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青

き

ま

で

白

し

1
永
仁
七
年
書
写
源
氏
物
語
抄
序
説

池

田

利

夫

一

 
源
氏
が
末
摘
花
の
許

に
泊

っ
た
翌
朝

は
雪
が
降
り
積

っ
て
い
た
。

い
さ
さ
か

腋

に
落
ち
な

い

一
夜
を
過
ご
し
た
男

は
、
縁
先
き

に
姫
君
を
誘

っ
て
、
そ
の
容

姿

を
雪
明
り
で
見
、
あ

ま
り

の
醜

さ
に
驚
く
が
、
顔

の

「
色

は
雪

は
つ
か
し
く

白
う

て
、
さ
青
」
で
あ

っ
た
と

い
う
。
肌
あ
く
ま
で
も
白
き
が
ゆ

え
に
、
鼻

の

「
先

の
か
た
す

こ
し
垂
り
て
色
づ
き

た
る
」
ご
面
相
は
、
唖
然
と
さ
せ
ず

に
は

お
か
な
か

っ
た
の
で
あ

ろ
う
。

 
牧

田
清
之
助
氏
お
よ
び
宝
玲
文
庫

旧
蔵
、
天
理
図
書
館
蔵

の
、

永

仁

七

年

(
一
二
九
九
)
書
写

「
源
氏
物
語
抄
」
は
、
小
品
な
が
ら
、
鎌
倉
時
代
成
立
の

数
少

い
源
氏
物
語
注
釈
書

の
中

で
異
彩

を
放

っ
て

い
る
が
、
右

の
条
と
思
わ
れ

る
箇
所

に
対
し
て
、
次

の
よ
う
な
注
が

加
え
ら
れ
て

い
る
。

 
 
夢

き
ま
て
し
ろ
し

護
魏
晶
鴇
欝

 
す
な
わ
ち
、
青
表
紙
本

(
大
島
本
)
に

「
し
ろ
う
て
さ
お
に
」
と
あ
る
箇
所

が
、
本
抄
の
依

っ
た
本
文

で
は

「
あ
を
き
ま
て
し
ろ
し
」
と
あ

っ
た
ら
し
い
。

「
白
う
て
さ
青

に
」
で
は
注

の
必
要
も
な

い
が
、
「
青
き
ま
で
」
と
あ
る
な
ら
、

い
か
な
る

「
白

一
か
説
明
の
要
が
生
じ
る
の
で
あ

ろ
う
。

 
右

の
異
同

は
、
本
抄

の
傍
書

(
別
筆
)
に
見

え
る

「
さ
を
き

ま
て
し
ろ
し
」

で
あ
れ
ば
、
河
内
本
は
、
す

べ
て

「
さ
を
き

ま
て
し
ろ
く
み
え
た
る
に
」
と
あ

る
の
で

一
致
す

る
。
ま
た
、
大
成

に
二

つ
掲

出
さ
れ

て
い
る
別
本
の
う
ち
、
御

物
本

は

「
し
ろ
く

み

へ
た
る
に
」
と

の
み
あ

っ
て
、
青
味
を
欠

い
て

い
る
が
、

陽
明
本
は
河
内
本
と
同

一
で
あ
る
。
紫

明
抄

(
角
川
書
店
版
)
の
所
引
本
文

は

当
然

に
河
内
本

で
は
あ

る
が
、
尾
州
家
本
を
は
じ

め
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
小
青

 
 

い
ろ
は
ゆ
き
は

つ
か
し
く

・
さ
を
き

ま
て

・
し
ろ
く
見
え
た
る
に

・
ひ
た

 
 
 
 
 
 
 
 
 
腫

 
 

い
つ
き

こ
よ
な
く

は
れ
た
り
と
見

ゆ
る
に

・
な

ほ
し
も
な
か
な
る
を
も
や

 
 
う
、

と
共
通
し
て
い
る

の
に
、

そ
れ

は

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

腫

 
 

い
ろ
は
雪

は
つ
か
し
く
さ
を
き
ま
て
し
ろ
く

ひ
た
ひ
つ
き

こ
よ
な
く
は
れ

 
 
 
 

下
 
 
長

 
 

た
り
し
も
な
か
な
る
お
も
や
う

と
あ

っ
て
、
「
見
え
た
る
に
」
「
見
ゆ
る
に
」
を
欠

い
て
い
る
。
抄

出

に
際

し
て

の
省
略
か
ど
う

か
検
討

を
要
す
る
が
、

「
さ
を
き
ま
て
し
ろ
く
」
の
部
分

は

一

致

し
、
注

も
、

こ
の
点

に
加
え
ら
れ
て

い
る
。

 
 
少
青
也
き
は
め
て
し
ろ
き
物
は
す
.こ

あ
を
き
気
の
ま
み
ゆ
る
な
り

 
な

に
ゃ
ら
、
本
抄
の
割
注
と
文
脈
が
酷
似

し
て
い
る
よ
う
に
見

え
る
。
河
海

   一 1一



抄

(角

川
版

)
も
、

こ
こ
は
河
内
本
本
文
を
掲
げ
、

 
 
少
青
也
万
葉
 

き

わ
め
て
白

は
す

こ
し
あ
を
く

み
ゆ
る
也

と
同
類

の
注
を
施
し
て
い
る
。
そ
し
て
更

に
続
け

て
、

 
 
或
本
あ

を
き
ま
て
と
あ

り

と
述
べ
て
い
る
の
か
ら
推
察
す

る
と
、 

「
あ
を
き

ま
で
し
ろ
し
」
と
い
う
本
文

は
、
本
抄
の
作
者
が
見

た
本

に
と
ど
ま
ら
な
か

っ
た
ら
し
い
。
大
体
、
青
表
紙

本

に
見
る
限

り
、
「
さ
を
に
」

は
源
氏
物
語

に
、
も
う

一
例
見
え
る
が
、
「
さ
を

し
」
と
い
う
形
容
詞
は
見
当

ら
な

い
。
ま
た
こ
れ

は
、
源
氏

の
み
な
ら
ず
、
机

辺

の
辞
書
や
用
語
索
引
類
を
締

い
て
も
同
様

で
あ
る
か
ら
、

「
さ
を
き
」
は
、

仮
名
資

料
と

し
て
稀
少
な
用
例
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
河
内
本

に
見

ら
れ
た
こ
の
用
例
は
、
も
う

一
例
の

「
さ
を

に
」

の
中
に
再
び
見

い
だ
す

こ
と

が
で
き

る
。
そ
れ
は
、
若
菜
下

の
巻

の
、
紫
上

の
病
状
が
小
康
を
得

た
の
で
、

体
具
合
が
良
く
な

い
と
聞
き
な
が
ら
久

し
く
訪
れ
な
か

っ
た
女
三
宮

の
許

へ
、

源
氏

が
出

か
け
て
対
面
す
る
箇
所
に
あ

る
。
折
し
も
女
君
は
髪
を
洗

っ
て
横
に

な
り
乾

か
し
て
い
た
が
、
顔

は
、

 
 
青

み
お
と
ろ

へ
た
ま

へ
る
し
も
、
色

は
さ
青

に
白
く
う

つ
く
し
げ

に
、
透

 
 
ぎ

た
る
や
う
に
見
ゆ
る
御
膚

つ
き
な
ど
、
世

に
な
く
ら
う
た
げ

な
り
。

で
あ

っ
た
と

い
う
。
場
面
は
、
彼
女

の
懐
妊
を
知
り
不
審

に
思

っ
た
源
氏
が
、

や
が
て
密
通
を
も
気
付
か
さ
れ
る
と

こ
ろ

に
続
く
が
、
右

の

「
い
ろ
は
さ
を
に

し
ろ
く
う

つ
く
し
け

に
(
大
島
本
)
」

の
条
は
、
河
内
本
諸
本
、
別
本

(
二
本

)

}
致

し
て
が

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

(別
本
保
ノ
ミ
「う
つ
く
し
け
に
」
)

 
 
い
ろ
は
さ
を
き
ま
て
し
ろ
く
う

つ
く
し
け

に
て

と
な

っ
て
い
る
。 

「
あ
を
き

ま
で
し
ろ
し

」
の
異
文

は
見
え
な

い
が
、
前
の
例

に
従
え
ば
、
な
か

っ
た
と
は
言
え
な

い
で
、
河
海
抄

は
、
ま
た
も

や

「
い
ろ
は

さ
を
き

ま
て
」
を
掲
出
し
、
前

に

「
少
青
也
万
葉
」
と
し
た
の
み
の
万
葉
歌
を
、

 

 

万
葉
十
六

 

 
人
た
ま
の
さ
ほ
な

る
き
み
か
た

瓦
ひ
と
り
あ
ひ
し
あ
ま
夜

は
ひ
さ
し
と
そ

 

 
思

と
あ
げ
て

い
る
。
未
摘
花

は
言
う

に
及
ぼ
な
い
が
、
女

三
宮
も
、
と
り
立
て
て

の
美
形

で
な
い
。
勿
論
、
肌

の
白
さ
は
美
を
顕
現
す
る
有
力
な
要
素
の

「
つ
で

あ
ろ
う
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ

に
称

え
て
の
表
現

に
は
違

い
な

い
が
、
青
き

ま
で
白

き
肌
は

「
う

つ
く

し
げ
」
で
あ

っ
て
も
、
過
ぎ
た
る
は
及
ば
ぬ
の
感

か
ら
免
れ

な

い
よ
う
に
見
え

る
。

 

尤
も
、
こ
こ
で
は
、
そ
う
し
た
美
意
識
や
文
脈
や
語
彙
を
、
特

に
問
題
と
し

な

い
。 

「
青
き
ま

で
白
し
」
と

い
う
表
現

に
魅
力
は
お
ぼ
え
る
が
、
色
彩
自
体

や
色
感

を
検
討
す
る

つ
も
り
も
な

い
。
現
在
の
源
氏
物
語
諸
伝
本

に
は
見
ら
れ

な

い
本
文
を
往

々
に
掲
出
し
、
際
立

っ
て
簡
略
な
注

の
中
か
ら
想
起
さ
れ
る
問

題
点

を
、

い
さ
さ
か
恣
意
的

に
考
え
て

い
き

た
い
と
思
う
の
で
あ
る
。

二

 

 

こ
の
源
氏
物

語
抄
が
最
初

に
紹
介
さ
れ
た
の
は
、
国
宝

(
旧
)

に
指
定
さ
れ

て
間
も
な
く
、
昭
和
十

六
年
十
月

に
、

旧
蔵
者

(
牧
田
氏

)
に
よ
り
翻
印
が
刊

行

さ
れ

た
の
に
依

る
。
奥
付

に

「
限
定

弐
百
部
/
全
部
寄
贈
」
の

「
六
三
」
と

見
え
る
袋
綴

の
刊
本

を
い
ま
座
右

に
し
て
い
る
が
、
先
年

(
昭
54

・
7
)
天
理

善
本
叢
書

の

「
紳
鋤
古
註
集
」
 
(
片
桐
洋

一
氏
解
題

)
に
影
印
が
収

め

ら

れ
、

近

く

(
昭

56

・2
)
は
、
翻
印
本

も
勉
誠
社
文
庫
83
と
し
て
.覆
刻

(
北
野
克
氏
解

説

)
さ
れ
た
の
で
、
容
易
に
接

す
る
こ
と
が

で
き

る
。
翻
印
本

の
校
訂

は
田
山

信
郎
氏
、
解
題

を
松

田
武
夫
氏

が
担
当

し
て
、

口
絵
に
写
真
数
葉

が
添

え
ら
れ

て
い
る
。
松
田
氏

の
解
題
は
、
そ
の
後
、
氏

の

「
和
歌
と
新
資

料
」
(
昭

18
、
越

後
屋
書
店
刊
)
に
収

め
ら
れ
た
が
、
天

理
図
書
館

に
移
譲
さ
れ
た
後
、
曽
沢
太

吉
氏

が

「
高
水
本

・
源
氏
物
語
抄
」
と
題

し
て
、
ビ
ブ

リ
ア
第

11
号

(
昭

33

・

一2一
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)

に
改

め
て
紹
介
さ
れ
た
、
こ
の
呼
称
は
、
奥
書

に
、

 
 

永
仁
七
年

二
月
廿
七
日
/
以
高
水
本
書
写

畢

と
あ
る
の
に
依

る
が
、
高
水
本
が
何
を
指
す
か
、
今

に
明
ら
か
で
な

い
。
そ

の

成
立
が
右

の
年
紀

(
一
二
九
九
)
以
前

で
あ
る
の
は
言
う
を
侯

た
な

い
が
、
松

田

・
片
桐
両
氏

は
、
本
書
が
、
新
古
今
集
、
徳
大
寺
公
継
公
記

を
引
用

し
て

い

る

こ
と
か
ら
、
承
元

・
嘉
禄
(
一
二
〇

七
～
二
七
)以
降
と
推
察

さ
れ

て
い
る
。

し
か
し
、
そ
れ
以
上
に
上
限
を
下
げ
う

る
徴
証
が
な

い
で
は
な
い
。
帯
木

の
巻

に
あ
る
次

の

一
項
が
注
意
さ
れ
る
。

 
 

な
か

Σ
み

天

一
神
也

 
 
 

金
櫃
経
云
、
天

吋
立
ト
、

こ
れ

に
よ
り
て
定
家
卿

は
中
神
と
勘
也
。

又

 
 
 

主
計
頭
惟
範
云
、

H
方

を
久
し
く
領
す
る
ゆ

へ
に
長
神
と
申
云

々

 
右

の
惟
範
は
、
明
月
記
天
福
元
年

(
↓
二
三
三
)
五
月

二
十
四
日
の
条

に
、

神
祇
官

の
中

に
名

を
連
ね
る

「
主
計
頭
維
範
朝
臣
」
で
は
な
い
か
と
思
う
。

こ

の
人
物

は
、
同
月
十
三
日
に
も

「
維
範
朝
臣
」
と
し
て
見

え
、
更

に
二
年
以
前

の
寛
喜
三
年
二
月

四
日

の
条

で
は
、
宮
中

に
召
さ
れ
た
陰
陽
師

の

州
人
に

「
惟

範

」
の
名
が
記
録

さ
れ
て

い
る
。

い
ず

れ
も
占

い
に
関
す

る
件

で
の
登
場

で
あ

り
、
惟
と
維
と
の
違

い
は
あ

っ
て
も
、
尊
卑
分
脈

に
安
倍
泰
親
六
代
の
喬

に
当

る
、
天
文
博
士
安
倍
維
範
で
あ

ろ
う
。
と
す
る
と
、
維
範
が
主
計
頭
の
在
任
中

に
、
本
抄

の
筆
者
が

「
な
か

N
み
」
に

つ
い
て
問
う
た
こ
と

に
な
り
、
そ

の
在

任
期
間
は
明
確

で
な

い
が
、

こ
の
天
福

元
年
前
後
と
な

っ
て
、
さ
き

の
上
限

の

大
き
な
幅
は

一
挙

に
下
方

へ
縮

め
る

こ
と
が
で
き
る
。

 
な
お
、
曽
沢
氏
は
、
右

の
条

の
前
段
を
採
り
上
げ

て
、
次
の
よ
う
に
論
じ
ら

れ
た
。
ま
ず
、
奥
入

(
第

一
次
)
大
島
本

で
は

「
な

か
x
み
 
河
神
字
 
長
勲

中
歎
/
問
安
家
答
云
な
か
Σ
み
天

一
神
也
/
世
俗
所
称
事
[

口
〕
可
為
中
字
勲

/
金
櫃
経
云
天

=
-
中
央
…
…
」
と
あ
り
、
同

(
第
二
次

)
自
筆
本

で
は

「
安

家
説
/
天

一
神
也
 

世
俗
所
称
奈

加
神
 

中
神
歎
/
金
櫃
経
云
…
…
」
、
紫
明

抄
で
は

「
天

司
神
也
 
世
俗
所
称
奈
加
神
中
神
也
/
金
櫃
経
云
…
…
安
家
説
」
、

仙

源
抄

で
は

「
天

H
神
を

い
ふ
安
家

は
中
神

と
い
ふ
・…
:
」
と
列

記

さ

れ

た

上
、 
「
こ
れ
ら
で

い
う
安
家
な
る
も

の
に
つ
い
て
わ
た
く
し
は
長

い
間
疑
問
を

持

っ
て
い
た
の
で
あ

る
が
、
本
抄

に
よ
る
と
(中
略
)
、
安
家
は
定
家

と
同

一
人

で
、
安

は
定

の
誤
り
で
あ

っ
た
こ
と

に
な
り
、

こ
の
推
定
は
右

の
注

の
内
容
を

比
較
検
討

せ
れ
ば

正
し
い
と
し
な
け
れ
ば

な
ら
な

い
。
し
か
し
定
家

の
自
筆
本

と
い
う
奥
入
で
な
ぜ
安
家
と
な

っ
て
い
る
の
か
、
ま
た
そ
の
ほ
か

の

古

注

で

も
、
安
家
と
あ

っ
て
、
定
家
と
な

っ
て

い
な
い
の
か
は
、
奥

入
の
性
格

の
問
題

に
も
関
す
る

こ
と
な

の
で
後
考
を
待

つ
こ
と
に
す
る
」
と
述

べ
ら
れ

た
。

 
す

で
に
、
右

の
後
段

に
つ
い
て

の
条

で
半
ば
言
及
し
た
よ
う

に
、
所
掲

の
諸

資
料

の
い
ず

れ
に
も
誤
り
は
認

め
ら
れ
な
い
。 

「
安
家
」
は
定
家

の
誤
り
で
は

な
く
、
安
倍
晴
明
以
来
、
賀
茂
家

の
暦
道

と
と
も

に
、
天
文
道
を
支
え

る
陰
陽

家

の
棟
梁
と
し
て
の
安
倍
家

を
指
し
て

い
る
。
ま
た
、
本
抄

の

「
定
家
」
も
、

安
家

の
誤
り
で
は
あ
る
ま
い
。
安
家

の
条

は
省

略
し
て
い
る
の
で
あ

っ
て
、
金

櫃
経
を
根
拠

に

「
定
家
卿
は
中
神
と
勘
也
」
と
、
奥

入
の
「
可
為
中
字
欺
」
「
中

神
歎
」
を
紹
介
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
抄

の
作
者
は
、

そ
れ
を
知
り

つ
つ
も
、
安

家
た
る
惟
範

に
重
ね
て
問

い
た
だ
し
た
と

こ
ろ
、

二

方
を
久
し
く
領
す
る
ゆ

へ
に
長
神

と
申
」
と

い
う
別

の
答
え
が
返

っ
て
き

た
の
で
あ
る
。
定

家
が
こ
の

件
を
嘗

て
同
じ
維
範

に
問
う
た
の
か
、
あ
る

い
は
そ
の
父

の
資

元

(
明
日
記

に

頻
出
)
や
そ

の
他

に
対

し
て
か
は
、
奥
入

の
成
立
経
過
と
も
係

わ

っ
て
興
味
深

い
が
、
そ
れ
を
明
ら
か
に
す
る
材
料

は
な

い
。

し
か
し
、
本
抄

の
作
者
が
 
奥

入
を
見

て
い
る
可
能
性

は
高
く
て
、

し
か
も

「
主
計
頭
惟
範
」
と
呼

ん
で
い
る

よ
う
に
、 

「
定
家
卿
」

と
同
時
代
に
生
き
て

い
た
の
は
確
か
ら
し

い
。

 
ま
た
、

こ
れ
も
曽
沢
氏
が
注
意

さ
れ
て

い
る
が
、
帯
木

の

「
か

た

の

玉
少
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将
」
の
項

の
注

に

 
 
此
事
或
仁
云
、
う

つ
ほ
と
申
物
語

に
あ
り
。
世

に
ま
れ
な
る
也
。
修

明
院

 
 
の
御
本
を
昔
申
出

て
見
侍
き

と
申
。
よ
く
く

た

つ
ぬ

へ
し

と
見
え
る
。
修
明
院
は
後
鳥
羽
院
後
宮

に
仕
え
た
高
倉
範
季
女

の
重
子

(修
明

門
院
)
を
指
す

か
と
思

わ
れ
、
そ
の
院
号
宣
下
は
承
元
元
年
(
↓
二
〇
七
)
六
月

で
あ
る
か
ら
、
宇
津
保

を
借
覧
し
た
の
が

「
昔
」
で
あ

っ
て
差
支

え
な

い
が
、

こ
の
女
院

は
、
実

に
文
永
元
年
ま
で
健
在

で
あ

っ
た
。
け
だ
し
、
本
抄

の
成
立

は
天
福
年
間
を
そ
う
下

ら
な

い
頃
と
考

え
る
べ
ぎ

で
あ
ろ
う
。

三

 

 
高
水
本

な
る
も
の
の
存
在

は
知
ら
れ
な

い
が
、
永
仁
七
年

に
書
写

し
た
と

い

う
本
抄
は
、
そ

の
端
正
な
書
写
態
度

に
も
拘
ら
ず
、
転
写

に
よ

っ
て
生
じ
た
か

と
思
わ
れ
る
若
干

の
混
乱

が
あ
る
。
書
誌

に
つ
い
て
は
、
松
田
、
曽
沢
、
片
桐

三
氏
の
述

べ
ら
れ
た
と

こ
ろ
に
従
う
が
、
片
桐
氏

も
指
摘
さ
れ
る
よ
う

に
、
注

の
順
が
、
源
氏
物
語
本
文
の
順
と
必
ず

し
も

州
致
し
な
い
。

こ
れ
は
奥

入
に
も

見
ら
れ
る
こ
と

で
、
さ
き

の

「
な
か

瓦
み
」
も
第

一
次
奥
入

(
大
島
本
)

で
は

空
蝉

の
巻
末
注

の
最
後

に

「
追
注
加
之
」
と
し
て
書
か
れ
て
い
る
し
、
別
本
奥

入

で
も
同
様

で
あ
る
。
そ
れ
が
自
筆
本
奥

入
で
は
帯
木

に
書

か
れ
て

い
る
が
、

奥
入

で
は
、
名

の
如
く
源
氏
本
文

の
奥

に
注
記

し
て

い
く

の
で
、
気
づ
く

に
従

っ
て
注

を
施
す
な
ら
、
順
が
不
同
に
な

る
の
も
止
む
を
え
な

い
こ
と
で
、
巻
を

異

に
し
て
し
ま
う

こ
と
も
、
時

に
は
あ

る
の
で
あ
ろ
う
。

し
か

し
、

本

抄

で

は
、
親
本

な
ど

の
乱
丁
に
起
因
す
る
か
と
思
わ
れ
る
ほ
ど

の
異
同

が

一
つ

あ

る
。
帯
木

に
は
、 
「
な
か

N
み
」
を
含

め
て
二
五
の
項
目
が
あ
り
、
二

一
番
口

ま

で
源
氏

本
文

の
順
を
追

っ
て
い
る
が
、
二
二
は
遡

っ
て
三
と
四
と
の
問

に
入

り
、
二
三
と
二
四
は
順

が
逆

で
、
し
か
も
、
二
四
は
五

と
六

の
間
、
二
三
は
八

と
九
と
の
間

に
入

っ
て
、
初

め
て
順
が
正
さ
れ
る
。
そ
し
て
最

後
の

「
を
の
か

し

瓦
」
は
九
丁
裏

の
末
行

に
当
り
、
次

丁
に
拾
遺

と
万
葉
と
か
ら
、

こ
の
語
を

含
む
各

一
首
が
掲
出
さ
れ

て
い
る
が
、
帯
木

に
四
例
あ
る

「
を

の
が
じ

瓦
」
を

最
初
と
考

え
れ
ば

一
と
二
と

の
間
、
最
後

の
用
例
と
す
れ
ば
四
と
五
と
の
問

に

位
置
す
る
こ
と

に
な

っ
て
相
当
混
乱
し
て
い
る
。
全
体

に
順
が
不
同
で
あ
る
な

ら
、
ま
た
別

の
理
由
も
想
定
さ
れ
る
が
、
総
じ
て
は
ほ
ぼ
順
序

通
り
列
記
さ
れ

て
い
る
。

そ
し
て
、
次

の
巻

の
空
蝉
二
番
目

に
書

か
れ

て
い
る

「
心
と

二
め
て

も
ひ
き

か
け

か
し
」
の
項
が
、
帯
木
の

一
九
と
二
〇
と

の
間

に
入
る
べ
き

な
の

も
、

↓
連

の
混
乱
と
関
係
す

る
の
で
あ

ろ
う
。

 

こ
う
し
た
巻
を
隔
て
て
の
異
同
は
、
も
う

一
箇
所
あ
る
。
絵

合
の
最
後

の
項

に
、

 
 
た
き
殿
 

 
た

い
か
く
し
の
み
な
み
也

と
あ
る

「
瀧
殿
」
は
、
次

の
松
風

の
巻

の
冒
頭

の
項
目
に
な
ら
ね

ば

な

ら

な

い
。
尤
も
、

こ
の
語
が
あ

る
前
後

の
本

文
は
、
本
抄
が
拠

っ
た
源
氏
本
文

に
比

較
的
近

い
河
内
本

に
よ

っ
て
も
、

 
 
み
た
う
は
大

か
く
し
の
南

に
あ
た
り
て
、
瀧
と

の
x
心

は

へ
を
と
ら
す
面

 
 
し
ろ
き
寺

な
り
 

(
七
毫
源
氏
)

と
あ
り
、
実
は
青
表
紙
本
で
も
別
本

(逢
左
本

)
で
も
ほ
ぼ
同
文

で
あ
る
が
、

さ
す
れ
ば
右

の
注

は
何

の
意
味

を
も
な
さ
な

い
。
注

の
内
容

に
関

し
て
は
後
節

で
触
れ
る
が
、
妙
な
注
で
は
あ

る
。

 
注

の
順
が
本
文

に
従
わ
な

い
例
を
す
べ
て
列
記
す
る
な
ら
、
夕
顔

の

一
が
八

と
九

と
の
間
に
、
最
後

の

工

が
六
と
七
と
の
間

に
入
る
の
が
次

に
大
き
な
相

違

で
、
あ
と
は
、
末
摘
花
の

一
二
と

二
二
、
初
音

の
八
と
九
、
若
菜
下

の
二
と

三
、
夕
霧

の
二
と
三
と
が
、
そ
れ
ぞ
れ
逆

に
な

っ
て

い
る
程
度

で
あ

る
。
注

の

な
い
巻

は
、
篭
火

・
行
幸

・
匂
宮

の
三
帖
、
注

の
多

い
巻

は
、

帯

木

(
26
)
、
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桐
壺

・
玉
婁

(
19
)
、
須
磨

(
18
)
、
少
女

(
15
)
、
末
摘
花
(
13
)、
夕
顔
(
11
)
、

初
音

(
10
)、
東
屋

(
9
)
、
賢
木

・
蓬
生

・
宿
木

(各

8
)
な
ど
で
、
注
が

一

項

の
み
の
巻
が
十

一
帖
あ
る

.

一
文
字
高
く
掲
出
し
て
あ
る
源
氏
本
文

に
よ
る

項
目
数
で
、
す

べ
て
二
八
二
項

で
あ
る
か
ら
、
自
筆
本
奥
入
の
五
六
四
項
、
別

本
奥
入
の
四
七
項

に
比
べ
て
約
半
分
で
あ

り
、
紫
明
抄

や
河
海
抄
と
は
比
較

に

な
ら
な

い
。

 

と

こ
ろ
で
、
項
目
が
あ

っ
て
注
の
な

い
の
も
早
蕨

に

一
項
あ

る
が
、

一
文
字

高
く
掲

出
し
て
あ
る
か
ら
と
言

っ
て
、
源
氏
本
文
と
は
認
め
ら
れ

な

い
条

が

一
、
二
あ

る
。

こ
れ
も
転
写
過
程
に
お
け

る
誤
り
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
か
。
帯

木
の
第
五
項
は
次
の
よ
う

に
な

っ
て

い
る
。

 
 

こ
た
ち
 
後
達
也
湛
ゆ
鍵
肱
妊
伽
脇
搬
馳
馳
如
世
、

 
 
西
京

の
い
ま
や
う

に
は

 
 
 
 

に
し

の
京
な

る
こ
た
ち
は
、
あ
や
千
疋
か
と
り
千
疋
く
り
あ
け

て
を

 
 
 
 
る
。

 
体
裁
か
ら
言
う
と
、
右
は
二
項
の
源
氏
本
文
に
、
そ
れ
ぞ
れ
注

が
付
け

ら
れ

て

い
る
こ
と

に
な
る
で
あ
ろ
う
。
帯
木

に
は
単
な

る

「
ご
た
ち
」
は
な
く
、

 
 
男
き

瓦
つ
け

て
涙
お
と
せ
ば
、

つ
か
ふ
人
、

ふ
る
ご
た
ち
な
ど
、
君

の
御

 
 
心

は
あ
は
れ
な
り
け
る
も
の
を
、
あ
た
ら
御
身
を
な
ど

い
ふ
。

と

「
ふ
る
ご
た
ち
」

で
あ

っ
て
、
校
異
諸
本
に
も
見
当
ら
な

い
が
、

「
ふ
る
ご

た
ち
」

の

「
ご
た
ち
」
を
釈

し
て
い
る
と
考

え
れ
ば
、
そ
れ
は
そ
れ
で
良

い
。

問
題
は
、
次

の

「
西
京

の

い
ま
や
う

に
は
」
が
、

州
見
源
氏
本
文

の
よ
う
で

い

て
、
実
は
、
紫
明
抄
や
河
海
抄
も
あ
げ

て
い
る

「
西
の
京
な
る
ご
た
ち
は
」
と

い
う
今
様

を
紹
介
す
る

一
節

な
の
で
あ
る
。

 
似
た
例
で
順
序
が
逆

の
場
合
も
あ
る
。
初
音

の
第

七
と
八

に
見

え
る
二
項
は

次

の
よ
う
で
あ

る
.、

 
 

騨

は
勅
使
と
ま
る
所
也
、
水
騨

は
舟
路
也
。

ふ
な
ち
に
は
祇
候

の
な
き
ゆ

 
 
 

へ
に
む
な
し
き
を
は
水
騨
し
た
り
と
い
ふ
也
.
騨
勅
使

の
と
ま
り
の
♪、、

 
 
 

た
ま
れ
る
也

,
騨
所
、

つ
く
し
の
宇
佐
、
伊
勢
、
ひ
た
ち
の
か
し
ま
此

 
 
 

三
所

に
あ

り
。
 
(
翻
印
本

は
二
行
目
よ
り

一
字
下
げ

)

 
 

み

つ
む
ま
や
 
 
水
騨
也
。

 

こ
れ
は
明
ら
か
に

「
み

つ
む
ま
や
」
を
ま
ず

「
水
騨
也
」

と

釈

し
、
更

に

「
騨
」
か
ら
説
き

お
こ
し
て

「
水
騨
」
の
注
解

に
及
ん
で
い
る

の
で
あ
る
。
本

抄

の
活
字

本
語
句
索
引
が

「
西
京

の
い
ま
や
う

に
は
」

「
騨

は
勅
使
と
す
る
所

也
」
両
者

を
採

っ
て
い
る
の
も
、
項
目
と
し
て
認
定

さ
れ
た
か
ら

で
、
体
裁
か

ら
見
れ
ば
、
そ
れ

で
正
し
い
と
言
え
る
の
で
あ
る
。

 

空
蝉
の
第
四
項

の
注

を
見

た
い
。

 
 
春

な
ら
ぬ
こ
の
め
も

 
 
 
拾
遺

云
、

 
 
 

さ
く
ら

は
な

に
ほ
ふ
物

か
ら

つ
ゆ
け
き
は

こ
の
め
も
物

を
思

ふ
な
り
け

 
 
 

り

 
 
 
う

つ
せ
み
の
は
に
を
く

つ
ゆ
の
こ
か
く
れ
て
し
の
ひ
く

に
ぬ
る

瓦
袖

 
 
 

か
な

 
拾
遺
集
所
収
歌
は
、
紫
明
抄
、
河
海
抄

に
も
、
結
句

「
思
ふ
な
る

へ
し
」
と

し
て
引
か
れ
、
確

か
に

「
こ
の
め
も
」

の
句
を
含
む
注
の
歌

で
あ

る
が
、
次

は

空
蝉

の
巻
尾
で
、
空
蝉
本
人
が
詠

む

↓
首
で
あ
る
。
尤
も
、
こ
れ
が
伊
勢
集
所

収
歌

で
あ
る

こ
と
は
諸
注

の
指
摘

す
る
と

こ
ろ
で
あ
る
が
、
本
抄

に
書

か
れ

て

あ

る
位
置

で
は
、
何
を
意
味
す
る
の
か
詳
か
で
な

い
。
勿

論
、

「
伊
勢
集

に
あ

り
」
と
で
も
説
明
す
る
注
が
存
在

し
た
か
、
あ
る
い
は
、
そ
の
用
意
あ

っ
て
の

こ
と

で
あ
ろ
う
が
、
形

の
上
で
は
崩
れ

て
い
る
の
で
あ
る
。

 
以
上
を
要

す
る
に
、
整
然
と
写

さ
れ
て
は

い
る
が
、
本
抄

に
は
、 
一
部

に
順
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序

の
混
乱
が
見
ら
れ
、
更

に
源
氏
本
文
と
注
と
を
区
別
す

る
字
高

の
段
差
が
、

時

に
逆

に
な

っ
て
い
る
、
と

い
う
こ
と
で
あ

る
。

一
、
二
に
注
を
欠
く
例
も

こ

れ

に
加
え
ら
れ

る
が
、
謹
直
な
書
写

に
も
拘
わ
ら
ず

こ
う
し
た
状
態

が
あ

る
の

は
、
原

因
と
し
て
二

つ
の
こ
と
が
考

え
ら
れ
る
。

日
つ
は
、
親
本
た
る
高

水
本

(
ま
た
は
そ

の
祖
本
)
が
草
稿
本
で
あ

っ
て
、
作
者
が
気
づ
く
ま
ま
に
執
筆

し

た
順
不
同

や
体
裁

の
不
統

一
を

「
部

に
残
し
た
と

い
う
推
定

で
あ
る
。
も
う

一

つ
は
、
転
写
が
繰
り
返
さ
れ
た
た
め
の
誤
り
で
あ

る
。
全
体

に
平
均
し
て

い
る

の
で
は
な
く
、
特

に
帯
木
、
空
蝉
と

い
う
初

め
に
近

い
巻

々
に
集
中
し
て
混
乱

が
見

ら
れ

る
こ
と
は
、

こ
ち
ら
の
可
能
性
が
幾
分
強

い
よ
う
に
思
わ
せ
る
が
、

断
定

は
で
き
な

い
。
た
だ
、

こ
れ
ら
か
ら
察
す
る
と
、
本
抄

の
原
本
と
、
本
抄

自
体

の
書
写

と
の
間
に
は
、
体
裁
上
か
年
次
上
か

に
隔
り
が
あ

る
よ
う
で
、

こ

れ
を
成
立
時
期
と
関
連
さ
せ
る
と
、
や
は
り
、
下
限

(
永
仁

七
年
)
よ
り
上
限

(
天
福
年
間

)
に
近

い
頃

に
遡
ら
せ
る
要
因
の

州
つ
に
な
る
か
と
思
う
、

四

 
本
抄
作
者
が
見
た
源
氏
物
語
の
伝
本
は
、

い
か
な
る
本
文
を
有
し
て

い
た
で

あ
ろ
う

か
。
曽
沢
氏

の
調
査

に
よ
る
と
、 

「
河
内
本
系
統

の
諸
本

に
共
通

し
て

い
る
本
文
が
最
も
多
く

て
十
九
」、

ほ
か
に
大
成

の
略
称

で
示
す
と
、

尾

7
、

宮
6
、
大

5
、
七
4
、
平
4
、
鳳

3
、
曼
2
、
為

1
、
加
1
と

↓
致
し
、
別
本

で
は
、
陽

5
、
保
1
、
飯

1
と
共
通

し
て

い
る
と

い
わ
れ
る
。
そ

し
て
、
大

成

所
載

の
い
ず
れ
と
も

一
致

し
な

い
本
文
が
11
乃
至

12
あ
る

こ
と
な
ど
か
ら
、

こ

 
 
 

(存
力
)

れ
が

「
現
在
河
内
本
系
統

の
い
ず
れ

に
も
属

さ
な

い

州
本
の
存
在
を
示
し
て

い

る
」
と
述

べ
ら
れ
た
。
換
言
す
れ
ば
、
特

異
な
河
内
本
で
あ

る
と
指
摘
さ
れ
た

わ
け
で
あ

り
、
更

に
言
え
ば
、
河
内
本

に
近

い
別
本

で
、
し
か
も
大
成
校
異
諸

本

に
同

↓
本
文
が
見
当
ら
な

い
本
、
と

い
う

こ
と

に
な
る
で
あ
ろ
う
か
。
大
筋

と
し
て
従
う
べ
き
見
解
と
思
う

.

 
異
文
箇
所
の
数
量
的
取
扱

い
に
つ
い
て
は
、
ど
う
集
計
す

る
か
で
異
同
が
生

じ
が

ち
で
あ
る
が
、

い
ま
細

か
な
計
数

は
、
た

い
し
た
意
味
を
持

た
な

い
。
五

十
四
帖
を
ひ
と
纒

め
に
見

る
な
ら
、
大
成
所
掲
の
校
異
諸
本
が
、
そ
も
そ
も
揃

い
本
ば
か
り
で
な

い
上
、

た
と
え
揃

っ
て
い
て
も
、
巻

に
よ
り
系
統
を
異

に
す

る
場
合

の
方
が
多

い
。

一
方
、
本
抄
の
台
本
と
な

っ
た
源
氏
物

語

に
し
て
も
、

既

に
入
れ
本
な
ど
が
あ

っ
て
、
本
文
系
統
と
し
て

一
律

に
考
え
う

る
本

で
あ

っ

た
か
ど
う
か
、
今
や
書
誌
的

に
は
確
認

の
手
だ
て
が
な

い
の
で
あ

る
か
ら
、
掲

出
本
文

の
み
の
比
較

に
よ

っ
て
検
証
に
厳
密
を
期

そ
う
と
す
れ
ば
、
巻
ご
と

に

処
理
す

る
ほ
か
は
な

い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
本
抄

か
ら
抽
出

で
き

る
源
氏
本

文

と
言

っ
て
も
、
各
項
に
は
単
語

・
短
文
も
多
く
、
わ
ず

か
な
異
同

ま
で
数
え

あ
げ

た
と
こ
ろ
で
、
対
象

は
、
約
三
分

の

「
の
項
目
に
限
定
さ
れ
、
中

に
は
、

対
校
本

一
、
二
本

の
些
細
な
異
文

に
と
ど
ま

る
例
も
少
く
な

い
。
従

っ
て
、

一

つ
の
巻

の
中
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
系
統
を
推
定

で
き
る
ほ
ど

の
用
例
数

に
恵
ま
れ

な
い
こ
と
が
、
こ
の
方
法
を
困
難

に
し
て
い
る
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ

ち
、

一
応
、
綿
密

に
点
検
を
し
、
改

め
て
整
理
も
し
た
が
、
徒

労

に
終

っ
た

の

で
あ

る
。
そ

こ
で
、
巻
別
の
計
数
処
理
は
諦

め
、
桐
壺

の
実
態
を
示
す

こ
と

に

よ

っ
て
、
あ
と
は
箇

々
の
例
文

に
つ
い
て
考

え
て
い
き

た
い
。

 
桐
壺
第
八
項
は
、

「
心
の
闇
」
の
兼
輔
歌

を
注
と
す
る
条

で
、
本
文

は

 
 
く
れ
ま
と
ふ
心

の
や
み
も
か
た

へ
は
る
く
は
か
り
 

(
大
成

「
三
⑭
)

と
あ

る
。

こ
こ
は
青
表
紙
諸
本
が

 
 
く

れ
ま
と
ふ
心
の
や
み
も

た
え
か
た
き

か
た
は
し
を
た
に
は
る
く
許

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
(
ば
る
く
ー

は
る

瓦
横
)

と
あ

っ
て
、
か
な

り
の
異
同
を
見
せ
、
本
抄

と
全
く

一
致
す

る
の
は
、
河
内
本

系

の
ほ
と
ん
ど

(尾
為
平
大
)
と
、
別
本
の
麦
生
本
と
で
あ

る
、
別
本

は
系
統

6



外
の
存
在

で
あ
る
か
ら
、

伝
本
ご
と
に
異
な
り
、

「
か
た

へ
は
る
く

は
か
り
」

が
、 
「
た
え
か
た
き

か
た
は
し
を
た
に
は
る
く

は
か
り
 
御
」
と
青
表
紙
本
と

同
じ
場
合

の
ほ
か
、
「
す

こ
し
は
る
く
は
か
り
 
陽
」
「
す

こ
し
た
に
は
る
け
は

へ
る
許

 
国
」
と
所
掲

の
四
本
が
す
べ
て
相
違

し
て

い
る
。
河
内

本

残

り

の

「
宮

」
も

「
は
る
く
ー

は
る

二
」
と
同
系
諸
本
と
小
異
で
あ
る
か
ら
、
本
抄
の

右
の

↓
節
が
河
内
本
と
同

一
本
文
と
認
定

は
で
き
る
が
、
青
表
紙
本

で
は
な

い

と
断
言

で
き
て
も
、
別
本

で
な

い
と
は
言

え
な

い
。

 
本
抄

は
、
桐
壷
の
前

に
、
源
氏
物
語

の
成
立
と
作
老

に
関
す
る
釈
が
あ
り
、

こ
の
巻

に
の
み
、
巻
名

の
下

に

「
こ
の
ま
き

つ
ほ
せ
ん
さ

い
と
も
」

と
い
う
注

を
持

つ
が
、
源
氏
本
文
を
掲
げ

る
の
は
19
条
で
あ
る
。

い
ま
例
示

し
た
8
を
除

く
す
べ
て
を
列
記
し
よ
う
。

 
 
1
更
衣
 
 
2
ま
う

の
ほ
る
 

 
3
な
く
て
そ
と
は
 

 
4
ゆ
け

い
の
命

 
 
婦

5
や
み
の
う

つ
瓦

6
月

か
け
は
か
り
そ
や

へ
む
く
ら

に
も
さ

 
 
は
ら
す
さ
し

い
り
た
る
 
 
7
ま

つ
の
お
も
は
む
事
た
に
は
つ
か
し
く

 
 
9
ま
く
ら

こ
と
 

 
10
な
き

人
の
す

み
か
た

つ
ね
い
て
た
り
け
む
し
る
し

 
 
の
か
ん
さ
し
 

 
1/
と
も
し
ひ
を
か
玉
け

つ
く

し
て
 
 
!2
う

こ
む
の
つ

 
 
か
さ

の
と
の
ゐ
申

の
こ
ゑ
き

こ
ゆ
る
は
牛

に
な
り
ぬ
る
な
る

へ
し
 
 
13

 
 
あ

さ
ま

つ
り
事
を

は
お

こ
た
ら
せ
給

 

 
14
あ
さ
か
れ
ゐ
の
け

し
き
許

ふ

 
 
れ
さ
せ
給
て
 

 
15
大
し
や
う
し
の
お
も

の
な
と
は
た
い
と
は
る
け
う
お

 
 
ほ
し
た
れ
は
 

 
お
は
き

た
の
か
た
 

 
17
う
た
の
み
か
と
の
御

い
ま
し

 
 
め
 

 
18
う
け
は
り

て
 

 
19
き

ひ
わ

 

こ
の
巻

は
比
較
的
諸
本
間

に
大
小

の
異
同
が
見
ら
れ
、
音
便
を
除
く
異
同
が

な

い
項
目
は
、
1
2
4
5

7
/1
19
の
七
項

に
過
ぎ
な

い
が
、
あ

っ
て
も
、
3
な

く
て
そ
と
は
ー
な
く

て
そ
麦
、
6
月

か
け
ー
月

の
か
け
御
、
に
も
ー

に
国
、
12

こ
ゑ
ー

こ
ゑ

の
麦

 
18
う
け
は
り
て
ー
う
け
は
り
給

て
御
、
の
よ
う

に
別
本

の

う
ち
の

一
本

に
の
み
見
ら
れ
る
小
さ
な
異
文
が
散
見
さ
れ
る
、
別
本

群
の
側

か

ら
見
た
特
殊
な
異
文
で
あ

る
な
ら
、
9
ま
く
ら
こ
と
に
ー

ま
き

は
し
ら

に
陽
1

ま
く
ら

と
国
。
10
す
み
か
ー
あ
り
か
御
陽
ー
す

み
か
を
国
。

い
て
た
り
け
む
ー
-

い
た
し
た
り
け
ん
御
1

い
て
た
る
国
。
12
う

こ
む

の
つ
か
さ
ー

こ
ん
ゑ

つ
か
さ

国
。

14
け
し
き
ー

け
し
き

よ
り
御
、
17
み
か
と
ー
御
と
御
。
御

い
ま
し
め
ー
御

い
さ
め
陽
国
、
と
見

す
ご
せ
な
い
異
文
を
多
く
見
る
が
、
本
抄

は
、
そ

の
い
ず

れ
と
も

一
致
し
て

い
な

い
。
そ

し
て
、
16
の
、
お
は
1
御
を
は
青
為
ー
御
む
は

陽
も
、
本
抄
が

「御

」
を
省

い
て
掲
出
し
た
と
も
考
え
ら
れ
る

の
で
除
く
と
、

あ
と
は
13
巧
が
残
る
ば

か
り
と
な
る
。

 
 
あ
さ
ま

つ
り

こ
と
は
を

こ
た
ら
せ
給

ひ
ぬ

(
一
八
⑧
)

と
あ

る
の
が
13
の
大
成
底
本

(
池
田
本

)
で
あ
る
。
本
抄

の
よ
う

に
傍
線
部
が

「
を
は
」
と
あ
る
異

文
は
他

に
な

い
が
、

「
を

こ
た
ら
せ
給
ひ

ぬ
」
は
、
河
内

本
全
部
と
、

別
本

の
御
麦
が

「
お

こ
た
り
給

ぬ
」
、

陽
国
が

「
お

こ
た
り
ぬ
」

と
あ

っ
て
、
本

抄
の

「
お
こ
た
ら
せ
」
が
、

こ
こ
で
ば
青
表
紙
本
と

一
致

し
、

河
内
本

・
別
本

す
べ
て
と
対
立
す
る

こ
と
に
な
る

の
で
あ

る
。

 

15
の
大
成
底
本
は
、

 
 
 

 
 
 
 
 
 
イ
 
 
 
 
 
 
 ロ 
 
 
 
 
ハ

 
 
大
正
し

の
お
も
の
な
と

は
い
と
は
る
か
に
お
ほ
し
め
し
た
れ
は

と
あ

る
。
本
抄
は
、

イ
ー
な
と
は
た
、

ロ
ー

は
る
け
く
、

バ
ー

お

ほ
し
、
と
あ

っ
た
。
そ
し
て
本
抄

の
イ
は
、
河
と
別

ノ
御
麦
と
同

↓
、

ロ
は
河
が

「
は
る
け

う
」
国
が

「
は
る
け
く

」
で

一
致
、

ハ
は
、
河
と
別

ノ
御
国
麦

が
同
じ
で
、
他

は
別
本

に

「
い
と
ー

い
と
瓦
国
」
 
「
は
る
か
に
ー
は
る
け
く

の
み
陽
」

の
異
文

を
見

る
程
度
で
あ
る
。

つ
ま

り
総
合

し
て
河
内
本
と
別
本

の

↓
部
と
等
し

い
こ

と
に
な

る
で
あ
ろ
う
。

 

こ
れ
は
、
明
ら
か
に
前
述

の
8
と
共
通

し
て
い
る
が
、

13
と

は
対
立

し
て
し

ま
う
。

た
だ
、 

「
を
こ
た
ら

せ
↑
↓
を
こ
た
り
」
の

↓
箇
所
で
あ
る
か
ら
、
8

一7一



15
の
傾
向
が
強

い
と
思
え
て
も
、
三
項

の
み
に
よ

っ
て
本

文
系
統
と
云

々
す
る

こ
と
は
で
き
な

い
。
そ
の
上
、
3
6
9
10
12
14
17
18
に
見

ら
れ

た
よ
う
に
、
別

本
そ
れ
ぞ
れ

に
あ
る
異
文
と
は

噌
致

し
な
い
で
、
そ
れ
ら
は
青
表
紙
本

・
河
内

本
共
通
本
文

に
等

し
い
の
で
、

↓
層
判
定

し
が
た

い
の
で
あ
る
。
徒
労

に
終

っ

た
と
述

べ
た
所
以
で
は
あ
る
が
、
河
内
本

に
近

い
別
本

で
あ
る
と

い
う
全
体
像

は
、先
人

の
指
摘
さ
れ
た
よ
う
に
、巻

々
か
ら
浮
ぴ
あ
が

っ
て
く
る
の
で
あ

る
。

五

 
項
目
ご
と

の
問
題
点
若

干
を
、
注
を
含
め
て
指
摘

し
て
お
く
。
本
抄
所
掲
の

源
氏
本
文

に
は
、
往
と
、

↓
部

を
省
略
し
て
示

し
て
い
る
と
推
定

さ
れ
る
場
合

が
あ

る
。
例
え
ば

乙
女
3

の

 
 
ま
と
の

ほ
た
る

〔
を
む
つ
ひ
〕
え
た
の
ゆ
き

〔を
な
ら
し
給
〕
 
(
六
七
二

 
 
②
)

の
括
孤
内
が
な
い
の
は
省

い
た
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
薄

雲
6
の

 
 
む
す

ほ
れ
て
や
み

に
し
事

二
日
か
中

こ
い
ま

ひ
と

つ
の
た
ま
ひ
さ
し

っ

 
 

(
六
二
六
⑩
～
⑭
)

と
あ
る

「
二
日
か
中

一こ

は

「
二
つ
か
中

一こ

の
誤
り
ら
し

い
が
、
大
成
底
本

の
、

 
 
む
す

ほ
x
れ
て
や
み
ぬ
る
こ
と

ふ
た

つ
な
む
侍
る
ひ
と

つ
は

(
三
行
略
)

 
 

…
:
い
ま
ひ
と

つ
は
の
た
ま
ひ
さ
し

つ

に
相
当
し
よ
う
。
諸
本
間
に
見

え
る
異
文
は
さ
て
お
き
、

こ
れ
は
間

に
長
文
を

略
し
、 

「
二

つ
か
中

一こ

は
、
本
抄
作
者

の
説
明
文
と
思
わ
れ
る
。
従

っ
て
、

明
石

1
の

「
か
う
れ
う
と

い
ふ

へ
し
」
が
、
諸
本

「
か
う
れ
う
と

い
ふ
て
を
あ

る
か
き
り
ひ
き
す
ま
し
給

へ
る
に
」
と
あ
る
の
を
理
由

に
、
本
抄
所
引
の
独
自

異
文

と
直
ち

に
考
え
る

こ
と
は
で
ぎ
な

い
の
で
あ
る
。

 

さ
て
、
次

に
紅
葉
賀

6
と
須
磨

12
と
の
二
項
を
列
記
し
て
み
よ
う
。

 

6
文
君
な
と

い
ひ
け

ん
む
か
し

の
人

(
二
五
六
⑭
)

 
 

 
か
ら
も
の
か
た
り

に
あ
り
。

 

12
わ
う
せ
う
く
む

か
こ
瓦
く

へ
ゆ
き
け
む
お

ほ
し
や
り
て

(
四
二
八
⑪
)

 
 

 
か
ら
物

か
た
り
に
あ
り
。
王
せ
う
く

ん
ゑ
ひ
す
に
た
ま

は
り

し
こ
と
也
.

 

卓
文
君
と
王
昭
君

の
故
事
で
あ
る
が
、

こ
れ
を

「
唐
物
語

に
あ
り
」
と
注
記

し
て
い
る
の
は
興
味
深

い
。

こ
の
書
名

の
初
見

は
伊
勢
物
語
知
顕

抄
で
あ

り
、

顕
昭

の
作
は
兼
良
以
来
強
く
否
定
さ
れ
て
き

た
が
、
そ
れ
で
も
鎌
倉

中
期
書
写

伝
本
が
存
在
す

る
か
ら
、
本
抄

と
初
見
を
争

う

こ
と
に
な
る
で
あ

ろ
う
。
今
そ

れ
は
と
も
か
く
、

こ
の
二

つ
の
源
氏
本
文
は
、

い
ず
れ
も
両
系
統
本

間
で
文
脈

が
相
違

し
、
本
抄
は
、
も
と
よ
り
河
内
本
で
あ

る
。
青
表
紙
本

(
大
成
)
は
、

 

6
か
く
し
う
に
あ
り
け
む
む
か
し
の
人

 

12
む
か
し
胡

の
く

に
二
つ
か
は
し
け
む
女
を
お
ほ
し
や
り
や
り
て

と
あ
り
、
両
者
と
も
人
名

を
あ
げ
ず
、
地
名
ゆ

か
り

の
故
事

を
語

る

こ
と
で
、

そ
の
名
を
髪
髭
と
さ
せ
て

い
る
。
表
現

の
う
ま
さ
、
と

い
う
観
点

で
は
河
内
本

の
比

で
は
な
く
、
幻
中
類
林

の
了
悟
が
、
源
孝
行

の
本
と
し
て

「
文
君
と
い
ひ

け
む
」
条
を
あ
げ

つ
ら

っ
て

「
わ
ろ
き
本

」
と
非
難

し
た
の
も
当

然

で

あ

ろ

う
。
ま
た
河
海
抄

は
、
青
表
紙
本
文
を
掲
げ

な
が
ら
、
親
行
本

を
も
紹
介

し
、

「
両
説
何
も
証
本
な
り
各
随
所
好
」
と
述

べ
た
立
場
も
理
解

で

き

る
。

し

か

し
、
本
文
研
究

の
上

の
論
議

は
、
巧
拙
と
は
別

の
根
拠
に
基
づ

い
て
行

わ
れ
な

け
れ
ば
な
る
ま
い
。
な
お
こ
こ
で
も
、
別
本

の

一
部

に
若
干

の
異

文

を

見

る

が
、
取
上
げ

る
内
容

に
は
乏
し
く
、
源
氏
物
語
が
故
事
を
引
く
際

の
引
き
方

の

問
題
と
も
関
連

し
て
、
改

め
て
考
え
る
必
要
が
あ
る

で
あ
ろ
う
。

ま
た
、

こ
れ

が
中
国

の
故
事
ゆ
え

に
著

し

い
異
同
を
示
す
の
か
、
広
く
調

べ
て
理
由
を
考
え

ね
ば
な
ら
な

い
。
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中
国
故
事

に
関
連

し
て
、
ひ
と
文
字

の
字
音
語
が
、
転
写
過
程
で
混
乱
し
た

た
め

に
生

じ
た
か
と
思
わ
れ
る
例
も
あ

る
ー、
片
桐
氏
も
言
及
さ
れ
た
が
、
蓬
生

8
に
、

 
 

丁

こ
ほ
ち
た
る
女
も
あ
り
け
る
を
 

(
五
三
八
⑧
)

 
 
 
顔
叔
子
と

い
ふ
人
、
お
と
こ
の
う
た
か
ひ
を
お
そ
れ
て
、

お
と

こ
あ
り

 
 
 
き

た
る
あ
と
に
、
か

へ
を

こ
ほ
ち
て
、

よ
も
す
か
ら
と
も
し
あ
か
し
て

 
 
 

ゐ
た
り
け
り
。

 

と
あ

る

「
丁

こ
ほ
ち
た
る
女
」
が
河
内
本

の
宮
尾
鳳
曼
の
本
文

で
、
同
系
の

七
大
は

「
堂

こ
ほ
ち
た
る
女
」
、

青
表
紙
本
諸
本

で
は

「
塔

こ
ほ
ち
た
る
人
」

と
あ
る
。
し
か
し
河
海
抄
で
は

「
丁

こ
ほ
ち
た
る
人
」
を
採

り
つ
x
、

 
 
古
人
尺

↓
同
顔
叔
子
古
事
也
云
々

定
家
卿
本

に
は
塔

こ
ほ
ち

た

る

と

あ

 
 

り
、
或
又
堂
と
か
き

た
る
本
も
有
也
。
奥
入
云
、
顔
叔
子

と
い
ふ
人
お
と

 
 

こ
の
他
行
の
程
、
そ
の
夫

の
う
た
か
ひ
の
た

め
に
塔

の
か

へ
を

こ

ほ

ち

 
 

て
、
夜
も
す

か
ら
と
も
し
あ
か
し
て
ゐ
た
る
事
也
云
々

と
毛
詩

か
ら
顔
叔
子
の
条

を
引
用
し
、
な
お
満
足
し
な

い
で
、
或
説

の
、
源
氏

物
語
以
往

の
桂
中
納
言
物
語

を
紹
介
し
て
、

 
 
彼
云
貧
家

の
女
号
小
大
輔
机

丁
の
か
た
ひ
ら
を
き
ぬ
に
ぬ
ひ
て
き
た
る
事
あ

 
 
り
。
若

此
事
勲
、
丁
こ
ほ
つ
と
は
破
義
也
云
々

と
釈
を
加
え
て
い
る
。
善
成
が

「
古

人
尺

一
同
」
と
言
う

よ
う

に
、
本
抄
も
内

容
、
文
脈
と
も
奥
入
と
同
類

で
は
あ

る
が
、 

「
丁

こ
ほ
ち
た

る
」
が
不
詳

で
あ

っ
た
た
め
か
、
「
塔
の
か

へ
」
が
単

に

「
か

へ
」

と
の
み
述

べ
ら
れ
て

い
る
。

さ
き

に
本
抄
が
奥
入
を
見

て
い
る
可
能
性

に
言
及
し
た
が
、
源
氏
本
文
を
含

め

て
、

い
か
な
る
受
容

を
し
た

の
か
甚
だ
心
も
と
な

い
。
た
だ

こ
こ
は
、
仮
名
表

記

で
は
紛
わ
し
く
な
る
丁

・
塔

・
堂
を
め
ぐ

っ
て
、
本
抄
が

「
丁
」

の
本

文
に

接

し
、
奥
入
ま
た
は
そ
の
流

の
釈
を
、
本
文
と

つ
き
合
わ
せ
る

こ
と
な
く
採
用

し
た
の
で
あ
ろ
う
.

 
仏
典

で
も
際

立

っ
た
対
立
が
あ

る
、
匂
宮

1
の

 
 
く

い
た

い
し
 
 
期
住
弍
太
子
 
 
悲
花
経

二
有

は
、
大
成
底
本

で
は

 
 

せ
ん
け
う
た
い
し

の
我
身
に
と
ひ
け

ん
さ
と
り
を
も
え
て
し

か
な
と
そ

 
 

(
一
四
三
三
⑨
)

と
続
く
文
の
中

に
あ
る
。
善
巧
太
子
と
崖

夷
太
子
の
相
違

で
あ
る
が
、
前
者

は

素
姓
が
明
ら
か
で
な

い
。
悉
多
太
子

(
釈
尊

)
の
前
身

で
あ
る
善

行
太
子
に
よ

そ
え
た
創
作
説
も
あ
る
ほ
ど
で
、
そ

の
故
か
、
青
表
紙
本

の
二
、
三

に
表
記

面

の
訂
正
本
文
な
ど
が
見
ら
れ
る
。
別
本
も
混
乱
し
て
、

こ
こ
で
は

河

内

本

の

「
く

い
た

い
し
」
を
伝
え
る
本
が

な
く
、 
「
せ
ん
け
う

た
い
し
言
麦
阿
」
の
ほ

か
、
「
け
う
ゐ
大

し
保
」
「
て
む
け

う
大
師
飯
」
と
あ

っ
て
、
最

後
の
例
で
は
伝

教
大
師
を
考

え
て
い
る
ら
し
い
。

 

一
方
、
門
佳
夷
太
子
が
釈
尊

の
子
羅
喉
羅
を
指
す

と
す

る
点
で
は
紫
明
抄
、
河

海
抄
以
下
疑

い
も
な
く
提
示
し
て
い
る
が
、
定
家
も

「
せ
ん
け
う
た

い
し
」
の

本

文
な
が
ら
、
伊
行
釈
所
引

の
そ

の
典
拠
を
奥

入
に
記

し
て
、 

「
此
文
心
 

不

審

不
叶
飲
 
可
尋
」
と
態
度

を
保
留
し
て

い
る
。
本
抄
は

「
悲

花
経

二
有
」

と

の
み
あ
る
が
、

こ
れ
は
河
海
抄
細
注

の

「
此
因
縁
出
悲
花
経
云

々
」

に
対
応
す

る
。

 
本
抄
所
掲

の
源
氏
本
文
を

一
部
点
検

し
、
次
第

に
注

の
内
容

に
及
び
だ
し
た

と
こ
ろ
で
、
所
定

の
紙
数
が

尽
き
た
。
松

田
氏

は
本
抄
と
奥

入
と
の
注

を
比
較

さ
れ
、
空
蝉
ま

で
両
者

の
項
目
が
接
近
し
て

い
る
も

の
の
、
以

下
次
第

に
距
離

が

で
き
、 

「
漸
次
各

々
独
自

の
境
地
を
開

い
て
い
く
傾
向
が
見
受

け
ら
れ
る
」

と
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
紫
明
抄
、
異
本
紫
明
抄
と
も
、
分
量
、

註
釈
態
度

に
大

き

な
相
違
が
あ

り
、
伊
行
釈

を
も
含

め
、
そ
れ
ら
が
根
本
態
度

に
於

て
啓
蒙
的
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で
な
い
の
に
対
し
、
本

抄
は

「
平
明
な
る
表
現

を
も

っ
て
、
簡
単

に
説
明
し
て

居
り
、
啓
蒙
を
意
図

し
た
も

の
」
と
さ

れ
た
。

こ
れ
は
、
片
桐
氏
が
、
「
要
す

る

に
、
本
注
釈

は
、
厳
密

な
姿
勢

で
学
問
的

に
書
き
あ
げ
ら
れ
た
も

の
で
は
な

く
、

い
わ
ば
、

か
な
り
リ
ラ

ッ
ク
ス
し
た
形
」
と
言

わ
れ
る
の
と
同
じ
で
あ

ろ

う
。

 
確
か
に
噛

み
砕

い
た
注
が
多

い
こ
と
は

一
見
し
て
理
解

で
き
、
桐
壷

の
巻

17

の

「
う
た
の
み
か
と
の
御

い
ま
し
め
」
の
項
な
ど
、
諸
注
、
御
遺
誠

の

一
節

を

示
す
る
と
ど
ま
る
が
、
本
抄
は

こ
れ
を

「
ほ
か

の
国
よ
り
き
た
ら

ん

も

の

に

は
、
す
た
れ

の
う
ち
に
て
こ
れ
を
み
よ
、
た

玉
ち

に
む
か
ふ

へ
か
ら
す
と
か

瓦

れ
た
り
」
と
易
し
く
説
明
し
て

い
る
。

し
か
し
更

に
、
宇
多
院
が
何
故

こ
う
し

た
誠
め
を
す
る
に
至

っ
た

か
の
経
緯
が
長

々
と
説
明
さ
れ

た
り
し

て

い

る

の

は
、
内
容

の
当
否
は
と
も

か
く
、

一
歩
踏

み
こ
ん
で
は

い
る
。

こ
う
し
た
説
明

の
仕
方

は
、
伊
行
釈

の
書
陵
部
本
な
ど
に
も
見
ら
れ
る
傾
向

で
、
本
抄

の
成
立

年
代
や
作
老
像
と
も

か
ら

め
て
、
本
抄

の
意
味
す
る
と

こ
ろ
と
、
源
氏
物
語
注

釈

の
初
期

に
つ
い
て
、
改

め
て
考
察
す

べ
き
か
と
思
う
。
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