
源
氏
物
語
の
古
筆
切
を
読
む

針
本
正
行

は
じ
め
に

本
稿
で
は
、
実
践
女
子
大
学
百
二
十
周
年
記
念
事
業
「
宮
廷
の
華

源
氏
物
語
」
に
お
け
る
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
源
氏
物
語
と
古
筆
切
」

で
紹
介
し
た
架
蔵
の
古
筆
切
を
も
と
に
、『
源
氏
物
語
』
の
断
簡
が
ど
の
よ
う
に
物
語
の
読
み
に
繋
が
る
の
か
に
つ
い
て
述
べ
て
み
た
い
。

一
、
伝
藤
原
為
家
筆
源
氏
物
語
切
「
薄
雲
巻
」
一
葉

こ
こ
に
紹
介
す
る
断
簡
は
、
為
家
を
伝
承
筆
者
と
す
る
『
源
氏
物
語
』「
薄
雲
巻
」
切
で
、
大
四
半
切
の
一
葉
で
あ
る

(注
1
)

。
今
般
、「
実
践

女
子
大
学
百
二
十
周
年
記
念
事
業
」
と
し
て
展
示
さ
れ
て
い
る
「
第
一
部
『
源
氏
物
語
』
と
古
筆
切
」
の
中
扉
及
び
番
号

に
掲
載
さ
れ

2
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て
い
る
も
の
の
ツ
レ
で
あ
り
(注
2
)

、
い
わ
ゆ
る
河
内
本
の
一
本
と
し
て
位
置
づ
け
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。『
源
氏
物
語
大
成
』
六
〇
七
頁

に
相
当
す
る
。
本
断
簡
の
場
面
は
、
明
石
の
姫
君
が
二
条
院
に
引
き
取
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
、
入
京
を
拒
む
母
明
石
の
君
と
別
れ
る
条
で

あ
る
。

そ
れ
で
は
、
本
断
簡
を
翻
刻
し
、
そ
の
中
の

〜

の
本
文
と
、
名
古
屋
市
蓬
左
文
庫
所
蔵
尾
州
家
本
（
河
内
本

(注
3
)

）、
い
わ
ゆ
る
別
本
(注
4
)

に

1

5

分
類
さ
れ
て
い
る
陽
明
文
庫
所
蔵
本
（
陽
明
本

(注
5
)

）、
さ
ら
に
、
青
表
紙
本
と
比
較
し
、
表
現
の
相
違
を
確
認
し
て
み
た
い
。

伝
称
筆
者

藤
原
為
家
（
一
一
九
八
〜
一
二
七
五
）

書

誌

縦
凡
三
二
糎
、
横
凡
二
六
糎

書
写
年
代

鎌
倉
時
代
中
期
頃
。「
・
」
は
朱
点
。

と
め
て
た
く
つ
ら
つ
き
ま
み
う
ち
か
ほ
れ
る
ほ
と
な
と
・
い
へ
は

1

さ
ら
な
り
よ
そ
に
お
も
ひ
や
ら
ん
ほ
と
の
心
の
や
み
・
お
し
は
か
り

2

お
ほ
す
に
・
い
と
心
く
る
し
け
れ
は
・
よ
ろ
つ
う
ち
返
し
の
た

3

ま
ふ
・
あ
か
す
・
な
に
か
た
ゝ
か
う
く
ち
を
し
き
身
の
ほ
と
な
ら
す

4

た
に
・
も
て
な
さ
せ
給
は
ゝ
と
き
こ
ゆ
る
も
の
か
ら
・
ね
ん
し
あ

5

へ
す
う
ち
な
く
け
は
ひ
あ
は
れ
な
り
・
ひ
め
君
は
な
に
心
も

6

な
く
て
・
御
く
る
ま
に
の
ら
ん
事
を
い
そ
き
給
ふ
・
よ
せ
た

7

る
と
こ
ろ
に
は
ゝ
き
み
み
つ
か
ら
い
た
き
て
い
て
た
ま
へ
り
・
か
た

8

こ
と
の
こ
ゑ
は
い
と
う
つ
く
し
う
て
・
そ
て
を
と
ら
へ
て
の

9

り
た
ま
へ
と
ひ
く
も
い
み
し
う
お
ほ
え
て

10
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す
ゑ
と
を
き
ふ
た
葉
の
ま
つ
に
ひ
き
わ
か
れ
い
つ
か

11

●
河
内
本
「
薄
雲
巻
」（
三
巻

二
四
六
〜
八
頁
・
五
ウ
〜
六
ウ
）

と
め
て
た
く
・
つ
ら
つ
き
ま
み
う
ち
か
ほ
れ
る
ほ
と
な
と
・
い
へ
は

1

さ
ら
な
り
・
よ
そ
に
お
も
ひ
や
ら
む
ほ
と
の
こ
ゝ
ろ
の
や
み
・
を
し
は
か
り

2

お
ほ
す
に
・
い
と
こ
ゝ
ろ
く
る
し
け
れ
は
・
よ
ろ
つ
う
ち
か
へ
し
の
た

3

ま
ふ
・
あ
か
す
・
な
に
か
・
た
ゝ
か
う
く
ち
を
し
き
身
の
ほ
と
な
ら
す

4

た
に
・
も
て
な
さ
せ
給
は
ゝ
と
き
こ
ゆ
る
も
の
か
ら
・
ね
む
し
あ

5
●
陽
明
本
「
薄
雲
巻
」（
六
ウ
〜
七
オ
）

と
め
て
た
く
×
つ
ら
つ
き
ま
み
の
か
ほ
れ
る
ほ
と
な
と
×
い
え
は

1

さ
ら
な
り
×
よ
そ
に
思
×
ひ
や
ら
む
×
ほ
と
の
心
の
や
み
×
を
し
は
か
り

2

給
×
×
×
×
い
と
心
×
×
く
る
し
け
れ
は
×
×
×
×
う
ち
か
え
し
の
給

3

×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
か
く
ゝ
ち
を
し
き
み
の
ほ
と
な
ら
す

4

た
に
・
も
て
な
さ
せ
給
は
ゝ
と
き
こ
ゆ
る
も
の
か
ら
・
ね
む
し
あ

5
●
青
表
紙
本
「
薄
雲
巻
」（『
源
氏
物
語
大
成
』
六
〇
七
頁
）

と
め
て
た
く
×
つ
ら
つ
き
ま
み
の
か
ほ
れ
る
ほ
と
な
と
×
い
へ
は

1
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さ
ら
な
り
×
よ
そ
の
も
の
に
思
や
ら
む
ほ
と
の
心
の
や
み
×
を
し
は
か
り

2

給
に
×
×
×
い
と
心
×
×
く
る
し
け
れ
は
×
×
×
×
う
ち
返
し
×
の
給

3

×
×
×
あ
か
す
×
な
に
か
×
×
か
く
く
ち
お
し
き
身
の
ほ
と
な
ら
す

4

た
に
×
も
て
な
し
×
給
は
ゝ
と
き
こ
ゆ
る
も
の
か
ら
×
ね
ん
し
あ

5右
に
示
し
た
よ
う
に
、
本
文
の
相
違
が
四
箇
所
あ
る
。
一
つ
は
、
本
断
簡
・
河
内
本
「
お
し
は
か
り
お
ほ
す
」
と
あ
る
と
こ
ろ
、
陽
明

本
・
青
表
紙
本
が
「
お
し
は
か
り
給
ふ
」
と
あ
る
。
二
つ
は
、
本
断
簡
・
河
内
本
「
よ
ろ
つ
」
と
あ
る
と
こ
ろ
、
陽
明
本
・
青
表
紙
本
の

本
文
は
無
い
。
三
つ
は
、
本
断
簡
・
河
内
本
「
の
た
ま
ふ
」・「
朱
点
」、「
あ
か
す
」・「
朱
点
」・「
な
に
か
た
ゝ
」
と
あ
る
と
こ
ろ
、
陽
明

本
の
本
文
は
無
く
、
青
表
紙
本
は
「
の
給
あ
か
す
な
に
か
か
く
」
と
あ
る
。
四
つ
は
、
本
断
簡
・
河
内
本
・
陽
明
本
「
も
て
な
さ
せ
給

は
ゝ
」
と
あ
る
と
こ
ろ
、
青
表
紙
本
「
も
て
な
し
給
は
ゝ
」
と
あ
る
。

本
断
簡
及
び
尾
州
家
本
を
も
と
に
、
物
語
内
容
が
分
か
る
よ
う
に
本
文
を
作
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。
な
お
、
本
断
簡
の
本
文
は
、

「
＊
」
か
ら
「
＊
」
に
該
当
す
る
。

い
と
う
つ
く
し
げ
に
て
前
に
据
ゑ
た
て
ま
つ
り
た
る
を
見
給
ふ
に
疎を

ろ

か
に
は
思
ひ
が
た
か
り
け
る
人
の
宿す
く

世せ

か
な
と
思
ほ
す
。
こ
の

春
よ
り
生
ほ
す
御
髪
、
尼あ
ま

削そ

ぎ
の
ほ
ど
に
て
、
ゆ
ら
ゆ
ら
＊
と
め
で
た
く
、
頬つ
ら

つ
き
、
ま
み
、
う
ち
香
れ
る
ほ
ど
な
ど
、
言
へ
ば
さ

ら
な
り
。
よ
そ
に
思
ひ
や
ら
む
ほ
ど
の
心
の
闇
推
し
量
り
お
ぼ
す
に
、
い
と
心
苦
し
け
れ
ば
、
よ
ろ
づ
う
ち
返
し
の
た
ま
ふ
。「
飽

か
ず
何
か
、
た
だ
か
う
く
ち
を
し
き
身
の
ほ
ど
な
ら
ず
だ
に
、
も
て
な
さ
せ
給
は
ば
」
と
聞
こ
ゆ
る
も
の
か
ら
、
念
じ
あ
へ
ず
う
ち

泣
く
け
は
ひ
あ
は
れ
な
り
。
姫
君
は
、
何
心
も
な
く
て
、
御
車
に
乗
ら
む
こ
と
を
急
ぎ
給
ふ
。
寄
せ
た
る
所
に
、
母
君
み
づ
か
ら
抱い

だ

き
て
出
で
給
へ
り
。
片か
た

言こ
と

の
、
声
は
い
と
う
つ
く
し
う
て
、
袖
を
と
ら
へ
て
、「
乗
り
給
へ
」
と
引
く
も
、
い
み
じ
う
お
ぼ
え
て
、
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末
遠
き
二
葉
の
松
に
引
き
別
れ
い
つ
か
＊
木こ

高
き
か
げ
を
見
る
べ
き

え
も
言
ひ
や
ら
ず
い
み
じ
く
泣
け
ば
、
さ
り
や
、
あ
な
苦
し
と
思
し
て
、

生
ひ
そ
め
し
ね
も
深
け
れ
ば
武た

け

隈く
ま

の
松
に
小
松
の
千
代
を
並
べ
ん

つ
ゐ
に
は
の
ど
け
く
」
な
ど
慰
め
給
ふ
。

こ
こ
で
、
注
目
し
た
い
の
が
、
明
石
の
君
の
発
言
で
あ
る
。
現
在
、
青
表
紙
本
を
底
本
と
す
る
、
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
本

(注
6
)

は
、

う
ち
返
し
の
の
た
ま
ひ
明
か
す
。「
何
か
、
か
く
口
惜
し
き
身
の
ほ
ど
な
ら
ず
だ
に
も
て
な
し
た
ま
は
ば
」
と
聞
こ
ゆ
る
も
の
か
ら
、

念
じ
あ
へ
ず
う
ち
泣
く
け
は
ひ
あ
は
れ
な
り
。（
四
三
三
頁
）

で
あ
り
、
新
日
本
古
典
文
学
大
系
本
(注
7
)

は
、

う
ち
か
へ
し
の
給
明
か
す
。「
何
か
、
か
く
く
ち
お
し
き
身
の
ほ
ど
な
ら
ず
だ
に
も
て
な
し
給
は
ば
」
と
聞
こ
ゆ
る
も
の
か
ら
、
念

じ
あ
へ
ず
う
ち
泣
く
け
は
ひ
あ
は
れ
な
り
。（
二
二
一
頁
）

で
あ
る
。
本
断
簡
に
も
と
づ
く
と
、
明
石
の
君
が
母
と
し
て
、
光
源
氏
に
す
べ
て
を
託
さ
ざ
る
を
得
な
い
心
情
が
「
飽
か
ず
」、「
た
だ
」、

「
さ
せ
給
は
ば
」
な
ど
と
い
う
表
現
に
凝
縮
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
光
源
氏
は
、「
よ
そ
に
思
ひ
や
ら
む
ほ
ど
の
心
の
闇
推

し
量
り
」
と
、
母
と
し
て
の
明
石
の
君
の
心
を
思
い
や
り
、「
い
と
心
苦
し
け
れ
ば
、
よ
ろ
づ
う
ち
返
し
」
と
言
葉
を
尽
く
す
。
し
か
し
、

い
っ
た
い
、
光
源
氏
は
ど
の
よ
う
な
言
葉
で
明
石
の
君
に
語
り
か
け
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
光
源
氏
の
発
言
が
具
体
的
に
明
ら
か
に
さ
れ
な

い
中
で
、
明
石
の
君
は
、「
飽
か
ず
」
と
、
光
源
氏
の
対
応
を
疑
い
、
否
定
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
姫
君
が
、「
何
心
も
な
く

て
、
御
車
に
乗
ら
む
こ
と
を
急
」
ぎ
、
明
石
の
君
の
袖
を
と
ら
え
て
「
乗
り
給
へ
」
と
引
く
の
で
、「
末
遠
き
二
葉
の
松
に
引
き
別
れ
い

つ
か
＊
木こ

高
き
か
げ
を
見
る
べ
き
」
と
、
成
長
し
た
明
石
の
姫
君
を
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
は
な
い
か
と
、
泣
き
な
が
ら
光
源
氏
へ
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訴
え
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
後
、
明
石
の
君
と
姫
君
と
の
親
子
の
往
還
は
、
一
切
語
ら
れ
る
こ
と
は
な
く
、
四
年
後
の
「
初
音

巻
」
で
よ
う
や
く
語
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。

姫
君
の
御
方
に
渡
り
給
へ
れ
ば
、
童
、
下
仕
へ
な
ど
、
御お

前ま
へ

の
山
の
小
松
引
き
遊
ぶ
。
若
き
人
々
の
心
地
ど
も
、
置
き
所
な
く
見

ゆ
。
北
の
御お

殿と
ど

よ
り
、
わ
ざ
と
が
ま
し
く
し
集
め
た
る
鬚ひ
げ

籠こ

ど
も
、
破わ
り

子ご

な
ど
奉
れ
給
へ
り
。
え
な
ら
ぬ
五ご

葉え
ふ

の
枝
に
移
る
鶯
も
思

ふ
心
あ
ら
む
か
し
。

「
年
月
を
ま
つ
に
引
か
れ
て
ふ
る
人
に
今
日
鶯
の
初
ね
聞
か
せ
よ

音
せ
ぬ
里
の
」
と
聞
こ
え
給
へ
る
を
、
げ
に
あ
は
れ
と
思
し
知
る
。
事
忌
み
も
え
し
あ
へ
給
は
ぬ
気
色
な
り
。「
こ
の
御
返
り
は
、

み
づ
か
ら
聞
こ
え
給
へ
。
初
音
惜
し
み
給
ふ
べ
き
方
に
も
あ
ら
ず
か
し
」
と
て
、
御
硯
取
り
賄
ひ
、
書
か
せ
奉
り
給
ふ
。
い
と
う
つ

く
し
げ
に
て
、
明
け
暮
れ
見
奉
る
人
だ
に
、
飽
か
ず
思
ひ
聞
こ
ゆ
る
御
あ
り
さ
ま
を
、
今
ま
で
お
ぼ
つ
か
な
き
年
月
の
隔
た
り
に
け

る
も
、
罪
得
が
ま
し
う
心
苦
し
と
思
す
。

引
き
別
れ
年
は
経
れ
ど
も
鶯
の
巣
立
ち
し
松
の
根
を
忘
れ
め
や

幼
き
御
心
に
ま
か
せ
て
、
く
だ
く
だ
し
く
ぞ
あ
め
る
。

姫
君
は
、
二
条
院
か
ら
六
条
院
に
移
り
紫
の
上
の
も
と
で
養
育
さ
れ
て
い
た
。
薄
雲
巻
か
ら
四
年
後
の
春
、
光
源
氏
が
姫
君
の
部
屋
に

正
月
の
挨
拶
に
訪
れ
て
い
た
と
こ
ろ
に
、
母
明
石
の
君
か
ら
、「
年
月
を
ま
つ
に
引
か
れ
て
ふ
る
人
に
今
日
鶯
の
初
ね
聞
か
せ
よ
」
と
い

う
新
春
の
便
り
が
届
け
ら
れ
た
。
光
源
氏
か
ら
返
事
を
書
く
よ
う
に
勧
め
ら
れ
た
姫
君
は
、「
引
き
別
れ
年
は
経
れ
ど
も
鶯
の
巣
立
ち
し

松
の
根
を
忘
れ
め
や
」
と
返
し
た
。
姫
君
の
「
引
き
別
れ
」・「
松
の
根
を
忘
れ
め
や
」
の
歌
言
葉
は
、
新
春
の
母
明
石
の
君
の
「
年
月
を

松
に
引
か
れ
て
…
」
を
う
け
る
と
同
時
に
、
四
年
前
の
母
の
歌
「
末
遠
き
二
葉
の
松
に
引
き
別
れ
い
つ
か
＊
木こ

高
き
か
げ
を
見
る
べ
き
」

の
「
引
き
別
れ
」
及
び
光
源
氏
の
歌
「
生
ひ
そ
め
し
ね
も
深
け
れ
ば
武た
け

隈く
ま

の
松
に
小
松
の
千
代
を
並
べ
ん
」
の
「
ね
も
深
け
れ
ば
」
を
も
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受
け
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
明
石
の
姫
君
は
、
生
ま
れ
て
は
じ
め
て
、「
引
き
別
れ
…
」
と
い
う
和
歌
を
詠
ん
だ
の
で
、
物
語

が
、「
幼
き
御
心
に
ま
か
せ
て
、
く
だ
く
だ
し
く
ぞ
あ
め
る
」
と
評
す
る
の
も
仕
方
が
な
い
。
母
と
し
て
、
明
石
の
君
は
、
こ
の
姫
君
の

返
歌
を
ど
の
よ
う
に
受
け
と
め
た
の
だ
ろ
う
か
。
六
条
院
完
成
後
の
最
初
の
元
旦
に
、
光
源
氏
は
、
四
年
前
に
、「
飽
か
ず
」
と
言
葉
を

紡
い
だ
明
石
の
君
の
疑
念
を
、
姫
君
と
の
贈
答
歌
を
整
え
る
こ
と
に
よ
り
晴
ら
す
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。

本
断
簡
「
よ
ろ
つ
う
ち
返
し
の
た
ま
ふ
・
あ
か
す
・
な
に
か
た
ゝ
か
う
く
ち
を
し
き
身
の
ほ
と
な
ら
す
た
に
・
も
て
な
さ
せ
給
は
ゝ
」

を
、「
よ
ろ
つ
う
ち
返
し
の
た
ま
ふ
。『
飽
か
ず
、
何
か
、
た
だ
か
う
口
惜
し
き
身
の
ほ
ど
な
ら
ず
、
も
て
な
さ
せ
給
は
ば
』」
と
す
る
こ

と
に
よ
り
、
明
石
の
君
の
母
と
し
て
の
内
奥
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
。

現
在
、
伝
藤
原
為
家
筆
源
氏
物
語
切
「
薄
雲
巻
」
は
、
十
数
葉
が
確
認
さ
れ
て
い
る
が
、
今
後
、
あ
ら
た
な
断
簡
の
出
現
を
期
待
し
た

い
。

二
、
後
京
極
良
経
筆
源
氏
物
語
切
「
須
磨
巻
」
一
葉

こ
こ
に
紹
介
す
る
断
簡
は
、
後
京
極
良
経
を
伝
承
筆
者
と
す
る
『
源
氏
物
語
』「
須
磨
巻
」
切
で
、
も
と
は
、
四
半
切
の
一
葉
か

(注
8
)

。『
源

氏
物
語
大
成
』
四
三
二
頁
に
相
当
す
る
。
本
断
簡
の
場
面
は
、
須
磨
に
退
去
し
て
二
年
目
の
二
月
、
頭
中
将
が
光
源
氏
を
見
舞
う
条
で
あ

る
。そ

れ
で
は
、
当
該
断
簡
を
翻
刻
し
、
陽
明
文
庫
所
蔵
本
（
陽
明
本
）、
青
表
紙
本
と
比
較
し
、
表
現
の
相
違
を
確
認
し
て
み
た
い
。
な

お
、
名
古
屋
市
蓬
左
文
庫
所
蔵
尾
州
家
本
（
河
内
本
）
に
は
当
該
本
文
が
落
丁
し
て
い
る
。
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伝
称
筆
者

後
京
極
良
経
（
一
一
六
九
〜
一
二
〇
六
）

書

誌

縦
二
十
四
・
一
糎
、
横
七
・
五
糎
（
も
と
は
、
横
十
五
糎
、
一
面
八
行
書
か
）

書
写
年
代

鎌
倉
時
代
末
期
頃
。「
・
」
は
朱
点
。

い
ろ
の
き
は
や
か
な
る
に
あ
を
に
ひ
の

1

う
ち
き
さ
ぬし

き
う
ち
や
つ
れ
て
・
こ
と
さ

2

ら
に
ゐ
中
ひ
も
て
な
し
給
へ
る
し

3

も
・
い
み
し
う
み
る
に
・
ゑ
ま
れ
き
よ
ら

4
●
陽
明
本
（
五
二
オ
・
ウ

(注
9
)

）

い
ろ
の
き
か
ち
な
る
×
あ
を
に
ひ
の

1

か
り
き
ぬ
さ
し
ぬ
き
う
ち
や
ら
れ
て
こ
と
さ

2

ら
に
ゐ
中
×
ひ
も
て
な
し
給
へ
る
×

3

×
×
×
×
×
み
る
に
ゑ
ま
れ
て
き
よ
ら

4
●
青
表
紙
本
「
須
磨
巻
」（『
源
氏
物
語
大
成
』
四
三
二
頁
）

い
ろ
の
き
か
ち
な
る
に
あ
を
に
ひ
の

1

か
り
き
ぬ
さ
し
ぬ
き
う
ち
や
つ
れ
て
こ
と
さ

2

ら
に
ゐ
な
か
ひ
も
て
な
し
給
へ
る
し

3
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も
い
み
し
う
み
る
に
ゑ
ま
れ
て
き
よ
ら

4右
に
示
し
た
よ
う
に
、
本
文
の
相
違
が
三
箇
所
あ
る
。
一
つ
は
、
本
断
簡
「
き
は
や
か
な
る
に
」
と
あ
る
と
こ
ろ
、
陽
明
本
「
き
か
ち

な
る
」、
青
表
紙
本
「
き
か
ち
な
る
に
」
で
あ
り
、
二
つ
は
、
本
断
簡
「
う
ち
き
」
と
あ
る
と
こ
ろ

(注

)

、
陽
明
本
・
青
表
紙
本
「
か
り
き
ぬ
」

10

で
あ
り
、
三
つ
は
、
本
断
簡
「
し
も
い
み
し
う
み
る
に
ゑ
ま
れ
き
よ
ら
」
と
あ
る
と
こ
ろ
、
陽
明
本
「
み
る
に
ゑ
ま
れ
て
き
よ
ら
」
で
あ

る
。
本
断
簡
及
び
青
表
紙
本
を
も
と
に
、
物
語
内
容
が
分
か
る
よ
う
に
本
文
を
作
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。
な
お
、
本
断
簡
の
本
文
は
、

「
＊
」
か
ら
「
＊
」
に
該
当
す
る
。

所
の
さ
ま
、
絵
に
描か

き
た
ら
む
や
う
な
る
に
、
竹
編
め
る
垣
し
わ
た
し
て
、
石
の
階は
し

、
松
の
柱
、
疎お
ろ
そ

か
な
る
も
の
か
ら
、
め
づ

ら
か
に
を
か
し
。
山や
ま

賤が
つ

め
き
て
、
許
し
＊
色
の
き
は
や
か
な
る
に
、
青あ
を

鈍に
び

も
袿
、
指さ
し

貫ぬ
き

、
う
ち
や
つ
れ
て
、
こ
と
さ
ら
に
田
舎
ゐ
な
か

び

も
て
な
し
給
へ
る
し
も
、
い
み
じ
う
見
る
に
笑
ま
れ
清
ら
＊
な
り
。
取
り
使
ひ
給
へ
る
調
度
も
か
り
そ
め
に
し
な
し
て
、
御
座
お
ま
し

所

も
あ
ら
は
に
見
入
れ
ら
る
。

本
断
簡
と
他
本
と
異
な
る
最
大
の
と
こ
ろ
は
、「
許
し
＊
色
の
き
は
や
か
な
る
に
、
青あ

を

鈍に
び

も
袿
、
指さ
し

貫ぬ
き

、
う
ち
や
つ
れ
て
」
の
箇
所
で

あ
る
。「
き
は
や
か
な
る
」・「
う
ち
き
」
の
二
語
に
注
目
し
て
、
本
場
面
に
お
け
る
光
源
氏
像
に
つ
い
て
述
べ
て
み
た
い
。

「
き
は
や
か
な
り
」
の
語
例
は
、
次
に
掲
げ
る
二
語
で
あ
る
。

一
例
目
は
、
鈴
虫
巻
冒
頭
近
く
、『
源
氏
物
語
大
成
』
一
二
九
一
頁
に
相
当
す
る
、
に
語
ら
れ
て
い
る
。
光
源
氏
五
十
歳
の
夏
、
蓮
の

花
の
盛
ん
な
頃
、
女
三
の
宮
の
持
仏
開
眼
供
養
が
営
ま
れ
る
。
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阿
弥
陀
仏
、
脇
士
の
菩
薩
、
お
の
お
の
白
檀
し
て
造
り
た
て
ま
つ
り
た
る
、
こ
ま
か
に
う
つ
く
し
げ
な
り
。
閼
伽
の
具
は
、
例
の

き
は
や
か
に
小
さ
く
て
、
青
き
、
白
き
、
紫
の
蓮
を
と
と
の
へ
て
、
荷
葉
の
方
を
合
は
せ
た
る
、
名
香
、
密
を
か
く
し
ほ
ほ
ろ
げ

て
焚
き
き
匂
は
し
た
る
、

本
尊
の
阿
弥
陀
仏
、
脇
士
の
菩
薩
も
、「
こ
ま
か
に
う
つ
く
し
げ
」
で
あ
り
、
閼
伽
の
道
具
も
、「
例
の
き
は
や
か
に
小
さ
」
い
も
の
で

あ
っ
た
。
青
色
、
白
色
の
蓮
華
が
造
花
で
整
え
ら
れ
、
荷
葉
の
法
に
調
合
し
た
名
香
が
蜜
を
少
な
め
に
ほ
ぐ
し
た
も
の
を
焚
き
し
め
て
い

て
い
た
。
女
の
三
の
宮
の
年
齢
に
あ
わ
せ
た
の
で
あ
ろ
う
か
、
閼
伽
の
道
具
の
調
整
が
、「
例
の
」「
き
は
や
か
」
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と

で
あ
っ
た
。

二
例
目
は
、
幻
巻
、『
源
氏
物
語
大
成
』
一
四
一
六
頁
に
相
当
す
る
、
に
語
ら
れ
て
い
る
。

五
月
雨
は
い
と
ど
な
が
め
暮
ら
し
た
ま
ふ
よ
り
外
の
こ
と
な
く
さ
う
ざ
う
し
き
に
、
十
余
日
の
月
は
な
や
か
に
さ
し
出
で
た
る
雲
間

の
め
づ
ら
し
き
に
大
将
の
君
御
前
に
さ
ぶ
ら
ひ
た
ま
ふ
。
花
橘
の
月
影
に
い
と
き
は
や
か
に
見
ゆ
る
か
を
り
も
、
追
風
に
な
つ
か
し

け
れ
ば
、「
千
代
を
な
ら
せ
る
声
」
も
せ
な
ん
と
待
た
る
る
ほ
ど
に

光
源
氏
五
二
歳
歳
の
夏
、
来
訪
し
た
夕
霧
と
と
も
に
亡
き
紫
の
上
を
偲
ぶ
場
面
で
あ
る
。
五
月
雨
の
季
節
、「
十
余
日
の
月
」
が
、「
雲

間
の
め
づ
ら
し
き
」
中
、
夕
霧
が
光
源
氏
の
も
と
に
参
上
し
た
。
そ
の
月
の
光
が
明
る
く
さ
し
こ
み
、
花
橘
が
「
い
と
き
は
や
か
に
」
見

え
、
そ
の
橘
の
花
の
香
り
が
風
に
の
っ
て
や
さ
し
く
漂
う
と
い
う
情
景
で
あ
っ
た
。
月
の
光
に
浮
か
ぶ
視
覚
的
な
あ
り
さ
ま
が
「
い
と
き

は
や
か
」
で
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

鈴
虫
巻
、
幻
巻
の
「
き
は
や
か
な
り
」
の
用
法
を
ふ
ま
え
る
と
、「
許
し
＊
色
の
き
は
や
か
な
る
に
」
は
、
光
源
氏
の
お
召
し
物
の
色

が
視
覚
的
に
は
っ
き
り
と
見
え
る
様
を
意
味
す
る
と
い
え
る
。

で
は
、
続
い
て
、「
う
ち
き
」
に
伴
う
光
源
氏
像
を
検
証
し
た
い
。
松
風
巻
、『
源
氏
物
語
大
成
』
一
四
一
六
頁
に
相
当
す
る
、
に
語
ら
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れ
て
い
る
光
源
氏
の
「
袿
姿
」
に
つ
い
て
確
認
す
る
。
三
一
歳
の
秋
、
大
堰
を
訪
問
し
、
明
石
の
君
と
再
会
し
た
光
源
氏
を
、
明
石
の
尼

君
が
覗
き
込
む
場
面
で
あ
る
。

尼
君
、
覗
き
て
見
奉
る
に
、
老
い
も
忘
れ
、
物
思
ひ
も
晴
る
る
心
地
し
て
、
う
ち
笑
み
ぬ
。
東

ひ
ん
が
し

の
渡わ
た

殿ど
の

の
下
よ
り
出
づ
る
水
の

心
ば
へ
繕
は
せ
給
ふ
と
て
、
い
と
な
ま
め
か
し
き
袿
姿
う
ち
解
け
給
へ
る
を
、
い
と
め
で
た
う
う
れ
し
と
見
奉
る
に
、
閼あ

伽か

の
具

な
ど
の
あ
る
を
見
給
ふ
に
、
思
し
出
で
て
、「
尼
君
は
、
こ
な
た
に
か
。
い
と
し
ど
け
な
き
姿
な
り
け
り
や
」
と
て
、
御
直
衣
召

し
出
で
て
奉
る
。

光
源
氏
は
、
桂
の
院
に
行
く
と
口
実
を
作
っ
て
ま
で
紫
の
上
を
残
し
て
き
た
の
で
、
あ
わ
た
だ
し
く
大
堰
の
邸
の
改
築
に
あ
た
っ
て
い

た
。
光
源
氏
は
遣
り
水
の
た
た
づ
ま
い
を
修
繕
す
る
と
い
う
の
で
、「
袿
姿
」
で
く
つ
ろ
い
で
い
た
。
し
か
し
、
光
源
氏
は
閼
伽
の
道
具

が
出
さ
れ
て
い
た
の
で
、
尼
君
の
す
ぐ
さ
ば
に
い
る
と
気
が
つ
い
て
、
直
衣
を
取
り
寄
せ
て
着
る
わ
け
で
あ
る
。
光
源
氏
に
と
っ
て
、
明

石
の
君
と
の
逢
瀬
を
し
た
翌
朝
で
あ
る
こ
と
の
証
左
が
「
袿
姿
」
で
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

な
お
、
参
考
と
し
て
、
薫
の
「
袿
姿
」
に
つ
い
て
も
確
認
し
て
お
く
。

薫
二
四
歳
八
月
、
八
の
宮
の
一
周
忌
の
準
備
を
す
る
中
、
薫
が
宇
治
を
訪
問
し
、
大
君
へ
思
い
を
訴
え
っ
た
も
の
の
、
拒
否
さ
れ
て
帰

京
し
た
。
八
の
宮
の
喪
が
明
け
た
の
で
、
あ
ら
た
め
て
、
薫
は
宇
治
を
訪
れ
、
女
房
の
導
き
で
姫
君
た
ち
の
寝
所
に
向
か
う
。
し
か
し
、

大
君
は
寝
所
に
入
っ
て
き
た
薫
に
気
が
つ
く
場
面
で
あ
る
。

何
心
も
な
く
寝
入
り
給
へ
る
を
、
い
と
い
と
ほ
し
く
、
い
か
に
す
る
わ
ざ
ぞ
と
胸
つ
ぶ
れ
て
、
も
ろ
と
も
に
隠
れ
な
ば
や
と
思
へ

ど
、
さ
も
、
え
立
ち
返
ら
で
、
わ
な
な
く
わ
な
な
く
見
給
へ
ば
、
灯ひ

の
ほ
の
か
な
る
に
、
袿う
ち
き

姿
に
て
、
い
と
馴
れ
顔
に
、
几
帳
の

帷
子
か
た
び
ら

を
引
き
上
げ
て
入
り
ぬ
る
を
、
い
み
じ
く
い
と
ほ
し
く
、
い
か
に
お
ぼ
え
た
ま
は
む
と
思
ひ
な
が
ら
、
あ
や
し
き
壁
の
面
に
屏

風
を
立
て
た
る
背
後
の
む
つ
か
し
げ
な
る
に
ゐ
た
ま
ぬ
。（
総
角
巻
）
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大
君
は
、
寝
所
に
中
の
君
だ
け
を
残
し
て
、
隠
れ
よ
う
と
し
た
際
に
、
灯
火
の
元
に
、「
袿
姿
に
て
、
い
と
馴
れ
顔
に
、
几
帳
の
帷
子
か
た
び
ら

を
引
き
上
げ
て
入
り
ぬ
る
」
薫
を
見
る
の
で
あ
っ
た
。
女
性
の
も
と
に
忍
び
込
む
の
に
物
慣
れ
た
様
が
薫
の
「
袿
姿
」
で
あ
っ
た
。
大
君

は
自
分
が
身
を
隠
し
た
な
ら
ば
、
中
の
君
が
ど
の
よ
う
に
感
じ
る
か
と
気
の
毒
に
思
い
な
が
ら
も
、
壁
の
内
に
立
て
て
あ
っ
た
屏
風
の
後

ろ
に
隠
れ
る
の
で
あ
っ
た
。
男
の
侵
入
に
身
を
隠
す
大
君
の
あ
り
方
に
天
人
女
房
譚
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
薫
の
行
為
は
聖
域
を

犯
す
も
の
で
あ
っ
た
。
薫
の
「
袿
姿
」
こ
そ
、
禁
忌
を
侵
犯
す
る
好
き
者
の
有
様
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

本
断
簡
「
い
ろ
の
き
は
や
か
な
る
に
あ
を
に
ひ
の
う
ち
き
さ
ぬ
き
う
ち
や
つ
れ
て
」
は
、
光
源
氏
が
、「
薄
紅
色
が
は
っ
き
り
し
て
い

る
袿
に
、
は
な
だ
色
の
青
み
な
る
袿
を
重
ね
て
、
そ
の
上
に
指
貫
を
く
だ
け
た
さ
ま
」
に
装
っ
て
い
る
様
で
あ
っ
た
と
解
釈
で
き
る
。
ま

た
、
松
風
巻
で
の
後
朝
に
お
け
る
光
源
氏
と
、
総
角
巻
で
大
君
に
向
か
う
薫
の
「
袿
姿
」
を
ふ
ま
え
る
と
、
須
磨
巻
の
光
源
氏
の
袿
姿
に

は
、
頭
中
将
の
来
訪
を
親
し
く
迎
え
る
た
め
の
服
飾
で
あ
る
だ
け
で
は
な
く
、
退
去
中
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
色
好
み
を
指
向
す
る
光
源
氏

像
も
醸
成
さ
れ
て
い
る
と
も
い
え
る
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

本
稿
で
は
、
藤
原
為
家
を
伝
承
筆
者
と
す
る
『
源
氏
物
語
』「
薄
雲
巻
」
一
葉
、
後
京
極
良
経
を
伝
承
筆
者
と
す
る
『
源
氏
物
語
』「
須

磨
巻
」
一
葉
を
も
と
に
、
鎌
倉
時
代
に
書
写
さ
れ
た
と
推
量
さ
れ
る
源
氏
物
語
切
が
、
本
文
資
料
と
し
て
だ
け
で
は
な
く
、
作
品
論
の
対

象
と
し
て
可
能
性
が
あ
る
と
の
卑
見
を
述
べ
た
。
ご
教
示
を
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。
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注（

）
藤
原
為
家
を
伝
承
筆
者
と
す
る
『
源
氏
物
語
』
古
筆
切
の
研
究
成
果
に
つ
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
先
学
の
学
恩
を
い
た
だ
い
た
。

1①
曾
澤
大
吉
氏
「
源
氏
物
語

蓬
生

傳
藤
原
為
家
筆
」
解
題
（『
天
理
図
書
館
善
本
叢
書
和
書
之
部
第
十
四
巻
源
氏
物
語
諸
本
集
一
」（
八
木

書
店

昭
和
四
十
八
年
）・「
源
氏
物
語

鈴
虫

傳
藤
原
俊
成
筆
」
解
題
（『
同

第
三
十
巻
源
氏
物
語
諸
本
集
二
」（
八
木
書
店

昭
和
五
十

三
年
）。

②
小
松
茂
美
氏
「

伝
藤
原
為
家
筆
源
氏
物
語
切
」
解
説
（『
古
筆
学
大
成

第
二
十
三
巻
』
平
成
三
年
六
月
）。

18

③
高
田
信
敬
氏
「
源
氏
物
語
古
筆
切
二
題
」（『
源
氏
物
語
と
源
氏
以
前

研
究
と
資
料
』
武
蔵
野
書
院

平
成
六
年
）・『
和
歌
と
物
語
―
鶴
見

大
学
図
書
館
蔵
貴
重
書
八
〇
選
―
』（
鶴
見
大
学

平
成
十
六
年
）・『
源
氏
物
語
考
証
稿
』（
武
蔵
野
書
院

平
成
二
十
二
年
）。

④
『
日
本
大
学
蔵
源
氏
物
語
第
十
二
・
十
三
巻
』「
藤
裏
葉
巻

伝
藤
原
為
家
筆
」・「
同
夕
霧
上
・
下
」（
八
木
書
店

平
成
八
年
）。

⑤
池
田
和
臣
氏
は
、
ご
架
蔵
の
「
伝
藤
原
為
家
筆

大
四
半
源
氏
物
語
切
」
の
真
木
柱
巻
の
古
筆
切
に
つ
い
て
、「
こ
の
断
簡
は
、

真
木
柱
巻
の
も
の
で
、
朱
の
句
読
点
が
ほ
ど
こ
さ
れ
て
い
る
。
料
紙
は
斐
紙
、
縦
三
一
・
七
糎
、
横
六
・
〇
糎
。
き
わ
め
て
丈
の

高
い
料
紙
が
特
徴
的
で
あ
り
、
横
皺
が
あ
る
の
で
一
見
巻
子
本
の
断
簡
か
と
思
わ
れ
る
が
、
一
行
目
の
「
ゆ
」「
や
」、
三
行
目
の

「
く
」
の
右
肩
に
、
前
葉
対
面
の
朱
点
の
ウ
ツ
リ
が
あ
り
、
元
は
冊
子
本
と
知
れ
る
。
横
皺
は
、
伝
来
過
程
で
巻
子
本
に
改
装
さ

れ
て
い
た
時
期
の
あ
っ
た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
。
書
写
年
代
も
鎌
倉
時
代
中
期
を
下
ら
な
い
古
さ
が
あ
ろ
う
。
本
文
系
統
は
河

内
本
で
あ
る
。
尾
州
家
本
に
比
す
る
に
、
断
簡
一
行
目
「
人
」
が
尾
州
家
本
で
は
「
ひ
と
」
と
仮
名
書
き
に
な
っ
て
い
る
の
み
の

違
い
で
、
朱
点
の
位
置
、
お
ど
り
字
に
い
た
る
ま
で
一
致
し
て
い
る
。」（「
源
氏
物
語
の
古
筆
切
」『
紀
要

文
学
科

第
九
一
号
』
中
央

大
学
文
学
部

平
成
十
二
年
）
と
、
河
内
本
断
簡
の
特
徴
を
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

⑥
小
林
強
氏
「
源
氏
物
語
関
係
古
筆
切
資
料
集
成
稿
」（『
本
文
研
究
』
第
六
集

平
成
十
六
年
）。

⑦
加
藤
昌
喜
氏
「

河
内
本
源
氏
物
語

薄
雲
巻
」
解
説
（『
古
筆
へ
の
誘
い
』（
国
文
学
研
究
資
料
館
編

三
弥
井
書
店

平
成
十
七
年
三
月
）。
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⑧
田
中
登
氏
「
七
九

藤
原
為
家

大
四
半
切
（
源
氏
物
語
）」（『
平
成
新
修
古
筆
資
料
集

第
四
集
』
思
文
閣
出
版

平
成
二
十
年
九
月
）、

「
六
八

藤
原
為
家

大
四
半
切
（
源
氏
物
語
）」（『
平
成
新
修
古
筆
資
料
集

第
五
集
』
思
文
閣
出
版

平
成
二
十
二
年
九
月
）。
ま
た
、
田

中
氏
は
、
実
践
女
子
大
学
文
芸
資
料
研
究
所
蔵
「
伝
藤
原
為
家
筆
『
源
氏
物
語
』
薄
雲
巻
」
の
断
簡
を
紹
介
し
た
際
に
、「
現
実

に
は
鎌
倉
時
代
中
期
に
ま
で
遡
る
こ
と
が
で
き
る
源
氏
の
本
文
資
料
は
、
そ
う
ど
こ
に
で
も
あ
る
も
の
で
は
な
く
、
ま
し
て
、
本

稿
で
述
べ
て
き
た
ご
と
く
、
そ
れ
が
ひ
と
り
薄
雲
巻
に
留
ま
ら
ず
、
全
体
で
十
数
葉
に
も
及
ぶ
も
の
で
あ
る
と
し
た
ら
、
な
お
さ

ら
本
文
研
研
究
の
上
で
簡
単
に
見
過
ご
し
た
り
す
る
わ
け
に
は
ゆ
か
な
い
も
の
と
い
え
よ
う
。」「
伝
藤
原
為
家
筆
『
源
氏
物
語
』

薄
雲
巻
断
簡
の
紹
介
」（『
年
報

第
二
八
号

源
氏
物
語
特
集
』
実
践
女
子
大
学
文
芸
資
料
研
究
所

平
成
二
十
一
年
三
月
）
と
言
及
さ
れ
て
い

る
。

⑨
大
内
英
範
氏
「【

】『
源
氏
物
語
』
断
簡
（
五
葉
）」
解
説
（『
源
氏
物
語
千
年
の
か
が
や
き
』
国
文
学
研
究
資
料
館
編

思
文
閣
出
版

平
成

20

二
十
年
九
月
）。

⑩
岡
嶌
偉
久
子
氏
「
尾
州
家
河
内
本
源
氏
物
語
の
書
誌
学
的
考
察
―
鎌
倉
期
本
文
の
成
立
―
」（『
源
氏
物
語
の
新
研
究
ー
本
文
と
表
現
を

考
え
る
』
新
典
社

平
成
二
十
年
）、
な
お
、
岡
嶌
氏
は
、「
尾
州
家
旧
蔵
河
内
本
源
氏
物
語
」
の
生
成
過
程
に
つ
い
て
、
尾
州
家
本
行

本
文
の
問
題
、
北
条
実
時
と
の
関
係
か
ら
、「
尾
州
家
本
は
料
紙
の
準
備
段
階
か
ら
す
で
に
河
内
本
を
作
成
す
る
つ
も
り
で
あ
っ

た
。
そ
の
こ
と
は
確
か
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
本
書
巻
末
の
実
時
筆
と
思
わ
れ
る
三
行
は
、
本
書
直
接
の
書
写
・
制
作
の

奥
書
で
は
な
い
と
し
て
も
、
や
は
り
本
尾
州
家
本
と
実
時
と
が
深
い
関
わ
り
を
持
っ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。」（『
源
氏
物
語

写
本
の
書
誌
学
的
研
究
』「
第
二
章

尾
州
家
旧
蔵
河
内
本
源
氏
物
語
」
一
三
〇
頁

お
う
ふ
う

平
成
二
十
二
年
五
月
）
と
論
述
さ
れ
て
い
る
。

⑪
横
井
孝
氏
「
源
氏
物
語
の
本
文
と
表
現
」（
⑩
『
源
氏
物
語
の
新
研
究
』
書
）。

な
お
、
國
學
院
大
學
図
書
館
に
、
伝
藤
原
為
家
筆
『
源
氏
物
語
』「
花
宴
巻
」（
一
軸
）
が
所
蔵
さ
れ
て
い
る
（
渋
谷
榮
一
氏
「
源
氏
物
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語

花
宴
（
一
軸
）
に
つ
い
て
」『
國
學
院
大
學
図
書
館
紀
要
第
七
号
』
平
成
七
年
三
月
）。
元
は
十
二
丁
の
冊
子
本
（
縦
三
二
糎
）
を
巻
子
本
に

改
装
し
た
も
の
で
あ
る
。
参
考
と
し
て
、
巻
頭
の
画
像
を
示
す
。

（

）
「
中
扉
図
版
解
説
」（『
実
践
女
子
大
学
百
二
十
周
年
記
念
展
覧
会
図
録
』
五
頁
（
平
成
二
十
六
年
六
月
）、
な
お
、「

伝
藤
原
為
家
筆

2

2

『
源
氏
物
語
』
断
簡
」
に
は
、「
鎌
倉
時
代
一
三
世
紀
の
書
写
。
古
筆
切
は
一
枚
の
紙
を
剥
い
で
二
枚
に
す
る
も
の
だ
が
、
こ
れ
は

剥
が
さ
れ
ず
表
裏
が
残
っ
て
お
り
、
も
と
の
書
物
の
形
を
類
推
で
き
る
珍
し
い
例
」
と
解
説
さ
れ
て
い
る
（『
同
』
七
頁
）。

（

）
『
尾
州
家
河
内
本
源
氏
物
語
第
三
巻
』
二
四
九
〜
二
五
一
頁
（
八
木
書
店

平
成
二
十
三
年
）。

3
（

）
別
本
と
い
う
学
術
語
は
、
青
表
紙
本
、
河
内
本
の
よ
う
に
系
統
を
指
示
す
る
も
の
で
は
な
い
の
で
、
本
断
簡
と
陽
明
文
庫
所
蔵

4
本
と
を
対
校
す
る
こ
と
に
た
め
ら
い
も
あ
る
が
、
鎌
倉
時
代
写
本
の
一
本
と
比
較
す
る
こ
と
に
は
意
義
が
あ
る
と
思
量
し
た
。

（

）
『
陽
明
叢
書
国
書
篇
第
十
六
輯
源
氏
物
語
五
』「
薄
雲
巻
」
二
三
六
〜
七
頁
（
八
木
書
店

昭
和
五
十
五
年
三
月
）。

5
（

）
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集

源
氏
物
語
②
』（
第
一
版
、
第
二
刷

小
学
館

平
成
七
年
五
月
）。

6

21

（

）
『
新
日
本
古
典
文
学
大
系

源
氏
物
語
二
』（
第
一
刷

岩
波
書
店

平
成
六
年
一
月
）。

7

20

（

）
本
断
簡
は
、
縦
二
十
四
・
一
糎
、
横
七
・
五
糎
で
あ
る
が
、
元
は
、
横
十
五
糎
で
一
面
八
行
書
で
あ
っ
た
も
の
と
思
量
さ
れ

8
る
。
後
京
極
良
経
を
伝
承
筆
者
と
す
る
『
源
氏
物
語
』
古
筆
切
は
、
五
種
類
、
十
葉
（
図
一
二
七
〜
一
三
六
）
が
紹
介
さ
れ
て
い
る

（
小
松
茂
美
氏
編
『
古
筆
学
大
成

第
二
十
三
巻
』
平
成
四
年
六
月
）。
そ
の
中
で
、（
一
）、（
四
）、（
五
）
の
本
文
系
統
が
河
内
本
、（
二
）
は

青
表
紙
本
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
伝
後
京
極
良
経
筆
の
断
簡
と
し
て
、
藤
井
隆
氏
が
田
中
登
氏
蔵
「
椎
本
巻
」
の
一
葉
を

紹
介
さ
れ
、
本
文
系
統
を
河
内
本
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
（『
国
文
学
古
筆
切
入
門
』「
八
三
、
伝
後
京
極
良
経
筆
四
半
切
〔
源
氏
物
語
〕」
一
八

四
・
五
頁

和
泉
書
院

昭
和
六
〇
年
二
月
）。

（

）
『
陽
明
叢
書
国
書
篇
第
十
六
輯
源
氏
物
語
四
』「
須
磨
巻
」
一
〇
五
〜
六
頁
（
八
木
書
店

昭
和
五
十
四
年
十
二
月
）。

9
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（

）
河
内
本
の
一
本
と
さ
れ
て
い
る
高
松
宮
本
は
、「
う
ち
き
」
と
あ
る
。
本
断
簡
も
河
内
本
系
統
の
も
の
と
思
量
さ
れ
る
。

10

（
國
學
院
大
學
教
授
）
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