
一

『
源
氏
物
語
』

・
『
源
氏
物
梧」
に
お
い
て、
音
楽
が
そ
の
文
芸
的
意
義
に
深
く
関
与
し
て
い

る
こ
と
は、
山
田
孝
雄
博
士
が、
「．．．．．．
 こ
れ
（「
称
氏
物
臣」）

を
芸
術
上
の

作
品
と
し
て
見
る
場
合
に
は
音
楽
の
方
面
よ
り
の
観
察
が
頗
る
頂
き
を
な
す
ぺ

(
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)
 

き
も
の
に
し
て
決
し
て
こ
れ
を
軽
視
す
ぺ
か
ら
ざ
る
も
の
な
り。」
と
紺
的
に

述
ぺ
て
お
ら
れ
る
よ
う
に、
直
要
な
事
実
で
あ
ろ
う。
そ
う
い
う
中
で、

男女

の
触
れ
合
い
の
棉
想
に
お
い
て
は、
と
り
わ
け
音
楽
が
大
き
な
意
義
を
持
た
さ

れ
て
い
る
場
合
が
少
な
く
な
い。
例
え
ば、
主
人
公
光
源
氏
が、
琵
琶
や
七
絃

琴
の
音
に
惹
か
れ
て、
老
女
の
源
典
侍
や
醐
女
の
末
摘
花
と
契
り
を
結
ん
だ
り、

箪．
琵
琶
の
名
手
だ
と
聞
い
て
明
石
上
に
求
愛
し
て
い
る
こ
と、
或
い
は、
薫

が
合
奏
の
音
に
誘
わ
れ
て
美
姫
大
君
・
中
君
を
見
い
出
し
て
い
る
こ
と
な
ど
も

そ
の
例
で
あ
る
が、
こ
こ
で
は、
落
葉
宮
（

朱雀
院
の
女
二
宮）
に
対
す
る
タ

霧
の
恋
に
お
い
て、
そ
れ
を
発
展
さ
せ
る
菰
要
な
契
機
と
し
て
音
楽
が
用
い
ら

れ
て
い
る
と
い
う
事
実
を
指
摘
し
た
い。
つ
ま
り、
作
者
は、
横
笛
巻
に
お
い

て
夕
霧
を
落
葉
宮
の
琴
の
音
の
美
に
触
れ
さ
せ
る
と
い

う方法
で、
急
速
に
彼

の
恋
情
を
深
化
さ
せ、
ま
さ
に
そ
の
こ
と
を
契
機
と
し
て、
「「
横
笛」
ま
で
の

(
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)
 

夕
霧
と
は
全
く
趣
を
異
に
し
て
い
る」
と
営
わ
れ
る
夕
霧
巻
に
お
け
る
彼
の
租

極
的
な
求
愛
の

行動
を
描
き
得
て
い
る、
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
玲
じ
た
い
と

思
う
の
で
あ
る。

．

゜

綸
の
は
じ
め
に、
夕
霧
巻
の
冒
頭
に
あ
る
次
の
一
節
に
注
目
し
た
い
と
思
う。

ま
め
人
の
名
を
と
り
て、
さ
か
し
が
り
給
ふ
大
将、
こ
の
一
条
の
宮
の

御
有
様
を、
な
ほ、
あ
ら
ま
ほ
し
と、
心
に
と
ど
め
て、
お
ほ
か
た
の
人

目
に
は、
昔
を
わ
す
れ
ぬ
用
意
に
見
せ
つ
つ、
い
と、
ね
ん
ご
ろ
に
と
ぶ

ら
ひ
間
え
給
ふ。
し
た
の
心
に
は、
か
く
て
は
や
む
ま
じ
く
な
ん、
月
日

IC
添
へ
て、
思
ひ
ま
さ
り
給
ひ
け
る。

C
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（
日
本
古
典

文学大系
『
源
氏
物
語
四」・
九
五
頁）

柏
木
巻・
横
笛
巻
に
お
け
る

夕霧
と
落
葉
宮
の
関
わ

h合
い
を
読
み
進
め
て
き

た
読
者
が、
鈴
虫
巻
を
隔
て
て、
次
に
突
然、
こ
の
た
だ
な
ら
ぬ
気
配
の
叙
述

に
会
う
わ
け
で
あ
る。
そ
し
て、
こ
れ
ま
で
父
の
源
氏
と
は
対
照
的
に、

女性

関
係
に
聞
き
苦
し
い
評
判
を
立
て
る
こ
と
な
く
過
ご
し
て
き
た、
あ
の
夕
霧
に、

と
う
と
う
乱
れ
る
時
が
や
っ
て
き
た
の
か
と
思
い
至
る
の
で
あ
る
が、
そ
れ
に

つ
け
て
も、
「
か
く
て
は
や
む
ま
じ
く
な
ん」
云
々

1ーしJ
の
ま
ま、
よ
そ
よ

に
お
け
る
音
楽
描
写
の
意
義

上

ーー
タ
霧
と
落
葉
宮
の
物
語
を
中
心
と
し
て

ーー

地

敏
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そ
し
い
関
係
で
終
っ
て
し
ま
う
こ
と
は
堪
え
ら
れ
な
い
と
い
う
よ
う
な、
か
な

り
の
切
迫
し
た
感
情
に
ま
で
上
り
詰
め
て
い
る
夕
霧
の
落

葉宮
に
対
す
る
恋
心

が、
一
体
ど
こ
に
由

来す
る
の
か
と
思
い
起
こ
し
た
時
に、
す
ぐ
に
浮
か
び
上

＇
が
っ
て
く
る
の
が、
ほ
か
な
ら
ぬ

横笛
巻
に
お
い
て、
宮
が
琴
を
奏
で
た
掲
面

な
の
で
あ
る。
こ
の
夕
霧
巻
が、
夕
霧
の
全
く
上
り
詰
め
た
恋
梢
を
前
提
と
し

て
描
か
れ
て
い
る
こ
と
は、
や
は
り
巻
頭
部
分
に
お
い
て、
直
接
自
ら
声
を
聞

か
せ
る
こ
と
も
な
い
宮
の
か
た
く
な
な
態
度
に
接
し、
遂
に、

『

い
か
な
ら
む
つ
い
で
に、
思
ふ
こ
と
を
も、
ま
ほ
に
き
こ
え
知
ら
せ
て、

人
（
落

葉宮）
の
御
け
は
ひ
を
見
む
と
お
ぽ
し
わ
た
る
：．．．．
 （
目
九
五）

と、
秋
極
的
な
行
動
の
機
会
を
待
ち
望
む
に
至
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
た
後、
小

野
の
山
荘
に
お
い
て
夕
霧
が
た
だ
ひ
た
す
ら
求
愛
の
行
為
へ
と
突
き
辿
ん
で
い

る
こ
と
か
ら
も
明
白
な
の
で
あ
る
が、
と
も
か
く
も、
ま
め
人・
タ
霧
に、
そ

の
特
色
を
失
わ
し
め
た
強
烈
な
恋
の
契
機
が
夕
霧
巻
以
前
に
是
非
と
も
描
か
れ

て
い
な
け
れ
ば
な
ら
ず、
そ
れ
が、
横
笛
巻
に
お
い
て
夕
霧
が
宮
の
箪
の
音
を

聞
き、
想
夫
恋
の
曲
を
合
奏
し
た
風
流
な
秋
の一
夜
で
あ
る
と
思
う
わ
け
で
あ

る。
こ
の
こ
と
は
次
の
三
点
に
よ
っ
て
明
ら
か
で
あ
る
と
考
え
る
の
で、
以
下

に
鮒
次
説
き
明
か
し
た
い。

旧

夕
粉
は
音
楽
に
造
詣
が
深
い
と
言
え
る
が、
そ
の
た
め、
落
梨
宮
の
高
尚

．

な
琴
の
音
の
英
を
よ
く
理
解
し、
大
き
な
成
銘
を
受
け
て
い
る
こ
と。

②

夕
扮
は
か
な
り
以
前
か
ら
要
丞
井
雁
の
無
風
流
な
点
を
不
槌
に
息
い、
風

流・
俊
雅
な
女
性
へ
の
佃
れ
を
強
く
心
に
抱
い
て
い
る
こ
と。

i5

物
語
中
の
諸
例
よ
り、
男
性
が
女
性
の
琴
の
音
を
聞
く
の
は
容
易
で
な
い

こ
と
が
分
る
が、
夕
霧
に
し
て
も、
落

葉宮
の
演
奏
を
ま
っ
た
く
思
い
が
け

な
く
間
き
得
た
の
で
あ
る
か
ら、
そ
の
点
で
の
感
銘
も
当
然
強
か
る
べ
き
こ

゜

柏
木
が
他
界
し
て、
そ
の一
周
忌
も
過
ぎ、
「
秋
の
夕
の
物
あ
は
れ
な
る
に」

（
横
笛
・
日
六
0)

閑
居・
一
条
宮
を
訪
れ
た
夕
霧
は、

落
葉
宮
の
母
御
息
所

と
柏
木
の
思
い
出
を
語
り
合
い
な
が
ら、
子
だ
く
さ
ん
の
自
邸
の
喧
騒
と
は
ま

る
っ
き
り
別
世
界
で
あ
る、
こ
こ
の
閑
静
さ
と
気
品
の
高
さ
と
に
心
惹
か
れ、

加
え
て、
彼
の
来
訪
直
前
ま
で
合
奏
し
て
い
た
名
残
り
の
和
琴
の
移
り
香
に
も

感
じ
入
る。
さ
て
そ
こ
で、

か
や
う
な
る
あ
た
り
に、
お
も
ひ
の
ま
ま
な
る
す
き
心
あ
る
人
は、
し
づ

む
る
事
な
く
て、
さ
ま
あ
し
き
け
は
ひ
を
も
あ
ら
は
し、
さ
る
ま
じ
き
名

を
も、
立
つ
る
ぞ
か
し・・・・・・

（
横
笛・
日
六一
）

と
い
う
夕
霧
の
心
中
語
が
記
さ
れ
る
の
だ
が、
こ
れ
は、
慎
み
の
な
い
好
色
家

辿
中
の
浮
名
を
も
立
て
る
行
為
な
ど
は、
こ
う
い
う
梢
趣
あ
る
女
人
の
館
を
舞

台
と
す
る
の
だ
と
い
う、
彼
の一
種
拶
幻
的
な
気
分
の
中
で
の
思
い
で
あ
り、

こ
こ
に
は、
一
条
宮
の
梢
趣
に
魁
了
さ
れ
て
い
る
夕
霧
の
心
境
が
よ
く
う
か
が

わ
れ
る
反
面、
同
時
に、
好
色
人
を
批
評
す
る、
好
色
人
な
ら
ぬ
彼
の
心
の
ゆ

と
り

も感
じ
ら
れ
る
の
で
あ
る。
と
こ
ろ
が
以
下、
和
琴
を
奏
で
た
り、
御
息

所
か
ら、
落
葉
宮
の
音
楽
の
オ
能
を
父
の
朱
雀
院
が
高
く
評
価
し
て
い
た
話
な

ど
を
皿
く
と、
夕
霧
は、
宮
に
も
旗
奏
を
す
す
め
た
り
す
る。
そ
し
て、
彼
女

が
箪
の
琴
を
泰
で、
そ
れ
か
ら
想
夫
恋
の
曲

を合
奏
す
る
に
至
る
経
約
が、
次

の
よ
う
に
描
か
れ
て
い
ろ。
そ
こ
で
は、
夕
霧
の
そ
の
よ
う
な
心
の
ゆ
と
り
と

い
う
も
の
はヽ

跡
か
た
も
な
く
消
え
失
せ
て
い
る
の
で
あ
る。

（
夕
霧
は
和
琴
を）
御
簾
の
も
と
ち
か
く、
お
し
よ
せ
給
へ
ど、
と
み
に

し
も、
う
け
ひ
き
給
ふ
ま
じ
き
こ
と
な
れ
ば、
し
ひ
て
も
き
こ
え
給
は
ず。

と。
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（
中
略）
風
は
だ
寒
く、
も
の
あ
は
れ
な
る
に
誘
は
れ
て、
（
宮
は）

第
の

琴
を、
い
と
ほ
の
か
に
か
き
鳴
ら
し
給
へ
る
も、

お
く
深
き
こ
ゑ
な
る

に、
（
夕
霧
は）
い
と
ど、
心
と
ま
り
は
て
て、
中
々
に
お
も
ほ
ゆ
れ
ば、

琵
琶
を
と
り
よ
せ
て、
い
と、
な
つ
か
し
き
音
に、
想
夫
恋
を
ひ
き
た
ま

ふ。
「
思
ひ
お
よ
び
顔
な
る
は、
か
た
は
ら
い
た
け
れ
ど。
こ
れ
は、
こ
と

問
は
せ
給
ふ
ぺ
く
や」
と
て、
せ
ち
に、

流
の
う
ち
を、
そ
そ
の
か
し
き

こ
え
給
へ
ど、
ま
し
て、
つ
つ
ま
し
き
さ
し
い
ら
へ
な
れ
ば、
宮
は、
た

だ、
物
を
の
み
あ
は
れ
と
思
し
つ
づ
け
た
る
に、
（
中
略、

夕
霧
が
和
歌

の
贈
答
に
か
ら
ま
せ
て
所
望
す
る
の
で、
と
う
と
う
宮
は）

た
だ、
す
ゑ

つ
方
を、
い
さ
さ
か
ひ
き
給
ふ。
（
中
略）

あ
か
ず
を
か
し
き
程
に、

さ

る、
お
ほ
ど
か
な
る、
物
の
音
が
ら
に、
ふ
る
き
人
の
心
し
め
て
ひ
き
っ

た
へ
け
る、
お
な
じ
調
ぺ
の
も
の
と
い
へ
ど、
あ
は
れ
に
心
す
ご
き
も
の

の、
か
た
は
し
を
か
き
嗚
ら
し
て、
や
み
給
ひ
ぬ
れ
ば、
う
ら
め
し
き
ま

で
お
ぼ
ゆ
れ
ど・・・・・・

（
横
笛・
四
六
二
i
六
三）

落

葉宮
の
琴
の
技
坦
に
関
し
て
は、
「（
朱
雀）
院
の
御
前
に
て、

女
宮
た
ち

の、

と
り

卜＼
の
御
琴
ど
も、

心
み
き
こ
え
給
ひ
し
に
も、
（
落

葉宮
は）

か
や
う
の
方
は、

お
ぽ
め
か
し
か
ら
ず
も
の
し
給
ふ
と
な
む、

さ
だ
め
聞
え

給
ふ
め
り
し
を。」
（
横
笛
・
四
六一
）
と
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に、
内
親
王
の

姉
妹
の
中
で
も
格
別
に
す
ぐ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
る
の
で
あ
る
が、
若
菜
下
巻

で
も、

夫
の
柏
木
が、
女
三
宮
へ
の
恋
に
余
念
が
な
い

状態
な
が
ら
も、
落
葉

宮
の
「
第
の
琴、
な
つ
か
し
く
弾
き
ま
さ
ぐ
り
て
お
は
す
る
け
は
ひ」
に
は、

「
さ
す
が
に
あ
て
に
な
ま
め
か
し」
＜
感
じ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
こ
と
が
沓
か

れ
て
い
る
（
国
三
七
八
）。
一
方、

聞
き
入
る
夕
霧
は、
父
涼
氏
に
習
っ
た
笛

(

4
)
 

と
琵
琶
と
を
得
意
と
し、
ま
た、

若菜
下
巻
の
六
条
院
の
女
楽
に
お
い
て、

紫

(
5
>
 

上
や
女
三
宮
等
の
油
奏
に
細
や
か
な
感
想
を
抱
い
て
い
る
程、
音
楽
の
鑑
賞
能

力
に
も
す
ぐ
れ
て
い
る
の
で
あ
る。
そ
の
夕
霧
が、
宮
の
箔
の
音
を
「
お
く
深

き
こ
ゑ」
と
感
じ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
た
い。
彼
は、
か
つ
て
柏
木
巻
に
お

け
る一
条
宮
訪
問
の
際
に、
彼
女
を、
「
こ
の
宮
こ
そ、
聞
き
し
よ
り
は、
心
の

臭
み
え
給
へ
。」
（
四
五
0)
と
評
し
て
い
る
の
だ
が、
そ
れ
と
符
合
す
る
の
で

あ
る。
つ
ま
り
は、
夕
霧
好
み
の
奥
深
い
心
ば
え
の
反
映
し
た
音

色ーー。
彼

は
す
っ
か
り
心
を
恋
わ
れ
て
し
ま
い、
短
い
浪
奏
が
も
の
足
り
な
く、
高
ぶ
っ

た
気
持
の
お
さ
ま
り
が
つ
か
な
く
て、
今
度
は
こ
と
も
あ
ろ
う
に、
女
が
男
を

恋
う
る
曲
・
想
夫
恋
を
琵
琶
で
弾
き
出
し、
亡
き
柏
木
に
か
こ
つ
け
て、
打
っ

て
変
っ
た
態
度
で
宮
に
合
泰
を
強
引
に
他
促
す
る
に
至
る。
そ
し
て、
和
歌
の

閣
答
の
俄
礼
に
か
ら
ま
せ
て、
遂
に、
曲
の
終
結
部
を
わ
ず
か
な
が
ら
も
弾
か

せ
る
こ
と
に
成
功
す
る。
こ
の
想
夫
恋
の
曲
は、
「

平家
物
語」
巻
六
に
お
け

る
小
瞥
の
話
で
有
名
で
あ
る
が、
r
夜
半
の
寝
党」
巻
四
に
も、

寝
党
上
が
ひ

と
り
亡
き
夫
を
偲
び
な
が
ら
こ
の
曲
を
奏
で
て
い
る
の
を
立
ち
腿
き
し
た
主
人

(

6
)

公
が、
感
動
の
あ
ま
り
「
わ
が
身
も
う
き
た
つ
心
地」
し
て、
堪
え
切
れ
ず
に

接
近
す
る
場
面
が
あ
る
よ
う
に、
男
性
に
と
っ
て、
女
性
が
想
夫
恋
を
奏
で
る

こ
と
は
非
常
に

魅惑
的
な
の
で
あ
る。
夕
霧
の
場
合
は、
と
り
わ
け
心
深
く
染

み
入
る
「
あ
は
れ
に
心
す
ご
き」
美
に
感
じ
入
っ
て
い
て、
最
初
と
同
様
に
短

い
落
葉
宮
の
演
奏
に
対
し、
う
ら
め
し
い
ば
か
り
に
も
の
足
り
な
く
思
っ
て
い

る
わ
け
で
あ
る。
こ
の
よ
う
に、
は
じ
め
好
色
人
の
こ
と
な
ど
を
持
ち
出
し
て

邸
内
の
俯
趣
を
味
わ
っ
て
い
た
夕
霧
の
気
持
の
ゆ
と
り
と
い
う
も
の
は、
も
は

や
跡
か
た
も
な
く、
彼
は、
す
っ
か
り
落
葉
宮
に
心
惑
わ
さ
れ
て
い
る
の
で
あ

る。
大
体、
た
だ
た
だ
物
思
い
に
の
み
沈
ん
で
い
る
宮
に
し
つ
こ
く
想
夫
恋
の

合
奏
を
強
い
る
夕
霧
の
媒
度
は、
自
ら
好
色
人
の
ふ
る
ま
い
を
評
し
た
「
さ
ま

3



あ
し
き
け
は
ひ」
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
の
で
あ
る。

以
上、
落
葉
宮
の
琴
の
音
が
夕
霧
の
心
を
如
何
に
感
勁
さ
せ
る
も
の
で
あ
っ

た
か
と
い
う
こ
と
を、
場
面
に
即
し
て
考
察
し
た
わ
け
で
あ
る
が、
そ
の
余
韻

は
帰
邸
後
の
彼
の
心
を
も
占
め
て
お
り、
そ
の
こ
と
か
ら

も彼
の
感
勁
の
深
さ

が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る。
夜
更
け
て
帰
っ
て
来
た
夫
に、

雲
井
雁
が
や
き
も
ち

を
焼
い
て
た
ぬ
き
衷
入
り
を
す
る
の
を
よ
そ
に、

夕
霧
は、
「
妹
と
わ
れ
と
い

る
さ
の
山
の」
（
横
笛・
匹
六
五）

な
ど
と、
催
馬

楽を
口
ず
さ
ん
だ
り、

こ

ん
な
月
の
き
れ
い
な
晩
に
よ
く
哀
て
い
ら
れ
る
も
の
だ
…
…
「
あ
な、

む
も
れ

ゃ。」
「
あ
な、
心
砥。」
（
同）
と
声
を
か
け
た
り
で、
一

条宮
で
得
た
ロ
マ
ン

チ
ッ
ク
な

気分を
あ
ら
わ
に
し
て
い
る。
ま
た、

．

．

 
君
だ
ち
の、
い
は
け
な
く
疫
お
び
れ
た
る
け
は
ひ
な
ど、
こ
こ
か
し
こ
に

う
ち
し
て、
女
房
も、
さ
し
こ
み
て
臥
し
た
る、
人
気
に
ぎ
は
は
し
き
に、

あ
り
つ
る
と
こ
ろ
の

有様、
思
ひ
あ
は
す
る
に、
お
ほ
く
か
は
り
た
り。

（

横笛
・

日六六）

と
也
か
れ
て
い
る
よ
う
に、
子
供
や
女
房
述
が

所狭
ま
し
と
臥
せ
っ
て
い
る
わ

が
邸
の
け
は
い
の
に
ぎ
や
か
さ
に、
あ
の
閑
静
な

風流
の
宿
と
比
ぺ
て、
何
と

迩
い
が
あ
る
の
だ
ろ
う
と
思
っ
た
り、

笛
を
吹
き
つ
つ、
「
い
か
に、

名

残も

．
 な
が
め
た
ま
ふ
ら
む、
御

琴ど

も
は、
し
ら
ぺ
か
は
ら

ず遊
び
た
ま
ふ
ら
ん
か

．
し。

宮す
所
も、

和
琴
の
上
手
ぞ
か
し」
（
固）

な
ど
と
思
い
を
は
せ
た
り、

更
に
は、
ど
う
い
う
わ
け
で、
あ
の

柏木
が
宮
に
対
し
深
い
伯

愛を
持
ち
岱
な

か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
と
不
思
級
に
思
っ
た
り、

な
ど
と
い
う
よ
う
に、
一
条
宮

．
に
過
ご
し
た
ひ
と
時
の
余
飢
が

毀若
に
表
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る。

夕
霧
は、

も
は
や
完
全
に
落
菜
宮
へ
の
恋
の
囚
人
と
化
し
て
い
る
と
言
え
よ
う。

゜

夕
霧
は、
早
く
か
ら

痰井
雁
の
侵
涯
さ
に
欠
け
た
点
に

不満
を
抱
い
て
お
り、

そ
の
こ
と
が、

琴
の

旗泰
に
覇
著
に
う
か
が
わ
れ
る
落
葉
宮
の
瓜
流
に
彼
が
惹

か
れ
る
大
き
な
要
因
と
も
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る。
す
で
に、
一
条
宮
に
お
い

て
も、
ま
た
舟
邸
後
に
も、
宮
邸
と
自
邸
と
の
比
絞
を
し
て
い
る
点
に
触
れ
た

が、
帰
邸
後
の
浮
か
れ
た
心
を
静
め
て
夕
霧
が
浙
く
寝
つ
き、
そ
し
て
故
柏
木

の
奇
妙
な

拶を
見、
そ
れ
を
幼
な
子
の
衷
ぽ
け
て
泣
き
出
し
た
声
に
牝
ま
さ
れ

る
こ
と
が
描
か
れ
た
後
に、
次
の
よ
う
な
描
写
が
あ
る。

（
笞
井
雁
は）

御
と
な
ぷ
ら
ち
か
く

取り
よ
せ
さ
せ
給
ひ
て、
耳
は
さ
み

し
て、

そ
そ
く
り
つ
く
ろ
ひ、

（若
君
を）

い
だ
き
て
ゐ
た
ま
へ
り。
い

と
よ
く
肥
え
て、
つ
ぶ
l
＼
と、
を
か
し

げな
る
胸
を
あ
け
て、
乳
な
ど

く
く
め
た
ま
ふ。

（横
笛・
日
六
七）

子
だ
く
さ
ん
の
磁

井雁
が、
品
位
の
無
さ
を
欣
徴
す
る

マt
は
さ
み」
を
し

て、

泣
く
子
を
あ
や
し、
な
だ
め
て
い
る
の
は、•
あ
た
か
も、

帯木
咎
に
お
い

て
左
馬
頭
が
良
し
と
し
な
か
っ
た

「ま
め

l＼
し
き
す
ぢ
を
た
て
て、
耳
は
さ

み
が
ち
に、

美
相
な
き
家
刀
自」
(
H
六
四）

の
体
で
あ
り、

こ
こ
で
は、

も

は
や
邸
内
の
梢
趣
だ
け
で
な
く、

忠
井
雁
と
落

葉宮
の、

女
性
と
し
て
の
魅
力

の
差
が、
あ
か
ら
さ
ま
に
問
廂
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る。

こ
の
安
を
も
の
足
り
な
く
恩
う
夕
霧
の
心
俯
に
つ
い
て
は、

若
菜
上
・
下
沿

を

中心
に
し
て、
義
母
の
紫
上
と
の
対
比
に
お
い
て、
す
で
に
何
度
か
語
ら
れ

て
い
る。

ま
ず
若
菜
上
な
に
は、

（紫上
は）

静
や
か
な
る
を
本
と
し
て、

さ
す
が
に
心
う
つ
く
し
う、
人

を

も消
た
ず、

身
を
も、
や
む
ご
と
な
く、
心
に
く
く、

もて
な
し
添
ヘ

給
へ
る
事
と、
見
し
而
彩
も、

わ
す
れ
が
た
く
の
み
な
ん、

思
ひ
出
で
ら

れ
け
る。
我

（が）

御
北
の
方

（お井
廂）

も、

あ
は
れ
と
お
ぽ

す方
こ



そ
深
け
れ、
い
ふ
か
ひ
あ
り、
勝
れ
た
る
ら
う

l＼
し
さ
な
ど
も、
物
し

給
は
ぬ
人
な
り。

（
笛
三
0
二）

と
あ
り、
夕
霧
は、
紫
上
の
人
格
的
な
美
点
を
思
い、
笙
井
雁
の
未
熟
な
桁
神

を
咬
い
て
い
る
の
で
あ
る。
こ
こ
で
「
見
し
面
彩」
と
い
う
の
は、
さ
か
の
ぽ

っ
て
野
分
巻
で
も
の
の
紛
れ
に
紫
上
を
垣
間
見
た
時
の
こ
と
を
指
し、
実
は、

そ
の
折
に
も
恋
愛
中
の
雲
井
雁
が
並
ぺ
ら
れ
て
い
る
の
だ
が、
そ
れ
は、

心
に
か
け
て
恋
し
と
思
ふ
人
（
雲
井
雁）
の
御
事
は、
さ
し
お
か
れ
て、

あ
り
つ
る
（
垣
問
見
た
紫
上
の）
御
面
彩
の
忘
ら
れ
ぬ·:'：
（
固
五
0)

と
い
う
も
の
で
あ
り、
作
者
は、
す
で
に
そ
の
野
分
進
あ
た
り
か
ら、
夕
霧
の

心
惜
に
関
し
て、
紫
上
へ
の
傾
斜
と
堡
井
雁
よ
り
の
雌
反
と
い
う
モ
チ
ー
フ
を

打
ち
出
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る。

更
に
若
菜
下
巻
に
お
い
て
も、
光
源
氏
主
催
の
六
条
院
に
お
け
る
碓
脱
な
女

楽
の
終
了
後
に、
そ
の
よ
う
な
夕
霧
の
息
い
が
紐
返
し
述
ぺ
ら
れ
て
い
る。

（
紫
上
の）
筍
の
琴
の、
か
は
り
て
い
み
じ
か
り
つ
る
音
も、
耳
に
つ
き

て、
恋
し
く
お
ぽ
え
給
ふ。
わ
が
北
の
方
は
（
中
略）
を
と
こ
君
の
御
前

に
て
は、
恥
ぢ
て
さ
ら
に
弾
き
給
は
ず、
何
事
も、
た
だ
お
い
ら
か
に、

う
ち
お
ほ
ど
き
た
る
さ
ま
し
て、
子
ど
も
の
あ
っ
か
ひ
を、
い
と
ま
な

く、
つ
ぎ

l＼
し
給
へ
ば、
を
か
し
き
所
も
な
く
お
ぼ
ゆ。
（
笛
三
五
五）

女
楽
に
お
け
る
紫
上
の
布
の
演
奏
の
す
ば
ら
し
か
っ
た
こ
と
を
思
い
出
し
つ

っ、
雰
井
雁
の
お
っ
と
り
と
し
て
百
児
に
余
念
の
な
い
有
様
と
対
比
す
る
夕
務

の
心
理
が
よ
く
表
わ
れ
て
い
る一
節
で
あ
る。
こ
の
よ
う
に、
夕
霧
の
紫
上
に

対
す
る
憧
れ
と、
塞
井
雁
に
対
す
る
不
満
と
は、
か
な
り
根
深
い
も
の
が
あ
る

と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い。
前
者
の
方
は、
紫
上
が
女
楽
後
霞
病
に
陥
っ
た
こ
と

に
よ
っ
て
発
展
性
を
失
う
の
で
あ
る
が、
後
者
の
気
持
は
当
然
残
っ
て
し
ま
う

わ
け
で、
そ
れ
が、
横
笛
巻
に
お
け
る
落

葉宮
の
音
楽
の
風
流
に
対
し
て
強
い

感
銘
を
受
け
さ
せ
る
要
因
と
な
り、
彼
女
に
強
く
心
を
傾
か
せ
る
心
迎
的
背
梨

と
な
っ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る。

上
坂
信
男
氏
が、
「
現
実
の
問
返
と
し
て
も、
折
に
ふ
れ
事
に
ふ
れ
て
他
さ

れ
る
詩
歌
管
絃
の
御
遊
に
琴
の
拙
い
女
性
は、
た
と
え
入
内
し
て
も
帝
の
刑
を

(

7
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期
待
す
る
こ
と
は
困
難
に
な
っ
た
だ
ろ
う。」
と
言
わ
れ
て
い
る
如
く
に、

平

安
朝
役
族
社
会
の

女性
に
と
っ
て
は、
琴
の

技芸
が
不
可
欠
の
教
捉
だ
っ
た
わ

け
で
あ
り、
「
み
や
び」
は、
ま
さ
に
音
楽
と
切
っ
て
も
切
れ
な
い
関
係
に
あ

っ
た
の
で
あ
っ
て、
そ
の
よ
う
な
秤
染
が、
四
井
雁・
紫
上・
落

漿宮
三
者
に

お
け
る
女
性
的
船
力
の
問
姻
に
お
い
て、
鉗
的
に
反
映
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ

る。
な
お、
「
源
氏
物
語」
だ
け
で
な
く、
例
え
ば
「
狭
衣
物
語」
な
ど
で
も、

今
姫
君
の
幼
稚
な
性
格
が、
琵
琶
の
絃
の
張

り方
や
弾
き
様
に
よ
っ
て
表
現
さ

れ
（
巻
三）、
彼
女
が、
娘
大
君
を
狭
衣
帝
の一
宮
に
嫁
が
せ
た
い
と
希
望
す

る
際、
「．．．．．．
 （
母
君
の）
琵
琶
の
音
を、
（
大
君
は）
ひ
き
っ
た
へ
て
や
あ
ら

(

8
)
 

ん・:...
 」
（
咎
四）
と
狭
衣
が
問
題
に
し
な
い
と
こ
ろ
な
ど
に、

女性
の
英
に

関
わ
る
音
楽
の
意
義
が
感
じ
ら
れ
る
と
思
う。

゜

夕
霧
は、
落

葉宮
が
布
を
泰
で
出
す
前
に
は、
「
御
簾
の
も
と
ち
か
く、
（
和

琴
を）
お
し
よ
せ
給
へ
ど、
と
み
に
し
も、
う
け
ひ
き
給
ふ
ま
じ
き
こ
と
な
れ

ば、
し
ひ
て
も
き
こ
え
給
は
ず。」
（
横
笛•
四
六
二）
と
あ
る
よ
う
に、
彼
女

が
弾
琴
の
所
堕
に
応
じ
る
と
は
全
く
息
っ
て
い
な
い
状
態
で
あ
る
わ
け
だ
が、

こ
れ
は、
男
性
が
女
性
の
琴
の
音
を
聞
く
こ
と
が
ど
ん
な
に
容
易
な
こ
と
で
は

な
い
か
と
い
う
惑
じ
を
与
え
る
物
語
中
の
諸
例
を
念
頭
に
脱
い
て
読
め
ば、
•こ

く
自
然
な
心
理
で
あ
る
こ
と
に
気
付
く
で
あ
ろ
う。
例
え
ば、
明
石
牲
で、
明

5
 



石
上
は
す
で
に
源
氏
と
契
り
を
結
ん
で
い
な
が
ら 、
「
こ
の 、

常
に
ゆ
か
し
が

り
給
ふ 、
も
の
の
音
な
ど 、
さ
ら
に
聞
か
せ
た
て
ま
つ
ら
ざ
り
つ
る
を 、
い
み

じ
う
恨
み
給
ふ。」
（
口
八
九）
と
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に 、
源
氏
の
弾
琴
の
所

望
に
日
ご
ろ
全
く

応
じ
ず 、
別
れ
に
臨
ん
で
漸
く
第
を
奏
で
る
の
で
あ
り 、
す

で
に
愛
児
の
い
る
薄
丞
巻
で
も 、
「
（
源
氏
が）
琵
琶
を 、
わ
り
な
く

資
め
給

へ
ば 、

す
こ
し
か
き
合
は
せ
た
る
」

（
⇔
ニ
ニ
五
し

ニ
ニ
六）
と
い
う

消極
的

な
態
度
を
と
っ
て
い
る。
ま
た
玉
堡
は 、
源
氏
に
庇
護
を
受
け
て
い
な
が
ら 、

「
せ
ち
に
き
こ
え
給
へ
ど
（
中
略）
ひ
が
事
に
も
や
と 、
つ
つ
ま
し
く
て 、
（
和

琴
に）

手
触
れ
給
は
ず。」
（
常
及·
国一
九）
と
い
う
よ
う
な
状
態
で
あ
る

し 、

真
木
柱
の
娘
の
宮
姫
君
も 、

継
父
の
按
察
使
大
納
言
と
の
間
で 、
「．．．．．．

・
せ
め
聞
え
給
へ
ば 、
く
る
し
と
思
し
た
る
気
色
な
が
ら 、
（
琵
琶
を）
爪
弾
に 、

い
と
よ
く

合
は
せ
て、
た
だ
少
し 、
か
き
嗚
ら
し
給
ふ 。
」

（紅梅・
同
二
四一
）

と
描
か
れ
て
い
る
よ
う
な
具
合
で
あ
る。
更
に 、
宇
治
大
君・
中
君
は 、
柄
姫

巻
に
お
い
て 、

••
…•「

か
き
嗚
ら
し
給
へ」
と 、
（
八
宮
が）
あ
な
た
に
聞
え
絵
へ
ど 、
「
思

・

ひ
よ
ら
ざ
り
し
独
り
琴
を、
聞
き
給
ひ
け
ん
だ
に 、
あ
る
も
の
を」
「
い
と 、

か
た
は
な
ら
む」
と 、
ひ
き
入
り
つ
つ 、
み
な 、
聞
き
給
は
ず。
た
び
た

び 、
そ
そ
の
か
し
き
こ
え
給
へ
ど 、
と
か
く

闘
え
す
ま
ひ
て 、
や
み
給
ひ

ぬ
め
れ
ば 、
（
黛
に
は）
い
と 、
口
惜
し
う
お
ぽ
ゆ。

（
国
三一―1
0)

と
描
か
れ
て
い
る
よ
う
に 、
父
の
八
宮
か
ら
促
さ
れ
て
も 、
菰
に
琴
の
音
を
潤

か
せ
よ
う
と
し
な
い。
中
君
の

場合 、
宿
木
路
で 、

（
匂
宮
が）
人 、
召
し
て 、
第
の
御
こ
と
取
り
寄
せ
さ
せ
て 、
弾
か
せ
た

て
ま
つ
り
給
へ
ど 、
（
中
略）
つ
つ
ま
し
げ
に 、
手
も
触
れ
給
は
ね
ば 、

「
か
ば
か
り
の
事
も 、
開
て
給
へ
る
こ
そ 、
心
憂
け
れ。
（
中
略）
か
の
君

（
菰）
に 、
は
た 、
か
う
も
つ
つ
み
給
は
じ 、
こ
よ
な
き
御
中
な
め
れ
ば」

な
ど 、
（
匂
宮
か
ら）
ま
め
や
か
に
恨
み
ら
れ
て
ぞ 、

う
ち
咬
き
て 、

す

こ
し
調
ぺ
給
ふ。

(
ll!1
 0
四
~1

0
五）

と
あ
る
よ
う
に 、
匂
宮
に
菰
と
の
関
係
を
皮
肉
ら
れ
て 、
渋
々
所
望
に
応
ず
る

程
で
あ
る 。
「
源
氏
物
語」
以
外
の
作
品
を
見
て
も 、
例
え
ば
『
宇
沌

保物
語」

に
は 、

月
下
の
合
泰
を
仲
忠
に
立
ち
聞
き
さ
れ
た
こ
と
を
知
っ
た
拭
宮
が 、

(
9
)
 

「
さ
は
琴
弾
き
つ
る
は
聞
き
つ
ら
む
な 。
あ
な
は
づ
か
し
や 。」
（
ま
つ
り
の
使

巻）
と
赤
面
す
る
場
面
が
見
ら
れ 、
さ
ら
に 、

「:'：'
た
だ
こ
の
こ
ゑ
な
が
ら 、
こ
の
誠
の
手
を 、
と
ど
め
給
ふ
手
な
く

遊
ば
せ 。
（
中
略）
」

と

（朱雀
帝
が）
の
た
ま
ふ。
北
の
方
（
俊
蔭
女）

「
さ
ら
に 、
（
中
略）
琴
と
は
何
の
名
に
か
侍
ら
む 、
そ
れ
を
だ
に
え
知
り

侍
ら
ぬ
に 、
あ
や
し
く
き
こ
え
さ
せ
け
る
か
な」
上
「（
中
略）
か
く

辞

(

10
)
 

し
給
ふ
こ
そ
は
か
な
け
れ 。」

（
初
秋
巻）

と
い
う
よ
う
に 、
俊
蔭
女
が

朱雀
帝
か
ら
の
弾
琴
の
要
請
を
極
力
拒
む
場
而
も

見
受
け
ら
れ
る 。
ま
た 、
『
夜
半
の
寝
槌」
に
は
寝
此
上
に
関
し
て 、

（
内
大
臣
は）
さ
ま
ざ
ま
に
か
ぎ
り
な
く

見
奉
り
給
に 、
上
の 、
「
御
琵
琶

は 、
ひ
が
祁
に
も
あ
ら
ん」
と 、
は
づ
か
し
く

思
し
て 、
せ
め
て
弾
き
と

ど
め 、

几
帳
に
す
べ
り
か
く
れ
給
ぬ
る
を 、
（
内
大
臣
は）
そ
れ
を
し
も

C
11
)
 

あ
か
ず
思
し
て
…·
:

（
怨
五）

と
描
か
れ
る
場
面
が
あ
り 、
「
浜
松
中
納

言物
語』
に
は 、
肘
后
に
関
し
て 、

「・・・・・・
わ
が
世
の
お
も
て
を
こ
す
と
お
ぽ
し
て 、
え
う
し
う
の
う
ち
な
る

げ
ら
う
と
思
は
せ
て 、
琴
を
弾
き
て、
こ
の
中
納
言
に
聞
か
せ
給
へ
」
と 、

（
唐
帝
が）
ね
ん
ご
ろ
に
仰
せ
ら
る
る
に 、
后
い
と
あ
る
ま
じ
き
事
と
お

(12"
 

ぼ
し
た
る・・・・・・

（
巻一
）



9.

と
い
う
描
写、
「
狭
衣
物
語』
に
は、
源
氏
宮
に
関
し
て、

（
狭
衣
は）
我
も
勾
椙
に
寄
り
か
か
り
て、
笛
を
吹
き
つ
つ、
そ
そ
の
か

．

し
閲
ゆ
れ
ど、
（
源
氏
宮
は）
「
同
じ
さ
ま
に
習
ひ
し
か
ど、
殊
の
外
な
る

．

を、
な
か
な
か
耳
馴
ら
さ
じ」
と
に
や、
弾
き
す
さ
み
て
（
注
・
弾
き
拾

（
巻
二）

C13)
�
 

て
て）
．．．．．．
 

と
い
う
描
写
が
見
ら
れ
る。
こ
の
よ
う
に、
物
詣
に
お
い
て
は、
女
性
が
琴
の

音
を、
親
密
な
者
に
せ
よ、
投
顕
に
せ
よ、
男
性
に
対
し
て
間
か
せ
る
こ
と
を

こ
よ
な
く
恥
じ
ら
う
と
い
う
描
写
が
定
型
化
さ
れ
て
お
り、
男
性
が
女
性
の
音

楽
美
を
哀
受
す
る
こ
と
は
至
難
と
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る。

ざ
て
そ
こ
で、
夕
霧
と
落
菜
宮
の
場
合
を
考
え
て
み
る
と、
別
に
男
女
の
親

(

14
)
 

し
い
間
柄
と
い
う
の
で
も
な
く、
ま
た
身
分
的
に
も
下
る
夕
霧
の
求
め
に
応
じ

て、
宮
が
す
な
お
に
油
泰
す
る
こ
と
は
ま
ず

有り
得
な
い
は
ず
で
あ
っ
て、
タ

霧
が

期待
せ
ず、
強
く
促
し
て
い
な
い
の
は
全
く
当
然
な
こ
と
と
言
っ
て
よ

い。
と
こ
ろ
が
そ
れ
に
も
拘
ら
ず、
や
や
あ
っ
て
宮
は、
「
風
は
だ
寒
く、
も

の
あ
は
れ
な
る
に
誘
は
れ
て」、
自
発
的
に
傍
の
第
を
奏
で
出
し
て
い
る
わ
け

で
あ
る。
従
っ
て、
夕
霧
が、
個
人
的
に
堅
女・
落
葉
宮
の
琴
の
音
を
全
く
思

い
が
け
な
く
聞
い
た
と
い

う点
に
お
い
て、
如
何
に
深
い
感
動
を
党
え
た
か
と

い
う
こ
と
を、
よ
く
推
察
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う。
作
者
は、
そ
の
よ
う
な
タ

霧
の
心
に
与
を
る
彩
響
の
大
な
る
を
期
し
て、
殊
更、
彼
が
落
葉
宮
の
弾
琴
を

期
待
し
て
い
な
い
と
し、
殊
更、
宮
が
自
発
的
に
弾
き
出
し
て
い
る
と
し
て
い

る
わ
け
で
あ
る。

た
だ、
そ
う
す
る
と、
落

葉宮
の
行
為
に
は一
体
恥
じ
ら
い
の
気
持
は
無
か

っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
が
問
邸
に
な
ろ
う。
実
は、
一
条
宮
に
お
け
る
落

葉宮

と
の
対
面
後
し
ば
ら
く
し
て、
夕
霧
は
父
の
源
氏
に
そ
の
話
を
し
て
い
る
の
だ

1-
邑
；
エ-
位'―
．
．

 

き•-

ー
4

が、
そ
の
折
に
面
氏
が、
「
か
の、
想
夫
恋
の
心
ば
へ
は。
げ
に、
い
に
し
へ

の
た
め
し
に
も、
ひ
き
出
で
つ
ぺ
か
り
け
る
折
な
が
ら、
女
は、
な
ほ、
人
の

心
う
つ
る
ば
か
り
の
ゆ
ゑ
よ
し
を
も、
お
ぼ
ろ
げ
に
て
は、＂
涸
ら
す
ま
じ
う
こ

そ
あ
り
け
れ
と、
思
ひ
し
ら
る
る
事
ど
も
こ
そ、
お
ほ
か
れ。」
（
横
笛•
国
七

二）
と、
宮
が
想
夫
恋
を
合
奏
し
た
行
為
を
軽
率
だ
と
批
判
す
る
よ
う
な
こ
と

を
苫
っ
て
い
る
の
で
あ
る。
女
は、
男
の
気
を
そ，さ
る
よ
う
な
情
辿
を
い
い
加

減
な
こ
と
で
見
せ
る
ぺ
き
で
は
な
い
と
い
う
理
由
に
よ
っ
て
で
あ
る
が、
こ
れ

は、
す
で
に
見
た
よ
う
な、
女
性
が

男性
に
琴
の
音
を
間
か
せ
る
こ
と
は
極
力

慎
む
の
が
普
通
で
あ
る
と
い
う
事
実
と
閑
迅
す
る
の
で
あ
り、

源
氏
の
感
想

は`

要
す
る
に
第
三
者
が
ご
く
自
然
に
抱
く
も
の
で
あ
る
と
言
え
よ
う。
そ
う

す
る
と、
そ
も
そ
も
夕
霧
に
想
夫

恋合
奏
を
強
要
さ
せ
る
き
っ
か
け
と
な
っ
た

最
初
の
策
の
琴
の
弾
泰
も、
客
観
的
に
は
軽
々
し
い
行
為
と
見
ら
れ
か
ね
な
い

も
の
と
い
う
こ
と
に
な
る
わ
け
で
あ
る。
と
こ
ろ
が、
落
猿
宮
の
性
格
と
し
て

は、

夕
霧
咎
の
大
詰
め
に
塗
籠
に
籠
る
ま
で
し
て
最
後
の
最
後
ま
で
夕
霧
を
拒

み
続
け
て
い
る
態
皮
に
象
徴
的
な
よ
う
に、
丁
度、
い
わ
け
な
さ
が
強
聞
さ
れ

て
い
る
異
母
妹
の
女
三
宮
と
は
正
反
対
に、
思
巡
深
く、
し
っ
か
り
し
て
い
る

と
い
う
点
が
特
徴
的
で
あ
る
し、
そ
の
弾
琴
の
行
為
も、
も
の
あ
は
れ
な
る
折

柄
に
加
え
て、
夕
霧
と
母
御
息
所
が
亡
き
夫
を
追
怯
し
合
っ
た
り、
夕
霧
が
亡

き
夫
の
愛
用
し
て
い
た
和
琴
を
泰
で
た
り
す
る
様
子
に、
一
屈
自
ら
の
憂
愁
の

思
い
を
増
長
さ
せ
ら
れ、
そ
の
発
録
を
ふ
と
傍
の
箱
に
求
め
た
と
い
っ
た
と
こ

ろ
が

内実
で
あ
ろ
う。
す
る
と
作
者
は、
決
し
て
軽
率
で
な
い
落
菜
宮
を
軽
率

だ
と
第
三
者
た
る
源
氏
に
夕
霧
と
の
対
話
の
中
で
批
判
さ
せ
ざ
る
を
得
な
い
よ

う
な
浪
奏
の
行
為
を
描
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
わ
け
で
あ
る。
す
な
わ

ち
そ
こ
に
は、
何
と
し
て
で
も
落

葉宮
の
琴
の
音
を
夕
霧
に
問
か
せ
よ
う
と
い

ー



う
作
者
の
強
い
意
図
が
感
じ
ら
れ
る
の
で
あ
り、
そ
れ
は
ま
た、
作
者
が、
タ

窮
を
感
勁
さ
せ
る
索
材
と
し
て
如
何
に
音
楽
を
重
視
し
て
い
る
か
と
い
う
こ
と

を
示
す
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
思
う
の
で
あ
る。

゜

以
上、・
三
つ
の
角
度
か
ら
考
察
し
た
と
こ
ろ
に
よ
り、
横
笛
巻
に
お
け
る
落

葉
の
琴
の
油
奏
が
如
何
に
夕
霧
を
感
勁
さ
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
か
と
い
う
こ

と
を
確
認
で
き
た
と
思
う。
作
者
は、
音
楽
を
解
し、
風
流
な
女
性
を
憧
憬
す

る
夕
窮
に
対
し
て、

楽オ
幾
か
な
落
葉
宮
の
す
ぐ
れ
た
箪
の
音
を、
し
か
も
思

い
が
け
な
く
聞
か
せ、
更
に
は
想
夫
恋
を
合
奏
さ
せ
る
と
い
っ
た、
非
常
に
周

到
か
つ
綿
密
な
方
法
で
以
て、
ま
め
人
た
る
彼
の
心
を
強
く
揺
り
動
か
し
得
て

い
る
わ
け
で
あ
る。
そ
し
て
結
局
は、
そ
の
こ
と
を
夕
霧
巻
に
お
け
る
「
行
動

す
る
夕
霧」
を
描
く
原
動
力
と
し
て
い
る
の
で
あ
る。
つ
ま
り、
夕
霧
巻
の
例

の
冒
頭
の
一
節
に、
「
と
の一
条
の
宮
の
御
有
様
を、
な
ほ、
あ
ら
ま
ほ
し
と、

心
に
と
ど
め
て」
（
宮
の
御
様
子
を
や
っ
ぱ
り
理
想
的
だ
と
執
心
し
て）
と
あ

・
る
の
は、
明
ら
か
に、
そ
の
音

楽中
心
の
楊
面
を
踏
ま
え
て
密
か
れ
て
い
る
の

で
あ
る。
そ
の
場
面
以
前、
二
人
の
関
わ
り
合
い
の
覇
著
な
も
の
は、
柏
木
巻

に
お
け
る
夕
霧
の
二
度
の一
条
宮
訪
問
だ
け
で
あ
り、
二
庇
目
の
折
に
は、
す

で
に
触
れ
た
「
こ
の
宮
こ
そ、
聞
き
し
よ
り
は、
心
の
奥
み
え
給
へ
。」
（
日
五

O)．
云
々
と、
恋
愛
感
情
の
は
し
り
が
見
受
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
が、
し
か
し、

そ
こ
か
ら
夕
霧
巻
へ
の
飛
躍
は
全
く
不
可
能
な
の
で
あ
る。
か
つ
て
柏
木
や
父

の
涼
氏
の
好
色
ぶ
り
を、

…
…
（
柏
木
の
女
三
宮
へ
の
思
磁
は）
い
み
じ
く
と
も、
さ
る
ま
じ
き
事

に
心
を
乱
り
て、
か
く
し
も、
身
に
か
ふ
ぺ
き
こ
と
に
や
は
あ
り
け
る。

（
中
略）
さ
る
ぺ
き、

昔
の
契
（
り）
と
い
ひ
な
が
ら、
い
と
軽

l＼
し

う、
あ
ぢ
き
な
き
こ
と
な
り
か
し
…
…

と
か、（

源
氏
が
玉
盤
と
睦
ん
で
い
る
の
を
垣
朋
見
て）
い
で、
あ
な、
う
た
て。

（
中
略）
お
も
ひ
よ
ら
ぬ
隈
な
く
お
は
し
け
る
御
心
に
て、
も
と
よ
り、

見
馴
れ
お
ほ
し
た
て
給
は
ぬ
は、
か
か
る
御
思
ひ、

そ
ひ
給
へ
る
な
め

り。
（
中
略）
あ
な、
う
と
ま
し・・・・・・

（
野
分・
国
五
八）

な
ど
と
批
判
し
て、
「
ま
め
人
の
名
を
と」
っ
て
い
た
夕
霧
が、
今
度
は
自
ら

浮
名
を
立
て
る
に
至
る
必
然
性・
合
迎
性
は、
横
笛
巻
の
音
楽
の
場
而
を
遥
過

し
て
こ
そ
納
得
が
い
く
の
で
あ
る。

。

以
上、
「
源
氏
物
語」
に
描
か
れ
て
い
る
幾
多
の
男
女
の
触
れ
合
い
に
お
い

て、

音
楽
が
い
ろ
い
ろ
な
意
義
深
い
役
割
を
担
っ
て
い
る

事実
の一
例
と
し

て、
夕
霧
と
落

葉宮
の
OO
係
の
楊
合
を
取
り
上
げ
て
論
じ
た。
ま
め
人・
タ
霧

を
様
悪
し
く
変
貌
せ
し
め
て
い
る
程
に、
作
者・
紫
式
部
は、
音
楽
が
人
間
の

心
に
与
え
る
絶
大
な
彩
菩
力
に
つ
い
て
熟
知
し
て
い
た
の
で
あ
る。

注
(
1)

「
涼
氏
物
語
の
音
楽」
（
昭
9．
宝
文
館、
引
用
文
は
昭
44
発
行
の

復
刻
版
に
よ
る）
の
自
序゚

(
2)

秋
山
虔
氏
編
「
涼
氏
物
語
必
携」
（
昭
42・
学
燦
社）
中
「
夕
霧」．

一
七一
頁。

(
3)

以
下、
「
源
氏
物
語」
本
文
の
引
用
は、
全
て
日
本
古
典
文
学
大
系

「
源
氏
物
語」

マ�
五
（
山
岸
徳
平
氏
校
注）
に
拠
り、
そ
れ
ぞ
れ
日

l
g
と
略
記
す
る。

（柏
木・
日
四一
）

8
 



源
氏
物
語
に
お
け
る
玉
整
の
登
場
の
仕
方
は
異
色
で
あ
り、

興
味
深
い。

少

玉

霊

の

人

物

像

(
4)

笛
●
つ
い
て
は、
「•
；・・・
大
将
（
夕
霧）、

た
ち
ど
ま
り
給
ひ
て、

御

子
の
も
ち
給
へ
る
笛
（
横
笛）
を
取
り
て、
い
み
じ
く
お
も
し
る
＜、
吹

．

き
立
て
た
ま
へ
る
が、

い
と、

め
で
た
＜
聞
ゆ
れ
ば、

い．つ
れ
も
l
\
、

み
な、
（
源
氏
の）

御
手
を
離
れ
ぬ、

も
の
の
伝
へ
l
\、

い
と
1ー
な

く
の
み
あ
る」
（
若
菜
下
・
国
三
五
四
し
三
五
五）、

琵
琶
に
つ
い
て
は、

！

「
故
六
条
の
院
（
源
氏）
の
御
伝
へ
に
て、

左
の
お
と
ど
（
夕
霧）

な
む、

こ
の
頃、

世
に
残
り
給
へ
る。」
（
紅
梅
・
国
二
四
0)。

(
5)

「：・・・・（
紫
上
の）
和
琴
に、

大
将
（
夕
霧）
も
耳
と
ど
め
給
へ
る
に、

な
っ
か
し
く
愛
政
つ
き
た
る
御
爪
音
に、

ひ
き
返
し
た
る
音
の、

やっ

ら
し
く
今
め
き
て．．．．．．
 」
（
若
菜
下
・
国
三
四
五）

な
ど
の
記
述。

(
6)

阪
倉
篤
義
氏
校
注
・
日
本
古
典
文
学
大
系
r
夜
の
疫
党」
（
昭
47)
．

二
九
七
頁。

(
7)

「
物
語
序
説」（
昭
42
．
有
精
堂）
中
「
源
氏
物
語
序
説」
・
ニ
四
五
頁
。

(

8
)
1

二
谷
栄
一
氏
ほ
か
校
注
・

日
本
古
典
文
学
大
系
「
狭
衣
物
語」
（
昭

48)
•
四
五
四
頁。

久

岡

和

恵

(
9)

原
田
芳
起
氏
校
注
・
角
川
文
叫
本
「
宇
津
保
物
語」

上
巻
（
昭
44)·

二
六
九
頁。

(
10)

同
右
「
宇
津
保
物
語」

中
巻
·
一
五
0
頁。

(
11)

注
6
に
同
じ。

同
杏
・
三
六
八
頁。

(
12)

日
本
古
典
文
学
大
系
77
中
の
松
尾
聡
氏
校
注
「
渋
松
中
納
言
物
語」

（
昭
47)
・
一
九
八
頁。

(
13)

注
8
に
同
じ。

同
也
·
一
九
一
頁。

(
14)

横
笛
巻
の
対
面
以
前
に、

裕
莱
宮
が
夕
務
へ
示
し
て
い
た
反
応
は、

柏
木
巻
に
お
い
て、
「
こ
と
な
ら
ば
な
ら
し
の
枝
に
な
ら
さ
な
ん
莱
守

の
神
の
許
し
あ
り
き
と」
（
四
四
九）
と
い
う
夕
霧
の
懸
想
め
い
た
詠
み

か
け
に
対
し、

従
姉
妹
で
あ
る
少
将
君
を
介
し
て、
「
か
し
は
木
に
莱

守
の
神
は
ま
さ
ず
と
も
人
な
ら
す
ぺ
き
宿
の
し．
つ
え
か」
（
国
五
0)

と
い
う
極
め
て
淡
泊
な
返
歌
を
す
る
こ
と
ぐ
ら
い
だ
っ
た
の
で
あ
る。

（
岡
山
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科）

女
巻
末
の
八
月、

六
条
院
が
落
成
す
る。

彼
岸
の
頃
に
紫
上
を
は
じ
め
と
し

て、

花
散
里
・
秋
好
が、

神
無
月
に
は
明
石
上
が
引
き
移
り、

六
条
院
は
名
実

共
に
完
成
し
た
の
で
あ
る
か
ら、

作
者
が
こ
こ
を
舞
台
に、

新
た
な
物
語
世
界

，
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