
の
願
い
に
よ
り
六
条
院
春
の
町
に
植
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、

胡
蝶
巻
で
催
さ
れ
た
船
楽
の
様
子
を
描
写
す
る
際
に
も
描
か
れ
る
。
一
方
、
玉
鬘
は
野
分
巻
で
そ
の
姿
を
垣
間
見
た
夕
霧
か
ら
こ
の

よ
う
に
評
さ
れ
る
。

【
本
文
一
三
】
夕
霧
、
垣
間
見
た
女
性
た
ち
の
こ
と
を
回
想
す
る

昨
日
見
し
御
け
は
ひ
に
は
、
け
劣
り
た
れ
ど
、
見
る
に
笑
ま
る
る
さ
ま
は
、
立
ち
も
並
び
ぬ
べ
く
見
ゆ
る
。
八
重
山
吹
の
咲
き

乱
れ
た
る
盛
り
に
露
か
か
れ
る
夕
映
え
ぞ
、
ふ
と
思
ひ
出
で
ら
る
る
。�

（
野
分
③
二
八
〇
）

麻
生
が
言
及
す
る
よ
う
に
、
玉
鬘
を
山
吹
に
擬
え
る
表
現
は
、
す
で
に
玉
鬘
巻
の
衣
配
り
で
描
か
れ
て
い
る
た
め
、
物
語
の
時
系
列

か
ら
考
え
る
と
こ
の
喩
は
初
出
で
は
な
い
の
で
あ
る
が
、
本
文
一
三
に
用
い
ら
れ
て
い
る
語
と
、
幻
巻
で
紫
の
上
へ
の
思
慕
の
端
緒

と
な
る
山
吹
の
描
写
（
本
文
三
・
五
）
で
、「
山
吹
」
の
ま
わ
り
に
表
れ
る
語
が
共
通
し
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
て
み
た
い
。

三
一

『
源
氏
物
語
』
幻
巻
の
「
植
ゑ
し
人
な
き
春
」
を
め
ぐ
っ
て



【
本
文
三
・
一
部
再
掲
】

　

山
吹
な
ど
の
心
地
よ
げ
に
咲
き
乱
れ
た
る
も
、
う
ち
つ
け
に
露
け
く
の
み
見
な
さ
れ
た
ま
ふ
。

【
本
文
五
・
一
部
再
掲
】

閼
伽
の
花
の
夕
映
え
し
て
い
と
お
も
し
ろ
く
見
ゆ
れ
ば
、「
春
に
心
寄
せ
た
り
し
人
な
く
て
、
花
の
色
も
す
さ
ま
じ
く
の
み
見

な
さ
る
る
を
、
仏
の
御
飾
り
に
て
こ
そ
見
る
べ
か
り
け
れ
」
と
の
た
ま
ひ
て
、「
対
の
前
の
山
吹
こ
そ
な
ほ
世
に
見
え
ぬ
花
の

さ
ま
な
れ
。
…
…
」

本
文
三
の
「
露
け
く
」
は
光
源
氏
の
涙
を
意
味
し
、
本
文
五
の
「
夕
映
え
」
が
焦
点
化
す
る
の
は
女
三
宮
の
暮
ら
す
部
屋
に
置
か
れ

た
仏
前
の
花
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
本
文
一
三
と
は
異
な
り
、
山
吹
を
形
容
す
る
表
現
で
は
な
い
が
、
連
続
す
る
場
面
で
山
吹
の
周
辺

に
似
た
よ
う
な
表
現
が
配
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
検
討
し
て
み
た
と
き
、「
夕
映
え
」
に
つ
い
て
は
も
う
一
例
、
山
吹
と
結
び
つ
く
表

現
が
指
摘
で
き
る
。

【
本
文
一
四
】
光
源
氏
、
玉
鬘
の
不
在
を
嘆
く

　

三
月
に
な
り
て
、
六
条
殿
の
御
前
の
藤
、
山
吹
の
お
も
し
ろ
き
夕
映
え
を
見
た
ま
ふ
に
つ
け
て
も
、
ま
づ
見
る
か
ひ
あ
り

て
ゐ
た
ま
へ
り
し
御
さ
ま
の
み
思
し
出
で
ら
る
れ
ば
、
春
の
御
前
を
う
ち
棄
て
て
、
こ
な
た
に
渡
り
て
御
覧
ず
。
呉
竹
の
籬
に
、

わ
ざ
と
な
う
咲
き
か
か
り
た
る
に
ほ
ひ
、
い
と
お
も
し
ろ
し
。「
色
に
衣
を
」
な
ど
の
た
ま
ひ
て
、

「
思
は
ず
に
井
手
の
な
か
道
へ
だ
つ
と
も
い
は
で
ぞ
恋
ふ
る
山
吹
の
花

顔
に
見
え
つ
つ
」
な
ど
の
た
ま
ふ
も
、
聞
く
人
な
し
。�

（
真
木
柱
③
三
九
三
～
三
九
四
）

玉
鬘
が
鬚
黒
邸
へ
去
っ
て
し
ま
っ
た
後
、
春
の
御
前
に
咲
く
山
吹
を
見
て
、
光
源
氏
は
玉
鬘
が
暮
ら
し
て
い
た
夏
の
町
の
西
の
対
に

赴
く
。
そ
こ
に
は
山
吹
の
花
が
「
呉
竹
の
籬
」
に
咲
き
か
か
っ
て
い
る
こ
と
が
描
写
さ
れ
る
が
、
実
は
山
吹
の
花
が
こ
の
場
所
に
植

え
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
こ
れ
以
前
に
は
描
か
れ
て
お
ら
ず
、
む
し
ろ
撫
子
尽
く
し
の
前
栽
で
あ
っ
た
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る

）
（（
（

。

マ
テ
シ
ス
・
ウ
ニ
ウ
ェ
ル
サ
リ
ス
　
第
二
十
五
巻
　
第
一
号

三
二



【
本
文
一
五
】
玉
鬘
の
御
前
の
庭

御
前
に
、
乱
れ
が
は
し
き
前
栽
な
ど
も
植
ゑ
さ
せ
た
ま
は
ず
、
撫
子
の
色
を
と
と
の
へ
た
る
、
唐
の
、
大
和
の
、
籬
い
と
な
つ

か
し
く
結
ひ
な
し
て
、
咲
き
乱
れ
た
る
夕
映
え
い
み
じ
く
見
ゆ
。
み
な
立
ち
寄
り
て
心
の
ま
ま
に
も
折
り
取
ら
ぬ
を
飽
か
ず

思
ひ
つ
つ
や
す
ら
ふ
。�

（
常
夏
③
二
二
八
）

紫
の
上
が
管
理
す
る
春
の
町
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
花
が
植
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
と
対
照
的
に
、
玉
鬘
の
御
前
は

撫
子
に
特
化
し
て
い
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
る
。
つ
ま
り
本
文
一
四
は
、
西
の
対
の
御
前
に
植
え
ら
れ
た
花
と
し
て
は
唐
突
に
「
山

吹
」
が
登
場
す
る
場
面
で
あ
る
が
、
本
文
一
三
の
夕
霧
の
所
感
な
ど
を
承
け
て
の
叙
述
と
し
て
読
者
に
受
け
止
め
ら
れ
、
こ
れ
ま
で

そ
の
不
自
然
さ
は
指
摘
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
そ
れ
だ
け
「
山
吹
」
が
玉
鬘
の
象
徴
と
し
て
定
着
し
て
い
た
と
考
え
て
良
い
だ
ろ
う
。

ま
た
、
本
文
一
五
に
も
表
れ
る
「
夕
映
え
」
と
玉
鬘
の
結
び
つ
き
に
つ
い
て
は
清
水
好
子
［
一
九
六
八
］
が
す
で
に
指
摘
し
て
い

る
。
夕
映
え
は
「
濃
艶
な
風
情
を
添
え
る
光
」
で
あ
り
、
そ
の
光
と
山
吹
が
結
び
付
く
こ
と
で
「
一
層
派
手
で
あ
で
や
か
」
な
イ
メ

ー
ジ
を
与
え
る
と
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
特
徴
的
に
玉
鬘
と
結
び
つ
く
「
山
吹
」
と
「
夕
映
え
」、
そ
れ
に
加
え
て
「
露
」
と
い
う
モ
チ
ー
フ
が
畳
み
か
け
る

よ
う
に
現
れ
る
幻
巻
の
「
山
吹
」
に
ま
つ
わ
る
記
述
は
、
紫
の
上
よ
り
む
し
ろ
、
玉
鬘
を
想
起
さ
せ
る
よ
う
な
言
葉
で
あ
る
こ
と
は

間
違
い
な
い
だ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
、
玉
鬘
は
幻
巻
に
も
、
紫
の
上
が
亡
く
な
っ
た
御
法
巻
に
も
ま
っ
た
く
登
場
し
な
い
の
で
あ
る
。

六
条
院
の
各
区
画
に
住
む
場
所
を
与
え
ら
れ
て
い
た
女
性
た
ち
は
皆
、
紫
の
上
の
死
後
に
光
源
氏
と
や
り
と
り
を
し
て
い
る

）
（1
（

に
も
か

か
わ
ら
ず
、
玉
鬘
だ
け
が
物
語
内
に
「
不
在
」
で
あ
る
こ
と
は
、
同
じ
く
不
在
の
紫
の
上
と
重
ね
合
わ
せ
て
捉
え
ら
れ
る
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。
山
吹
の
描
写
を
端
緒
に
紫
の
上
の
不
在
が
嘆
か
れ
つ
つ
、
も
う
一
つ
の
文
脈
で
は
玉
鬘
が
想
起
さ
れ
る
と
い
う
よ
う

に
、
そ
の
不
在
を
意
識
す
る
文
脈
が
同
時
に
流
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
次
節
で
は
山
吹
の
歌
こ
と
ば
と
し
て
の
意
味
を
お

さ
え
た
上
で
、
二
人
の
女
君
の
不
在
を
ど
の
よ
う
に
読
み
解
く
こ
と
が
で
き
る
の
か
、
和
歌
的
文
脈
を
背
景
に
お
い
た
と
き
に
本
文

三
三

『
源
氏
物
語
』
幻
巻
の
「
植
ゑ
し
人
な
き
春
」
を
め
ぐ
っ
て



一
四
が
幻
巻
の
山
吹
に
ど
の
よ
う
に
映
り
こ
ん
で
見
え
る
の
か
を
論
じ
て
ゆ
く
。

四
　「
く
ち
な
し
」
の
花
と
し
て
の
山
吹

歌
こ
と
ば
と
し
て
の
山
吹
は
、
長
嶋
さ
ち
子
［
一
九
九
九
］
が
ま
と
め
て
い
る
よ
う
に
、
水
辺
に
咲
き
、
散
り
や
す
い
花
で
あ
る

こ
と
を
ふ
ま
え
て
「
移
ろ
ふ
」「
映
ろ
ふ
」
を
掛
け
て
詠
ま
れ
た
り
、
花
の
色
の
連
想
か
ら
「
く
ち
な
し
」
と
掛
け
て
返
事
の
な
い

恋
人
を
表
現
し
た
り
す
る
詠
ま
れ
方
が
多
い
。『
源
氏
物
語
』
真
木
柱
巻
に
お
い
て
も
、「
く
ち
な
し
」
の
イ
メ
ー
ジ
を
反
映
し
た
場

面
が
見
ら
れ
る
。

【
本
文
一
四
・
一
部
再
掲
】

「
色
に
衣
を
」
な
ど
の
た
ま
ひ
て
、

「
思
は
ず
に
井
手
の
な
か
道
へ
だ
つ
と
も
い
は
で
ぞ
恋
ふ
る
山
吹
の
花

顔
に
見
え
つ
つ
」
な
ど
の
た
ま
ふ
も
、
聞
く
人
な
し
。　
　
　
　

傍
線
部
の
「
色
に
衣
を
」
は
、『
源
氏
釈
』
以
来
、
出
典
未
詳
歌
を
ふ
く
め
さ
ま
ざ
ま
な
和
歌
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
が
、「
お
も
ふ
と

も
こ
ふ
と
も
い
は
じ
く
ち
な
し
の
い
ろ
に
こ
ろ
も
を
そ
め
て
こ
そ
き
め
」（
古
今
六
帖
・
第
五
・
く
ち
な
し
・
三
五
〇
八
）
や
、
光

源
氏
の
詠
歌
と
の
つ
な
が
り
か
ら
「
く
ち
な
し
の
色
に
こ
こ
ろ
を
そ
め
し
よ
り
い
は
で
こ
こ
ろ
に
も
の
を
こ
そ
思
へ
」（
古
今
六

帖
・
第
五
・
く
ち
な
し
・
三
五
一
〇
）
を
挙
げ
る
も
の
が
多
く
お
お
よ
そ
一
定
の
方
向
で
捉
え
ら
れ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。
い
ず

れ
に
せ
よ
、
光
源
氏
の
言
葉
は
山
吹
の
色
か
ら
く
ち
な
し
を
連
想
し
、「
口
な
し
」
と
自
分
の
恋
情
を
抑
え
込
も
う
と
す
る
苦
し
み

を
表
現
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
、
彼
の
「
い
は
で
ぞ
恋
ふ
る
」
想
い
は
「
聞
く
人
な
し
」
と
結
ば
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
た

い
。
光
源
氏
の
和
歌
引
用
と
詠
歌
は
い
ず
れ
も
自
分
が
「
口
な
し
」
で
あ
る
と
い
う
表
現
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
「
聞
く
人
な
し
」
も
、
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「
口
な
し
」
の
連
想
上
に
据
え
て
読
む
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、
返
事
を
す
る
人
が
い
な
い
、
と
い
う
意

味
で
あ
る
。

（
和
歌
ｈ
）
古
今
集
・
雑
体
・
題
し
ら
ず
・
素
性
法
師
・
一
〇
一
二

山
吹
の
花
色
衣
ぬ
し
や
た
れ
と
へ
ど
こ
た
へ
ず
く
ち
な
し
に
し
て

和
歌
ｈ
は
「
く
ち
な
し
」
だ
か
ら
答
え
な
い
、
と
詠
ん
で
お
り
、
相
手
（
衣
）
の
存
在
を
前
提
と
し
て
答
え
が
返
っ
て
こ
な
い
状
況

で
あ
る
。「
聞
く
人
な
し
」
と
結
ば
れ
る
当
該
場
面
と
は
異
な
る
よ
う
に
も
み
え
る
が
、
玉
鬘
を
象
徴
す
る
山
吹
の
花
が
眼
前
に
あ

る
こ
と
を
踏
ま
え
る
な
ら
ば
、
山
吹
を
見
な
が
ら
歌
い
か
け
て
も
返
事
が
な
い
、
と
い
う
よ
う
に
解
釈
で
き
る
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、

「
人
」
は
不
在
で
、
そ
の
「
人
」
を
想
起
さ
せ
る
「
山
吹
」
が
眼
前
に
あ
る
と
い
う
意
味
で
、
和
歌
ｈ
の
よ
う
な
発
想
も
本
文
一
四

の
背
景
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
。

ま
た
、
第
一
節
で
挙
げ
た
和
歌
ａ
～
ｅ
の
よ
う
に
、
花
を
通
し
て
不
在
の
人
を
思
慕
す
る
詠
み
方
は
、
山
吹
の
花
に
も
い
く
つ
か

見
ら
れ
る
。

（
和
歌
ｉ
）
古
今
集
・
春
下
・
題
し
ら
ず
・
よ
み
人
し
ら
ず
・
一
二
三

山
ぶ
き
は
あ
や
な
な
さ
き
そ
花
見
む
と
う
ゑ
け
む
君
が
こ
よ
ひ
こ
な
く
に

（
和
歌
ｊ
）
古
今
六
帖
・
第
六
・
山
ぶ
き
・
三
六
一
〇

ひ
と
り
の
み
み
つ
つ
ぞ
し
の
ぶ
山
ぶ
き
の
花
の
さ
か
り
に
あ
ふ
人
も
な
し

和
歌
ｈ
に
加
え
、
こ
れ
ら
の
和
歌
の
よ
う
な
発
想
を
背
景
に
し
て
、
本
文
一
四
の
場
面
を
捉
え
て
み
る
と
、
眼
前
に
あ
る
山
吹
の
花

を
端
緒
と
し
て
、
光
源
氏
の
孤
独
と
、
愛
し
い
女
性
の
不
在
へ
の
嘆
き
が
描
写
さ
れ
て
い
る
場
面
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

そ
し
て
、
幻
巻
に
お
い
て
山
吹
が
描
写
さ
れ
る
場
面
で
は
、
第
三
節
で
指
摘
し
た
よ
う
に
、
野
分
巻
に
お
け
る
玉
鬘
を
表
象
す
る

言
葉
と
の
類
似
性
が
見
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
と
、
正
編
に
お
け
る
紫
の
上
の
死
後
、
玉
鬘
が
物
語
内
に
「
不
在
」
で
あ
る
こ
と
も
あ
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わ
せ
る
と
、
幻
巻
の
描
写
の
中
に
真
木
柱
巻
（
本
文
一
四
）
の
光
源
氏
の
嘆
き
が
重
ね
て
映
し
出
さ
れ
て
見
え
て
く
る
の
で
は
な
い

か
。
幻
巻
に
お
け
る
山
吹
が
喚
起
す
る
の
は
「
ひ
と
り
の
み
み
つ
つ
ぞ
し
の
ぶ
」
孤
独
と
、「
聞
く
「
人
」
な
し
」
と
、
語
ら
い
た

い
相
手
の
不
在
を
意
識
さ
せ
る
「
口
な
し
」
の
イ
メ
ー
ジ
な
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
山
吹
の
描
写
が
幻
巻
で
表
れ
る
本
文
五
に
お
い
て
、
光
源
氏
は
女
三
宮
に
話
し
か
け
て
お
り
、
こ
の
イ
メ
ー
ジ
の
重

な
り
は
一
見
成
り
立
た
な
い
よ
う
に
も
見
え
る
。
し
か
し
、
光
源
氏
の
言
葉
に
対
し
女
三
宮
は
「
谷
に
は
春
も
」
と
和
歌
ｋ
を
引
用

し
て
返
答
し
、
会
話
が
そ
こ
で
閉
ざ
さ
れ
て
し
ま
う
。
光
源
氏
は
女
三
宮
の
思
慮
に
欠
け
る
発
言
に
よ
っ
て
紫
の
上
の
「
心
ざ
ま
、

も
て
な
し
、
言
の
葉
」
を
思
い
出
し
不
在
を
強
く
意
識
し
て
お
り
、
眼
前
に
い
る
女
三
宮
の
「
口
」
を
介
し
て
、「
口
な
し
」
の
紫

の
上
に
想
い
を
馳
せ
る
と
い
う
、
ま
た
も
現
前
す
る
も
の
を
端
緒
に
不
在
を
意
識
す
る
構
造
が
読
み
取
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

（
和
歌
ｋ
）
古
今
集
・
雑
下
・
清
原
深
養
父
・
九
六
七

時
な
り
け
る
人
の
に
は
か
に
時
な
く
な
り
て
な
げ
く
を
見
て
、
み
づ
か
ら
の
な
げ
き
も
な
く
よ
ろ
こ
び
も
な
き
こ
と
を
思

ひ
て
よ
め
る

ひ
か
り
な
き
谷
に
は
春
も
よ
そ
な
れ
ば
さ
き
て
と
く
ち
る
物
思
ひ
も
な
し

こ
の
よ
う
に
、
真
木
柱
巻
で
一
度
展
開
さ
れ
た
、「
撫
子
」
で
あ
り
「
山
吹
」
で
あ
る
玉
鬘
を
失
っ
た
こ
と
へ
の
嘆
き
が
、
幻
巻

に
至
っ
て
、
同
じ
く
「
撫
子
」
で
あ
り
「
山
吹
」
と
も
結
び
つ
く
紫
の
上
の
不
在
を
描
く
た
め
に
、
玉
鬘
の
不
在
と
真
木
柱
巻
の
場

面
を
想
起
さ
せ
つ
つ
、
そ
の
と
き
の
想
い
が
「
山
吹
」
を
介
し
て
幻
巻
の
当
該
場
面
の
中
に
映
し
出
さ
れ
て
い
る
と
読
み
解
い
て
み

た
。
こ
こ
で
も
う
一
度
、
当
初
の
問
題
に
戻
り
た
い
。
そ
れ
は
、
紫
の
上
が
山
吹
を
は
じ
め
と
し
た
花
々
を
「
植
ゑ
し
」
人
で
あ
っ

た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
先
述
し
た
よ
う
に
、『
源
氏
物
語
』
の
和
歌
的
文
脈
に
お
い
て
草
花
を
植
え
、「
宿
」
を
領
有
す
る
の
は

「
父
」
で
あ
っ
た
。
紫
の
上
と
玉
鬘
は
光
源
氏
に
よ
っ
て
「
移
植
」
さ
れ
た
「
撫
子
」
で
あ
っ
た
の
だ
が
、
玉
鬘
は
結
果
と
し
て
鬚

黒
の
侵
入
を
許
し
、
光
源
氏
の
も
と
か
ら
連
れ
去
ら
れ
て
し
ま
い
、
光
源
氏
が
不
在
を
嘆
く
場
面
へ
と
繋
が
っ
て
ゆ
く

）
（1
（

。
一
方
の
紫
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の
上
は
最
後
ま
で
光
源
氏
の
垣
根
の
内
側
に
存
在
し
た
女
君
で
あ
る
が
、
自
ら
花
を
「
植
え
る
」
存
在
で
も
あ
る
。
次
節
で
は
紫
の

上
の
そ
の
行
動
を
「
親
め
く
」
行
動
と
照
ら
し
合
わ
せ
な
が
ら
考
え
、
幻
巻
で
の
執
拗
な
「（
花
を
）
植
ゑ
し
人
」
の
繰
り
返
し
を

ど
の
よ
う
に
解
釈
す
べ
き
か
考
え
て
ゆ
く
。

五
　「
花
」
と
し
て
の
紫
の
上

紫
の
上
に
は
実
子
は
い
な
い
も
の
の
、
明
石
姫
君
を
養
母
と
し
て
育
て
、
孫
の
匂
宮
を
可
愛
が
っ
て
い
る
。
ま
た
、
六
条
御
息
所

か
ら
光
源
氏
が
後
見
を
頼
ま
れ
た
当
初
、
秋
好
中
宮
の
世
話
を
積
極
的
に
す
る
な
ど
、「
親
」
と
し
て
の
役
割
を
担
う
場
面
が
散
見

さ
れ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、「
撫
子
」
と
「
垣
」
の
文
脈
に
お
い
て
、
紫
の
上
は
つ
い
に
「
母
」
た
る
「
垣
根
」
に
擬
え
ら

れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
拙
稿
（
平
田
［
二
〇
一
九
］）
で
指
摘
し
た
よ
う
に
、
紫
の
上
は
光
源
氏
の
作
っ
た
垣
根
の
内
側
に
咲
く

「
撫
子
」
で
あ
っ
た
こ
と
が
そ
の
要
因
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
だ
が
、
紫
の
上
自
身
は
そ
の
垣
根
の
内
側
で
「
親
」
と
し
て
振
舞

お
う
と
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
記
述
が
あ
る
。

【
本
文
一
六
】
女
三
宮
に
接
す
る
紫
の
上

（
引
用
者
注
：
女
三
宮
が
）
い
と
幼
げ
に
見
え
た
ま
へ
ば
心
や
す
く
て
、
お
と
な
お
と
な
し
く
親
め
き
た
る
さ
ま
に
、
昔
の
御

筋
を
も
尋
ね
き
こ
え
た
ま
ふ
。�

（
若
菜
上
④
九
〇
～
九
一
）

【
本
文
一
七
】
明
石
の
女
御
出
産
、
若
宮
を
抱
く
紫
の
上

対
の
上
も
渡
り
た
ま
へ
り
。
白
き
御
装
束
し
た
ま
ひ
て
、
人
の
親
め
き
て
若
宮
を
つ
と
抱
き
ゐ
た
ま
へ
る
さ
ま
い
と
を
か
し
。

み
づ
か
ら
か
か
る
こ
と
知
り
た
ま
は
ず
、
人
の
上
に
て
も
見
な
ら
ひ
た
ま
は
ね
ば
、
い
と
め
づ
ら
か
に
う
つ
く
し
と
思
ひ
き
こ

へ
た
ま
へ
り
。
む
つ
か
し
げ
に
お
は
す
る
ほ
ど
を
、
絶
え
ず
抱
き
と
り
た
ま
へ
ば
、
ま
こ
と
の
祖
母
君
は
、
た
だ
ま
か
せ
た
て
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ま
つ
り
て
、
御
湯
殿
の
あ
つ
か
ひ
な
ど
を
仕
う
ま
つ
り
た
ま
ふ
。�

（
若
菜
上
④
一
〇
八
）

こ
の
よ
う
に
光
源
氏
の
「
子
」
や
被
後
見
人
に
対
し
、
紫
の
上
は
「
親
め
き
」
接
す
る
の
で
あ
る
が
、「
親
め
く
」
と
い
う
表
現
は

『
源
氏
物
語
』
全
体
で
一
一
例
ほ
ど
に
と
ど
ま
り
、
光
源
氏
に
対
し
て
用
い
ら
れ
る
場
合
、
玉
鬘
に
か
か
わ
っ
て
表
れ
る
例
も
含
め

て
お
お
よ
そ
は
「（
別
の
想
い
を
お
さ
え
て
）
親
ら
し
さ
を
演
出
す
る
」
意
味
を
持
っ
て
い
る

）
（1
（

。
そ
の
他
の
例
の
大
半
も
、「
本
当
は

親
で
は
な
い
の
に
」
と
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
前
提
と
し
て
強
く
持
っ
た
「
親
ら
し
く
振
舞
う
」
の
意
味
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
紫
の
上

は
光
源
氏
が
世
話
を
す
る
役
割
を
担
っ
て
い
る
「
子
」
や
被
後
見
人
に
対
し
、「
親
め
き
」
振
舞
っ
て
お
り
、
明
石
姫
君
に
つ
い
て

は
大
津
直
子
［
二
〇
一
五
］
な
ど
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
宮
廷
社
会
に
お
け
る
「
明
確
な
区
別
」
を
課
す
役
割
と
し
て
、「
母
」
の

立
場
を
担
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
も
う
一
つ
の
役
割
で
あ
る
「
娘
の
性
の
管
理
者
で
あ
り
守
護
者
」
と
し
て
の
役
割
は
任
さ
れ
て
お

ら
ず
、
入
内
の
決
定
な
ど
は
光
源
氏
の
意
志
に
よ
っ
て
進
め
ら
れ
て
い
る
。
秋
好
中
宮
に
つ
い
て
も
同
様
に
、
入
内
の
話
は
光
源
氏

と
藤
壺
女
院
の
間
で
進
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
「
母
」
の
役
割
を
十
全
に
は
果
た
し
得
な
い
紫
の
上
の
あ
り
よ
う
が
、「
親

め
く
」
と
い
う
表
現
に
つ
な
が
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

「
親
め
き
」
光
源
氏
の
「
子
」
た
ち
に
接
し
た
紫
の
上
が
亡
く
な
っ
た
後
、
幻
巻
に
お
い
て
紫
の
上
が
花
を
「
植
ゑ
し
」
人
で
あ

っ
た
こ
と
が
執
拗
に
繰
り
返
さ
れ
る
こ
と
を
こ
の
文
脈
に
据
え
て
み
る
と
、
紫
の
上
は
「
垣
根
」
そ
の
も
の
と
し
て
の
「
母
」
に
は

な
れ
ず

）
（1
（

、
光
源
氏
が
「
母
」
と
し
て
紫
の
上
の
た
め
に
築
い
た
垣
根
に
、
花
を
植
え
て
い
た
存
在
で
あ
っ
た
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
。

そ
の
花
は
、「
撫
子
」
を
は
じ
め
と
し
て
、
紫
の
上
そ
の
も
の
を
象
徴
す
る
も
の
だ
と
読
み
解
い
て
み
た
い
。
こ
れ
ま
で
論
じ
て
き

た
こ
と
を
ま
と
め
な
が
ら
、
以
下
そ
の
発
想
に
つ
い
て
述
べ
て
み
る
。

既
に
引
用
し
た
御
法
巻
の
匂
宮
へ
の
発
言
「
こ
の
対
の
前
な
る
紅
梅
と
桜
と
は
、
花
の
を
り
を
り
に
心
と
ど
め
て
も
て
遊
び
た
ま

へ
」
に
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
紫
の
上
の
発
言
に
よ
り
、
御
前
に
咲
く
花
は
彼
女
の
形
見
と
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
第
一
節
で
論
じ

た
よ
う
に
、「（
花
を
）
植
ゑ
し
人
」
を
、
現
前
す
る
花
を
介
し
て
思
慕
す
る
と
い
う
和
歌
の
類
型
的
な
発
想
を
背
景
に
、
光
源
氏
に

マ
テ
シ
ス
・
ウ
ニ
ウ
ェ
ル
サ
リ
ス
　
第
二
十
五
巻
　
第
一
号

三
八



と
っ
て
の
最
愛
の
「
花
」
で
あ
る
紫
の
上
が
想
起
さ
れ
る
。
そ
の
上
で
、
第
四
節
で
論
じ
た
、「
現
前
す
る
花
の
存
在
に
よ
っ
て
か

え
っ
て
「
人
」
の
不
在
が
強
く
意
識
さ
れ
る
」
く
ち
な
し
の
文
脈
に
よ
っ
て
、「
撫
子
」
を
二
度
失
っ
た
光
源
氏
の
、
紫
の
上
の

「
不
在
」
に
対
す
る
嘆
き
が
物
語
世
界
に
映
し
出
さ
れ
、
光
源
氏
の
孤
独
を
、
そ
れ
以
前
の
物
語
を
も
想
起
さ
せ
る
和
歌
的
な
文
脈

の
中
で
描
き
出
し
て
い
る
と
捉
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

な
お
、
幻
巻
に
お
い
て
花
を
「
植
ゑ
し
人
」
と
し
て
描
写
さ
れ
る
紫
の
上
は
、
光
源
氏
を
中
心
と
し
た
遺
さ
れ
た
人
々
の
視
点
に

よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
注
意
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
紫
の
上
が
自
分
の
亡
き
後
に
、
花
を
介
し
て
自
ら
を
想
起
さ
せ
る
こ
と

を
意
図
し
て
い
た
の
で
は
な
く
、
遺
さ
れ
た
人
々
が
花
を
見
る
こ
と
で
故
人
を
思
慕
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
光
源
氏
の
一

年
間
の
過
ご
し
方
が
、
彼
自
身
の
意
志
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
と
も
繋
が
る
だ
ろ
う
。

光
源
氏
は
自
ら
が
築
き
、
紫
の
上
が
花
々
を
「
植
ゑ
し
」「
垣
根
」
の
内
側
に
自
ら
囚
わ
れ
、
一
年
の
間
、
そ
の
内
側
の
景
色
を

眺
め
な
が
ら
過
ご
し
て
ゆ
く
。
紫
の
上
が
幻
巻
に
お
い
て
唐
突
に
「
植
ゑ
し
人
」
と
し
て
描
写
さ
れ
る
の
は
、
光
源
氏
の
垣
根
の
内

の
女
君
で
あ
っ
た
紫
の
上
を
偲
ぶ
上
で
、
花
々
が
彼
女
を
想
起
す
る
端
緒
と
な
る
た
め
で
あ
り
、
現
前
す
る
花
と
不
在
の
「
植
ゑ
し

人
」
を
繰
り
返
し
印
象
付
け
る
た
め
で
あ
っ
た
と
捉
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

季
節
が
め
ぐ
り
一
年
後
、
御
仏
名
会
の
日
に
人
前
に
姿
を
現
し
た
光
源
氏
の
行
動
は
、
紫
の
上
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
垣
根
の
内
側

か
ら
、
自
ら
外
に
出
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
れ
は
紫
の
上
を
悼
む
日
々
に
区
切
り
を
つ
け
、
俗
世
を
背
き
仏
道
に
入
る
こ
と
を
予

想
さ
せ
る
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

本
稿
で
は
、
幻
巻
に
お
い
て
紫
の
上
が
花
を
「
植
ゑ
し
人
」
と
し
て
繰
り
返
し
描
写
さ
れ
る
こ
と
に
注
目
し
、
和
歌
的
文
脈
か
ら

三
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そ
の
意
味
を
読
み
解
い
て
き
た
。
ま
ず
、
花
な
ど
が
故
人
の
「
形
見
」
と
な
り
、
故
人
を
偲
ぶ
端
緒
と
な
る
こ
と
は
、
和
歌
的
な
発

想
で
も
定
型
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
上
で
、
幻
巻
に
お
い
て
光
源
氏
が
紫
の
上
を
思
慕
す
る
と
き
に
現
前
す
る
花
の
う
ち
、

撫
子
と
山
吹
を
取
り
上
げ
な
が
ら
そ
の
象
徴
的
意
味
を
論
じ
た
。
い
ず
れ
も
紫
の
上
の
ほ
か
に
玉
鬘
が
想
起
さ
れ
る
花
で
あ
り
、
二

人
が
光
源
氏
の
囲
っ
た
垣
根
の
内
側
に
「
移
植
」
さ
れ
た
「
撫
子
」
で
あ
っ
た
こ
と
を
ふ
ま
え
た
上
で
、「
撫
子
」
と
し
て
の
玉
鬘

が
連
れ
去
ら
れ
、
山
吹
に
よ
っ
て
そ
の
不
在
が
嘆
か
れ
る
真
木
柱
巻
に
つ
い
て
、
歌
こ
と
ば
が
表
す
意
味
を
解
釈
し
た
。
そ
の
上
で
、

語
の
類
似
を
手
掛
か
り
と
し
な
が
ら
、
幻
巻
に
お
け
る
山
吹
の
描
写
に
は
、
紫
の
上
と
同
じ
く
か
つ
て
「
撫
子
」
で
あ
っ
た
女
性
で
、

「
不
在
」
の
玉
鬘
も
想
起
さ
れ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
、
真
木
柱
巻
に
お
け
る
光
源
氏
の
嘆
き
が
幻
巻
に
映
し
だ
さ
れ
、
重
ね
ら
れ

る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
こ
の
よ
う
に
和
歌
的
な
発
想
を
も
と
に
幻
巻
を
読
み
解
い
た
と
き
に
、
紫
の
上
が
「
植
ゑ
し
人
」
と
し
て
描

写
さ
れ
る
こ
と
の
意
味
は
、
先
に
挙
げ
た
「
形
見
」
と
し
て
花
を
機
能
さ
せ
る
こ
と
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
の
背
景
に
は

母
と
し
て
の
「
垣
根
」
に
は
な
れ
な
か
っ
た
紫
の
上
の
、
垣
根
の
内
の
「
花
」
で
あ
り
つ
づ
け
た
生
涯
が
象
徴
的
に
示
さ
れ
て
い
る

と
考
え
た
。
そ
し
て
、
幻
巻
に
お
け
る
光
源
氏
の
一
年
間
の
「
引
き
こ
も
り
」
は
、
紫
の
上
が
「
植
ゑ
し
」
花
々
を
眺
め
な
が
ら
、

彼
女
を
追
慕
す
る
、
自
ら
垣
根
の
内
に
囚
わ
れ
る
過
ご
し
方
で
あ
る
と
位
置
づ
け
、
一
年
後
に
そ
の
垣
根
の
外
に
出
る
こ
と
が
、
紫

の
上
を
は
じ
め
と
す
る
俗
世
の
「
花
」
を
背
き
、
仏
道
に
入
る
こ
と
を
象
徴
的
に
表
し
て
い
る
と
捉
え
た
。

従
来
指
摘
さ
れ
て
き
た
よ
う
に
幻
巻
は
月
次
屏
風
の
よ
う
な
世
界
観
を
持
ち
、
和
歌
的
雰
囲
気
の
強
い
巻
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な

巻
が
『
源
氏
物
語
』
正
編
の
最
後
に
置
か
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
モ
チ
ー
フ
を
き
っ
か
け
と
し
て
連
想
的
に
物
語
内
の
過

去
が
想
起
さ
れ
る
こ
と
は
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
通
り
で
あ
る
が
、
そ
の
文
脈
の
一
つ
と
し
て
「
人
」
の
「
不
在
」
を
意
識
さ
せ

る
「
現
前
す
る
花
」
を
持
ち
出
し
て
、
物
語
内
過
去
の
想
起
と
と
も
に
解
釈
を
試
み
る
と
い
う
こ
と
が
本
稿
で
論
じ
て
き
た
こ
と
で

あ
る
。
そ
の
際
に
、「
垣
根
」
と
い
う
モ
チ
ー
フ
が
鍵
と
な
る
場
面
に
描
写
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
ふ
ま
え
、『
源
氏
物
語
』
の
「
垣

根
」
と
和
歌
的
な
文
脈
の
再
検
討
も
行
っ
て
み
た
。
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紫
の
上
は
生
前
、
出
家
を
望
む
が
光
源
氏
の
許
し
を
得
ら
れ
ず
、
そ
の
望
み
を
叶
え
ら
れ
な
い
ま
ま
死
去
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と

か
ら
も
、
紫
の
上
が
光
源
氏
の
囲
っ
た
「
垣
根
」
の
内
側
に
あ
り
つ
づ
け
た
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
野
分
巻
で
夕
霧
が

紫
の
上
の
姿
を
垣
間
見
る
よ
う
に
、
外
か
ら
見
て
そ
の
垣
根
が
必
ず
し
も
十
全
に
機
能
し
て
い
た
と
も
言
え
な
い
面
が
あ
る
。
こ
の

「
垣
根
の
崩
れ
」
に
関
し
て
は
ま
た
別
の
観
点
か
ら
、
稿
を
改
め
て
論
じ
て
み
た
く
思
う
。

※
『
源
氏
物
語
』
本
文
は
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
』
に
よ
っ
た
。
和
歌
は
『
新
編
国
歌
大
観
』（
日
本
文
学
Ｗ
Ｅ
Ｂ
図
書
館
版
）

に
よ
っ
た
が
、『
万
葉
集
』
の
歌
番
号
の
み
旧
大
観
番
号
を
掲
げ
て
い
る
。『
源
氏
釈
』（
冷
泉
家
時
雨
亭
文
庫
本
）『
光
源
氏
物
語

抄
』
は
『
源
氏
物
語
古
注
釈
叢
刊
』
に
拠
っ
た
。
な
お
い
ず
れ
も
私
に
表
記
を
改
め
た
箇
所
が
あ
る
。

注（
１
）　

小
町
谷
照
彦
［
一
九
六
五
］
を
は
じ
め
と
し
て
、
幻
巻
の
夏
か
ら
冬
に
か
け
て
の
叙
述
は
月
次
の
屏
風
歌
の
よ
う
に
季
節
ご
と
に
切
り
出
し
た
「
山

積
さ
れ
た
歌
の
ス
ク
ラ
ッ
プ
」
で
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
小
嶋
菜
温
子
［
二
〇
〇
五
］
は
「
和
歌
を
軸
と
し
て
断
片
的
な
場
面
を
繋
ぐ
」

巻
で
あ
る
と
位
置
づ
け
て
い
る
。
ま
た
、
先
述
の
小
町
谷
論
や
、
鈴
木
宏
子
［
二
〇
一
二
］
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
そ
の
叙
述
の
厚
み
は
一
定
で
は

な
く
、
夏
以
降
は
春
に
比
べ
て
「
よ
り
短
い
断
章
」
と
し
て
表
れ
、
そ
れ
ゆ
え
に
読
者
が
月
次
屏
風
を
想
起
す
る
つ
く
り
に
な
っ
て
い
る
と
捉
え
ら

れ
て
き
た
。
一
方
で
瓦
井
裕
子
［
二
〇
一
五
］
は
、
幻
巻
で
描
か
れ
る
事
物
と
月
次
屏
風
の
題
材
・
歌
こ
と
ば
を
照
応
さ
せ
、
こ
の
巻
が
紫
の
上
へ

の
「
哀
悼
の
た
め
の
月
次
屏
風
を
物
語
の
中
に
実
現
し
よ
う
と
し
た
」
も
の
で
あ
る
と
解
釈
し
た
。

（
２
）　

勝
亦
は
、
幻
巻
に
お
け
る
物
語
内
過
去
の
想
起
と
、
他
の
登
場
人
物
と
の
記
憶
の
共
有
は
や
が
て
限
界
を
迎
え
、
光
源
氏
は
一
人
で
紫
の
上
の
記
憶

と
向
か
い
合
う
よ
う
に
な
る
と
述
べ
る
。
そ
し
て
紫
の
上
の
文
を
焼
却
す
る
こ
と
で
そ
の
記
憶
に
向
き
合
っ
た
悲
し
み
に
「
決
着
を
つ
け
」
た
と
し
、

幻
巻
は
光
源
氏
が
紫
の
上
を
忘
れ
、
出
家
に
向
か
う
た
め
の
巻
で
あ
っ
た
と
位
置
づ
け
る
。
稿
者
も
こ
の
見
解
は
首
肯
す
べ
き
も
の
で
あ
る
と
考

え
る
。

（
３
）　

幻
巻
の
「
場
所
」
を
二
条
院
と
す
る
か
、
六
条
院
と
す
る
か
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
以
前
の
巻
と
の
照
応
を
ふ
ま
え
て
古
注
釈
以
来
さ
ま
ざ
ま
な
議
論

四
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が
展
開
さ
れ
て
き
た
。
本
稿
で
は
場
所
が
い
ず
れ
で
あ
る
に
せ
よ
紫
の
上
が
こ
だ
わ
っ
て
「
植
ゑ
し
」
植
栽
を
契
機
と
し
て
喚
起
さ
れ
る
イ
メ
ー
ジ

を
論
点
と
す
る
た
め
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
ひ
と
ま
ず
措
く
こ
と
と
す
る
が
、
待
井
新
一
［
一
九
六
二
］
や
そ
れ
を
支
持
す
る
上
野
辰
義

［
二
〇
一
四
］
が
言
及
す
る
よ
う
に
、「
朧
化
手
法
」
に
基
づ
い
て
あ
い
ま
い
に
記
述
さ
れ
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
と
考
え
る
。

（
４
）　

拾
遺
集
・
恋
三
・
八
三
七
で
は
赤
人
詠
と
し
て
第
三
・
四
句
を
「
わ
が
や
ど
に
う
ゑ
し
秋
は
ぎ
」
と
す
る
本
文
が
あ
る
。

（
５
）　

万
葉
集
・
巻
八
・
夏
雑
歌
・
一
四
七
一
で
は
、
赤
人
詠
と
し
て
第
三
・
四
句
を
「
わ
が
や
ど
に
う
ゑ
し
ふ
ぢ
な
み
」
と
す
る
本
文
が
あ
る
。
注
４
の

歌
と
の
文
言
の
重
な
り
、
諸
歌
集
に
お
け
る
異
同
の
一
致
か
ら
も
こ
の
二
首
の
和
歌
の
関
連
性
が
想
定
さ
れ
る
が
、
本
稿
の
問
題
と
す
る
と
こ
ろ
と

は
関
連
が
な
い
た
め
、
ひ
と
ま
ず
措
く
こ
と
と
す
る
。

（
６
）　
『
光
源
氏
物
語
抄
』
以
来
、
引
歌
と
し
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

（
７
）　

な
お
、
清
水
好
子
［
一
九
六
八
］
も
指
摘
す
る
通
り
、「
夕
映
え
」
と
い
う
言
葉
は
『
源
氏
物
語
』
以
前
に
は
ほ
と
ん
ど
和
歌
に
は
詠
ま
れ
ず
、
後

拾
遺
集
以
降
に
な
っ
て
歌
題
と
し
て
定
着
し
た
も
の
で
あ
る
が
、『
源
氏
物
語
』
の
「
夕
映
え
」
は
和
歌
的
文
脈
の
中
で
描
か
れ
る
こ
と
が
多
い
こ

と
に
も
言
及
し
て
お
き
た
い
。

（
８
）　

若
紫
巻
の
冒
頭
で
は
紫
の
上
の
祖
母
に
あ
た
る
尼
君
が
存
命
で
あ
り
、
か
ろ
う
じ
て
「
垣
根
」
と
し
て
機
能
し
、
光
源
氏
の
侵
入
を
阻
ん
で
い
る
こ

と
が
描
写
さ
れ
る
。
光
源
氏
の
「
移
植
」
は
、
尼
君
が
亡
く
な
っ
て
す
ぐ
に
起
き
た
出
来
事
で
あ
る
。

（
９
）　

日
向
一
雅
［
二
〇
〇
三
］
は
、
玉
鬘
物
語
を
継
子
譚
に
据
え
た
と
き
、
光
源
氏
は
、
頼
り
に
な
ら
な
い
父
親
、
継
子
を
苦
し
め
る
敵
役
、
継
母
の
役

割
を
一
手
に
兼
ね
た
よ
う
な
多
義
的
な
性
格
を
持
っ
て
い
る
と
し
、
さ
ら
に
継
子
を
救
う
男
君
の
位
置
づ
け
を
獲
得
し
そ
う
に
な
っ
た
と
き
に
そ
れ

を
放
棄
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。

（
10
）　

熊
谷
義
隆
［
二
〇
〇
七
］
は
、
野
分
巻
に
お
け
る
垣
間
見
に
よ
っ
て
、
夕
霧
が
光
源
氏
と
玉
鬘
の
関
係
性
に
疑
念
を
持
っ
た
こ
と
が
光
源
氏
に
作
用

し
、
自
制
に
つ
な
が
っ
た
と
す
る
。

（
11
）　

呉
竹
に
つ
い
て
は
、「
御
前
近
き
呉
竹
の
、
い
と
若
や
か
に
生
ひ
た
ち
て
」（
胡
蝶
③
一
八
二
）
と
あ
り
、
既
出
の
植
栽
で
あ
る
。

（
12
）　

幻
巻
に
お
い
て
は
、
明
石
中
宮
が
匂
宮
を
光
源
氏
の
た
め
に
残
し
て
内
裏
に
戻
る
描
写
が
あ
り
、
明
石
御
方
と
は
対
話
し
、
花
散
里
と
は
文
の
や
り

と
り
が
あ
る
。
秋
好
中
宮
は
幻
巻
に
は
登
場
し
な
い
も
の
の
、
紫
の
上
の
死
を
悼
む
弔
文
を
光
源
氏
に
送
る
場
面
が
御
法
巻
後
半
に
描
か
れ
て
い
る
。

ま
た
、
女
三
宮
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
通
り
、
紫
の
上
の
不
在
を
強
く
意
識
さ
せ
る
よ
う
な
会
話
が
幻
巻
に
描
か
れ
る
。

（
13
）　

玉
鬘
の
周
り
に
侍
る
女
房
た
ち
の
頼
り
な
さ
が
鬚
黒
の
侵
入
を
招
来
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
陣
野
英
則
［
二
〇
〇
九
］、
山
口
一
樹
［
二
〇
一
九
］

な
ど
の
指
摘
が
あ
る
。
母
の
い
な
い
玉
鬘
に
と
っ
て
女
房
た
ち
は
「
垣
根
」
の
代
わ
り
と
な
る
は
ず
の
存
在
で
も
あ
る
の
だ
が
、
光
源
氏
が
そ
の
女

房
た
ち
を
精
査
し
て
い
な
い
こ
と
が
「
母
」
と
し
て
の
役
割
の
不
完
全
さ
を
示
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
、
首
肯
す
べ
き
論
で
あ
る
。
玉
鬘
の
「
垣
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根
」
に
つ
い
て
は
ほ
か
に
も
議
論
す
べ
き
点
が
あ
り
、
稿
を
改
め
て
論
じ
た
い
。

（
14
）　

日
向
一
雅
［
二
〇
〇
三
］
は
玉
鬘
と
光
源
氏
に
関
す
る
用
例
に
つ
い
て
、「
当
初
か
ら
「
親
」
の
立
場
に
徹
し
き
れ
な
か
っ
た
。
あ
る
い
は
徹
す
る

意
志
が
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
」
と
す
る
。

（
15
）　

た
と
え
ば
、
夕
顔
は
そ
の
死
後
、
光
源
氏
と
玉
鬘
に
よ
っ
て
「
も
と
の
垣
根
」「
山
が
つ
の
垣
ほ
」
等
と
、「
垣
根
」
に
擬
え
ら
れ
て
お
り
、「
母
」

を
象
徴
す
る
語
と
し
て
「
垣
根
」
が
機
能
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

参
考
文
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出
家
』
東
京
大
学
出
版
会
）

上
野
辰
義
［
二
〇
一
四
］「
幻
巻
の
春

―
付
、
そ
の
舞
台
を
め
ぐ
る
余
説

―
」（『
京
都
語
文
』
二
一
）

大
津
直
子
［
二
〇
一
五
］「『
源
氏
物
語
』
と
〈
母
恋
〉

―
光
源
氏
と
藤
壺
、
若
紫

―
」（『
國
學
院
大
學
大
学
院
平
安
文
学
研
究
』
五
・
六
合
併
号
）

勝
亦
志
織
［
二
〇
〇
六
］「『
源
氏
物
語
』「
幻
」
巻
論
」（『
学
習
院
大
学
人
文
科
学
論
集
』
一
五
）

瓦
井
裕
子
［
二
〇
一
五
］「
幻
巻
と
月
次
屏
風
の
世
界

―
そ
の
絵
画
性
と
歌
こ
と
ば
の
視
点
か
ら

―
」（『
詞
林
』
五
八
）

熊
谷
義
隆
［
二
〇
〇
七
］「
少
女
巻
か
ら
藤
裏
葉
巻
の
光
源
氏
と
夕
霧

―
野
分
巻
の
垣
間
見
、
そ
し
て
描
か
れ
ざ
る
親
の
意
志

―
」（
森
一
郎
・
岩
佐
美

代
子
・
坂
本
共
展
編
『
源
氏
物
語
の
展
望　

第
一
輯
』
三
弥
井
書
店
）

小
嶋
菜
温
子
［
二
〇
〇
五
］「
若
菜
・
幻
巻
の
光
源
氏

―
〝
賀
＝
慶
祝
〟
の
反
世
界
へ
」（
室
伏
信
助
監
修
、
上
原
作
和
編
集
『
人
物
で
読
む
『
源
氏
物

語
』
第
三
巻

―
光
源
氏
Ⅱ
』
勉
誠
出
版
）

小
町
谷
照
彦
［
一
九
六
五
］「「
幻
」
の
方
法
に
つ
い
て
の
試
論

―
和
歌
に
よ
る
作
品
論
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ

―
」（『
日
本
文
学
』
一
四
―
六
）

清
水
好
子
［
一
九
六
八
］「
源
氏
物
語
の
人
間
と
自
然
―
夕
映
え
の
人
―
」（『
国
文
学
』
一
三
―
六
）

陣
野
英
則
［
二
〇
〇
九
］
玉
鬘
と
弁
の
お
も
と

―
求
婚
譚
に
お
け
る
「
心
浅
き
」
女
房
の
重
要
性

―
」（
久
保
朝
孝
・
外
山
敦
子
編
『
端
役
で
光
る
源

氏
物
語
』
世
界
思
想
社
）

鈴
木
宏
子
［
二
〇
一
二
］「
幻
巻
の
時
間
と
和
歌

―
想
起
さ
れ
る
過
去
・
日
々
を
刻
む
歌

―
」（『
王
朝
和
歌
の
想
像
力

―
古
今
集
と
源
氏
物
語

―
』

笠
間
書
院
）

四
三

『
源
氏
物
語
』
幻
巻
の
「
植
ゑ
し
人
な
き
春
」
を
め
ぐ
っ
て



津
島
昭
宏
［
二
〇
〇
六
］「
ふ
た
り
の
母

―
「
撫
づ
」
明
石
の
君
と
「
も
て
あ
そ
ぶ
」
紫
の
上

―
」（『
古
代
中
世
文
学
論
考
』
第
一
七
集
、
新
典
社
）

長
嶋
さ
ち
子
［
一
九
九
九
］「
山
吹
」（
久
保
田
淳
・
馬
場
あ
き
子
編
『
歌
こ
と
ば
歌
枕
大
辞
典
』
古
典
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
版
）

日
向
一
雅
［
二
〇
〇
三
］「
六
条
院
の
光
源
氏
と
玉
鬘

―
継
子
譚
の
話
型
を
媒
介
に
し
て

―
」（
伊
藤
博
・
宮
崎
莊
平
編
『
王
朝
女
流
文
学
の
新
展
望
』

竹
林
舎
）

平
田
彩
奈
惠
［
二
〇
一
九
］「『
源
氏
物
語
』
の
「
な
で
し
こ
」「
と
こ
な
つ
」
と
「
垣
」�

―
歌
こ
と
ば
の
つ
な
が
り

―
」（『
日
本
文
学
』
六
八
―
四
）

平
田
彩
奈
惠
［
二
〇
二
三
］「『
源
氏
物
語
』
常
夏
巻
に
お
け
る
近
江
の
君
の
文
と
「
垣
」

―
「
垣
根
に
植
ゑ
し
な
で
し
こ
」
を
手
掛
か
り
に

―
」（『
中

古
文
学
』
一
一
一
）

広
瀬
唯
二
［
一
九
八
八
］「
母
性
と
光
源
氏
像

―
源
氏
物
語
に
お
け
る
親
と
子

―
」（
源
氏
物
語
探
究
会
編
『
源
氏
物
語
の
探
究　

第
十
三
輯
』
風
間
書
房
）

待
井
新
一
［
一
九
六
二
］「
源
氏
物
語
幻
の
巻
の
解
釈
―
二
条
院
か
六
条
院
か
―
」（『
国
語
と
国
文
学
』
三
九
―
一
二
）

山
口
一
樹
［
二
〇
一
九
］「
玉
鬘
の
物
語
に
お
け
る
女
房
集
め
」（『
中
古
文
学
』
一
〇
三
）

マ
テ
シ
ス
・
ウ
ニ
ウ
ェ
ル
サ
リ
ス
　
第
二
十
五
巻
　
第
一
号

四
四



In the chapter Maboroshi  of “The Tale of Genji ”, Lady Murasaki  is repeatedly 
described as being the one who “planted” the flowers. This paper is written in an 
attempt to decipher the meaning of this description in the context of waka poetry .

First, in the waka  context, flowers serve as a reminder of the deceased, and 
nadeshiko  and yamabuki  play such a role in the chapter Maboroshi . Second, these 
two types of flowers are reminiscent of Lady Murasaki  and Tamakazura , which 
reveals the relationship between the two women and the depictions of these 
flowers. Specifically, in the chapter Makibashira , in which Hikaru Genji  laments 
the disappearance of Tamakazura , the waka  context reveals that the yamabuki  
flower has a role in making him aware of her absence, and this narrative was 
superimposed on the scene in the chapter Maboroshi  where the yamabuki  is 
depicted. The meaning of the description of Lady Murasaki  as the “person who 
planted” these flowers was to make us aware of the flowers as her “memento,” and 
also to show that Lady Murasaki , who could not be the “hedge” symbolizing the 
“mother,” continued to be Hikaru Genji’s  “flower” throughout her life. Finally, the 
waka context suggests that Hikaru Genji’s  year in the chapter Maboroshi  was one in 
which he was trapped inside the “hedge” himself, looking at the flowers that Lady 
Murasaki  “planted” and in memory of her.

“Spring without the Lady who planted the flower”
in the chapter Maboroshi  of “The Tale of Genji ”

― Based on Yamabuki and the missing Women ―

HIRATA Sanae
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