
『
源
氏
物
語
』
に
お
け
る
「
あ
り
が
た
し
」

泉

屋

咲

月

は
じ
め
に

『
源
氏
物
語
』
に
お
け
る
「
あ
り
が
た
し
」
と
い
う
表
現
に
つ
い
て
考
え

た
い
。
元
来
、「
あ
り
が
た
し
」
と
は
存
在
し
に
く
い
と
い
う
意
味
で
あ
り
、

場
合
に
よ
っ
て
は
生
き
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
い
う
意
味
に
も
な（
１
）る。
こ

う
し
た
存
在
の
困
難
さ
は
、「
貴
重
で
あ
る
」
と
か
「
例
が
な
い
」
と
い
っ

た
よ
う
な
意
味
に
も
転
じ
る
。
つ
ま
り
、「
あ
り
が
た
し
」
と
は
、
単
に
存

在
の
困
難
さ
を
示
す
だ
け
で
な
く
、
そ
こ
か
ら
さ
ま
ざ
ま
な
意
味
が
派
生
し

う
る
、
多
義
的
な
表
現
な
の
で
あ
る
。

『
源
氏
物
語
』
で
用
い
ら
れ
る
「
あ
り
が
た
し
」
に
関
し
て
は
、
あ
る
登

場
人
物
に
用
い
ら
れ
る
場
合
に
つ
い
て
言
及
さ
れ
る
こ
と
は
あ
っ
た（
２
）が、
物

語
全
体
に
お
け
る
「
あ
り
が
た
し
」
に
着
目
し
た
も
の
と
し
て
は
、
湯
原
美

陽
子
氏
の
論
稿
が
参
看
さ
れ
る
。

湯
原
美
陽
子
氏
は
、
王
朝
物
語
に
お
け
る
「
容
姿
美
」
を
検
討
す
る
に
あ

た
り
、『
源
氏
物
語
』
の
「
あ
り
が
た
し
」
に
も
触
れ
て
い（
３
）る。
湯
原（
４
）氏は
、

「
あ
り
が
た
し
」
な
ど
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
る
美
質
を
「『
こ
の
世
の
も
の

な
ら
ぬ
』
美
」
を
表
す
表
現
と
し
て
分
類
し
た
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
「『
こ

の
世
の
も
の
な
ら
ぬ
』
美
」
を
表
す
表
現
は
、『
源
氏
物
語
』
以
前
に
は
「
天

上
界
に
つ
な
が
る
美
」
を
示
す
表
現
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
た
の
に
対
し
、

『
源
氏
物
語
』
で
は
「
人
間
的
美
し
さ
」
を
表
す
表
現
と
し
て
用
い
ら
れ
る

よ
う
に
な
る
と
述
べ
た
。

本
稿
で
は
、
湯
原
氏
の
論
稿
に
導
か
れ
つ
つ
、『
源
氏
物
語
』
に
お
け
る

「
あ
り
が
た
し
」
一
二
八（
５
）例が
ど
の
よ
う
に
用
い
ら
れ
て
い
る
か
、
そ
の
特

徴
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

一
〈
賛
美
〉
表
現
と
し
て
の
「
あ
り
が
た
し
」

『
角
川
古
語
大
辞（
６
）典』
に
よ
れ
ば
、「
動
詞
「
あ
り
」
に
補
助
形
容
詞
「
か

た
し
」
の
接
し
た
も
の
」
で
あ
り
、意
味
は
以
下
の
六
通
り
に
分
類
さ
れ
る
。

①

二
語
的
な
気
持
を
残
し
て
い
る
用
法
。
そ
の
事
が
存
在
す
る
か
ど

う
か
未
確
認
な
場
合
に
用
い
る
。
存
在
し
が
た
い
こ
と
の
さ
ま
。
否

定
的
意
義
を
主
と
す
る
。
ほ
と
ん
ど
な
い
。
め
っ
た
に
あ
り
得
な
い
。

― 14 ―



②

既
存
の
事
の
属
性
と
し
て
い
う
。
他
に
あ
り
得
な
い
と
考
え
ら
れ

る
こ
と
の
さ
ま
。
類
の
な
い
さ
ま
。

③

有
る
こ
と
が
ま
れ
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ゆ
え
価
値
の
あ
る
こ
と
の
さ

ま
。
珍
し
く
貴
重
で
あ
る
さ
ま
。

④

例
が
な
い
と
思
わ
れ
る
ほ
ど
、
あ
り
さ
ま
が
立
派
で
あ
る
さ
ま
。

あ
ろ
う
こ
と
と
も
思
え
ぬ
ほ
ど
立
派
で
あ
る
。

⑤

あ
り
得
な
い
事
、
ま
た
は
珍
し
い
事
で
、
そ
れ
ゆ
え
貴
く
、
ま
た

感
謝
す
べ
き
だ
と
思
わ
れ
る
こ
と
の
さ
ま
。
そ
の
事
を
、
ま
れ
な
感

謝
す
べ
き
も
の
と
感
じ
、
そ
の
事
を
も
た
ら
し
た
運
命
・
神
仏
・
冥

助
な
ど
に
感
謝
す
る
心
情
を
主
に
し
て
い
う
。
宗
教
的
な
随
喜
の
感

情
を
伴
う
と
き
が
多
い
。
か
た
じ
け
な
い
。
転
じ
て
、
事
の
希
少
さ

に
か
か
わ
ら
ず
、
随
喜
す
べ
き
対
象
、
ま
た
は
感
謝
す
べ
き
事
態
で

あ
る
と
認
め
て
い
う
。

⑥

主
情
的
な
表
出
と
し
て
、
喜
悦
ま
た
は
感
謝
の
感
情
を
示
す
。「
し

め
た
」
と
い
う
ほ
ど
の
軽
い
気
持
で
慣
用
さ
れ
る
。

こ
れ
ら
の
う
ち
、
感
謝
の
意
を
含
む
⑤
と
⑥
の
用
法
は
、『
源
氏
物
語
』

に
用
例
を
見
出
す
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
よ
っ
て
、
本
稿
で
は
①
〜
④
の

用
法
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
と
す
る
。

先
に
述
べ
た
よ
う
に
、「
あ
り
が
た
し
」
は
、
存
在
の
困
難
さ
を
表
す
語

で
あ
る
。
前
掲
の
『
角
川
古
語
大
辞
典
』
の
分
類
に
従
え
ば
、
①
が
こ
の
用

法
に
該
当
す
る
。
①
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
が
、
以
下
、
②
〜
④
の
用
法
に

つ
い
て
『
源
氏
物
語
』
に
お
け
る
例
を
挙
げ
つ
つ
見
て
い
き
た
い
。

①
の
意
味
は
実
在
す
る
こ
と
に
対
す
る
否
定
的
な
意
味
合
い
が
強
い
が
、

こ
う
し
た
存
在
す
る
こ
と
に
対
す
る
困
難
さ
は
「
ほ
か
に
あ
り
得
な
い
」
と

い
う
意
味
に
転
じ
る
。
②
の
用
法
が
こ
れ
に
あ
た
り
、
た
と
え
ば
、
次
の
よ

う
な
用
法
で
あ
る
。

•
女
の
い
た
く
も
の
思
ひ
た
る
さ
ま
な
り
し
も
、
片
は
し
心
得
そ
め
た

ま
ひ
て
は
、
よ
ろ
づ
思
し
あ
は
す
る
に
、
い
と
う
し
。
あ
り
が
た
き
も

の
は
、
人
の
心
に
も
あ
る
か
な
、
ら
う
た
げ
に
お
ほ
ど
か
な
り
と
は
見

え
な
が
ら
、
色
め
き
た
る
方
は
添
ひ
た
る
人
ぞ
か
し
、
こ
の
宮
の
御
具

に
て
は
い
と
よ
き
あ
は
ひ
な
り
、
と
思
ひ
も
譲
り
つ
べ
く
、
退
く
心
地

し
た
ま
へ
ど
、
…
…

（
浮
舟
⑥
―
一
七（
７
）五）

浮
舟
と
匂
宮
が
通
じ
て
い
た
こ
と
を
悟
っ
た
薫
に
よ
る
感
懐
で
あ
る
。「
人

の
心
」
に
つ
い
て
、「
ほ
か
に
あ
り
得
な
い
」
こ
と
を
そ
の
属
性
と
し
て
表

し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
「
ほ
か
に
あ
り
得
な
い
」
と
い
う
属
性
を
表
す
用
法
は
、
珍

し
い
が
ゆ
え
に
貴
重
で
あ
る
と
い
う
意
味
に
転
じ
、
対
象
に
希
少
価
値
を
付

与
す
る
場
合
も
あ
る
。
③
が
そ
れ
に
該
当
し
、
以
下
の
場
面
が
例
と
し
て
挙

げ
ら
れ
る
。

•
君
は
人
ひ
と
り
の
御
あ
り
さ
ま
を
、心
の
中
に
思
ひ
つ
づ
け
た
ま
ふ
。

こ
れ
に
、
足
ら
ず
、
ま
た
、
さ
し
過
ぎ
た
る
こ
と
な
く
も
の
し
た
ま
ひ

け
る
か
な
と
あ
り
が
た
き
に
も
い
と
ど
胸
ふ
た
が
る
。

（
桐
壺
①
―
九
〇
〜
九
一
）

雨
夜
の
品
定
め
を
受
け
、
源
氏
は
藤
壺
を
完
全
無
欠
の
人
物
と
し
て
想
起
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し
、
そ
の
希
少
性
を
「
あ
り
が
た
し
」
と
評
し
、
価
値
を
見
出
す
の
で
あ
る
。

③
の
対
象
の
希
少
性
に
価
値
を
見
出
す
用
法
は
、
転
じ
て
「
貴
い
」、「
立

派
で
あ
る
」
と
い
っ
た
賛
美
の
意
味
を
生
じ
さ
せ
る
。
④
が
そ
の
用
法
に
該

当
す
る
が
、
た
と
え
ば
、

•
文
な
ど
作
り
か
は
し
て
、
今
日
明
日
帰
り
去
り
な
む
と
す
る
に
、
か

く
あ
り
が
た
き
人
に
対
面
し
た
る
よ
ろ
こ
び
、
か
へ
り
て
は
悲
し
か
る

べ
き
心
ば
へ
を
、
お
も
し
ろ
く
作
り
た
る
に
、
皇
子
も
い
と
あ
は
れ
な

る
句
を
作
り
た
ま
へ
る
を
、
限
り
な
う
め
で
た
て
ま
つ
り
て
、
い
み
じ

き
贈
物
ど
も
を
捧
げ
た
て
ま
つ
る
。

（
桐
壺
①
―
四
〇
）

が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
こ
で
は
、
あ
ら
ゆ
る
す
ぐ
れ
た
資
質
を
備
え
た
源
氏
が

「
あ
り
が
た
し
」
と
評
さ
れ
て
お
り
、
こ
こ
で
の
「
あ
り
が
た
し
」
は
対
象

を
賛
美
す
る
た
め
の
表
現
と
し
て
機
能
し
て
い
る
こ
と
に
気
づ
く
。

①
の
用
例
は
、
比
較
的
明
確
に
特
定
で
き
る
が
、
②
〜
④
の
用
法
は
明
確
に

区
別
す
る
こ
と
が
難
し
い
場
合
が
多
く
あ
る
。
ま
ず
挙
げ
ら
れ
る
の
は
、
ほ

か
の
語
と
と
も
に
用
い
ら
れ
る
場
合
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
次
の
よ
う
な
例

で
あ
る
。

•
「
年
ご
ろ
の
と
絶
え
も
う
ひ
う
ひ
し
く
な
り
に
け
れ
ど
、
心
に
は
い

つ
と
な
く
、
た
だ
今
の
心
地
す
る
な
ら
ひ
に
な
む
。
す
き
ず
き
し
う
、

い
と
ど
憎
ま
れ
む
や
」
と
て
た
ま
へ
れ
ば
、
か
た
じ
け
な
く
て
持
て
行

き
て
、「
な
ほ
聞
こ
え
た
ま
へ
。
昔
に
は
す
こ
し
思
し
退
く
こ
と
あ
ら

む
と
思
ひ
た
ま
ふ
る
に
、
同
じ
や
う
な
る
御
心
の
な
つ
か
し
さ
な
む
い

と
ど
あ
り
が
た
き
。
…
…

（
関
屋
②
―
三
六
二
）

こ
こ
で
は
、
源
氏
の
「
同
じ
や
う
な
る
御
心
の
な
つ
か
し
さ
」
が
衛
門
佐

（
小
君
）
に
よ
っ
て
「
あ
り
が
た
し
」
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
「
あ
り
が
た

し
」
は
、
②
の
「
ほ
か
に
あ
り
得
な
い
」
属
性
を
説
明
す
る
た
め
の
用
法
と

し
て
も
解
釈
で
き
る
が
、
衛
門
佐
の
心
情
を
考
慮
す
る
と
、「
同
じ
や
う
な

る
御
心
の
な
つ
か
し
さ
」
に
価
値
を
見
出
す
こ
と
も
で
き
る
し
、「
貴
い
」、

「
立
派
で
あ
る
」
も
の
と
し
て
捉
え
て
い
る
と
い
う
見
方
も
で
き
る
。
こ
の

よ
う
に
、
②
、
③
、
④
の
意
味
の
違
い
は
そ
の
ど
ち
ら
に
も
解
釈
で
き
る
場

合
が
あ
り
、
明
確
に
区
別
す
る
こ
と
は
難
し
い
。

加
え
て
、
ほ
か
の
語
と
と
も
に
用
い
ら
れ
る
場
合
、
そ
の
語
と
の
関
係
が

判
断
し
難
い
場
合
も
あ
る
。

•
も
の
き
よ
げ
に
い
ま
め
き
て
、
そ
の
も
の
と
も
見
ゆ
ま
じ
う
し
た
て

た
る
様
体
な
ど
の
あ
り
が
た
う
を
か
し
げ
な
る
を
、
か
う
ほ
め
ら
る
る

な
め
り
。

（
少
女
③
―
六
二
〜
六
三
）

こ
の
場
合
の
「
あ
り
が
た
う
」
は
、「
を
か
し
げ
」
に
か
か
っ
て
い
る
も

の
と
し
て
見
た
場
合
に
は
②
の
「
類
が
な
い
」「
他
に
あ
り
得
な
い
」
の
意

味
に
な
り
、「
を
か
し
げ
」
の
程
度
を
表
す
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、「
を
か

し
げ
」
と
並
列
の
も
の
と
し
て
見
た
場
合
に
は
、
③
や
④
の
意
味
と
解
さ
れ

る
。「
あ
り
が
た
し
」
は
、
ほ
か
の
語
と
と
も
に
用
い
ら
れ
る
場
合
に
お
い

て
も
、
意
味
の
断
定
が
困
難
な
表
現
な
の
で
あ
る
。
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と
こ
ろ
で
、
湯
原（
８
）氏は
、『
源
氏
物
語
』
に
お
け
る
「
美
的
表
現
」
を
い

く
つ
か
の
分
野
に
分
け
、「
あ
り
が
た
し
」
を
「
比
較
表
現
類
の
分（
９
）野」
に

分
類
し
た
。
こ
こ
で
、「
あ
り
が
た
し
」
以
外
の
「
比
較
表
現
類
」
の
う
ち
、

た
と
え
ば
「
た
ぐ
ひ
な
し
」
の
用
法
で
あ
る
。
湯
原
氏
が
「
美
的
表
現
」
と

し
て
分
類
し
た
「
た
ぐ
ひ
な
し
」
は
、
賛
美
を
表
す
用
法
で
あ
る（

１０
）が、「
た

ぐ
ひ
な
し
」
は
ほ
か
の
語
を
修
飾
す
る
と
き
は
「
比
類
な
く
」
と
か
「
ほ
か

に
な
い
ほ
ど
」
と
い
っ
た
意
味
で
用
い
ら
れ
る
。
そ
う
し
た
意
味
が
「
美
的

表
現
」
に
転
じ
る
点
に
お
い
て
、「
あ
り
が
た
し
」
と
類
似
し
て
い
る
と
い

え
よ
う
。
そ
こ
で
着
目
し
た
い
の
が
、「
た
ぐ
ひ
な
し
」
に
は
、
否
定
的
な

事
象
の
「
比
類
な
さ
」
を
表
す
用
例
が
認
め
ら
れ
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
た

と
え
ば
、
以
下
に
引
用
し
た
よ
う
な
用
法
で
あ
る
。

•
げ
に
た
ぐ
ひ
な
き
身
の
う
さ
な
り
や
と
思
し
つ
づ
け
た
ま
ふ
に
、
死

ぬ
べ
く
お
ぼ
え
た
ま
う
て
、
…
…

（
夕
霧
④
―
四
〇
八
）

•
さ
る
世
に
た
ぐ
ひ
な
き
悲
し
さ
と
見
た
ま
へ
し
こ
と
も
、
…
…

（
宿
木
⑤
―
三
九
六
）

「
身
の
う
さ
」
や
「
悲
し
み
」
と
い
っ
た
否
定
的
な
感
情
に
つ
い
て
、
そ

の
程
度
が
甚
だ
し
い
こ
と
を
表
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
賛
美
表
現
に
転
じ
る

と
い
う
点
で
は
「
あ
り
が
た
し
」
と
共
通
し
て
い
る
が
、
こ
う
し
た
否
定
的

な
要
素
を
強
調
す
る
用
法
は
「
あ
り
が
た
し
」
に
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。

②
、
③
、
④
の
用
法
の
間
に
は
た
し
か
な
差
異
が
あ
る
の
だ
が
、
対
象
へ

の
賛
美
の
意
味
が
伴
わ
れ
る
か
ど
う
か
と
い
う
若
干
の
差
異
が
あ
る
に
す
ぎ

ず
、対
象
を
否
定
的
に
捉
え
る
こ
と
が
な
い
と
い
う
点
で
は
共
通
し
て
い
る
。

ま
た
、
実
際
に
用
例
を
分
類
し
よ
う
と
す
る
と
、
②
、
③
、
④
の
用
法
の
う

ち
の
ど
れ
か
に
明
確
に
分
け
ら
れ
な
い
場
合
が
多
い
こ
と
は
先
に
指
摘
し
た

と
お
り
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
本
稿
で
は
、
②
、
③
、
④
の
用
法
を
明
確
に
区

別
す
る
こ
と
に
は
こ
だ
わ
ら
ず
、〈
賛
美
〉
に
転
じ
る
場
合
も
含
め
同
列
に

扱
う
こ
と
と
す（

１１
）る。

最
後
に
、
①
の
用
法
、
す
な
わ
ち
存
在
の
困
難
さ
を
表
す
用
例
に
つ
い
て

触
れ
て
お
く
。
こ
の
意
味
に
関
し
て
は
、
②
、
③
、
④
の
よ
う
な
意
味
の
曖

昧
さ
は
な
く
、
明
確
に
特
定
で
き
る
。
た
と
え
ば
、
次
の
よ
う
な
用
法
で
あ

る
。

•
さ
る
所
に
は
か
ば
か
し
き
人
し
も
あ
り
が
た
か
ら
む
を
思
し
て
、
故

院
に
さ
ぶ
ら
ひ
し
宣
旨
の
む
す
め
、
宮
内
卿
の
宰
相
に
て
亡
く
な
り
に

し
人
の
子
な
り
し
を
、母
な
ど
も
亡
せ
て
か
す
か
な
る
世
に
経
け
る
が
、

は
か
な
き
さ
ま
に
て
子
産
み
た
り
と
聞
こ
し
め
し
つ
け
た
る
を
、
知
る

た
よ
り
あ
り
て
事
の
つ
い
で
に
ま
ね
び
き
こ
え
る
人
召
し
て
、
さ
る
べ

き
さ
ま
に
の
た
ま
ひ
契
る
。

（
澪
標
②
―
二
八
七
）

『
源
氏
物
語
』
に
お
い
て
、
①
の
用
例
は
全
二
二
例
（
第
一
部
七
例
、
第

二
部
十
例
、
第
三
部
五
例
）
認
め
ら
れ
た
。
こ
れ
ら
は
〈
賛
美
〉
表
現
で
は

な
い
の
で
、
別
に
扱
う
。
こ
の
ほ
か
、〈
賛
美
〉
と
は
言
え
な
い
も
の
が
三

例
認
め
ら
れ
た
（
こ
れ
に
つ
い
て
は
第
五
節
で
詳
し
く
述
べ
る
）。
よ
っ
て
、

そ
れ
ら
を
除
い
た
全
一
〇
三
例
（
第
一
部
四
六
例
、
第
二
部
二
九
例
、
第
三

部
二
八
例
）
を
〈
賛
美
〉
表
現
と
す
る
。
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二
〈
賛
美
〉
の
領
域

「
あ
り
が
た
し
」
が
物
語
全
体
を
通
し
て
〈
賛
美
〉
表
現
と
し
て
用
い
ら

れ
る
傾
向
が
あ
る
こ
と
は
前
述
の
と
お
り
で
あ
る
。
で
は
、〈
賛
美
〉
表
現

と
し
て
の
「
あ
り
が
た
し
」
の
実
態
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
ろ
う
か
。
そ

の
こ
と
を
考
え
る
に
あ
た
り
、
ま
ず
、
物
語
全
体
を
通
し
て
、
ど
の
よ
う
な

語
を
対
象
と
し
て
い
る
の
か
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

対
象
語
を
特
定
す
る
際
に
は
、
解
釈
の
違
い
に
よ
る
曖
昧
さ
を
な
る
べ
く

少
な
く
す
る
た
め
、
対
象
が
明
確
に
示
さ
れ
て
い
る
も（

１２
）のに
絞
る
こ
と
と
し

た
。
ま
た
、
限
定
的
な
も
の
や
解
釈
に
よ
っ
て
対
象
語
が
異
な
る
も
の
を
除

外
し
た
。
以
上
の
方
法
で
特
定
し
た
対
象
語
に
つ
い
て
、〈
心
〉、〈
外
見
〉、

〈
様
子
〉、〈
身
体
〉
の
四
種
類
に
分
類
し
、
検
討
し（

１３
）た。

物
語
第
一
部
か
ら
第
三
部
に
か
け
て
、〈
賛
美
〉
表
現
の
用
例
に
お
い
て
、

こ
れ
ら
四
種
類
の
割
合
の
推
移
を
見
て
お
き
た
い
。
第
一
部
、
第
二
部
、
第

三
部
に
お
け
る
〈
心
〉、〈
外
見
〉、〈
様
子
〉、〈
身
体
〉
そ
れ
ぞ
れ
の
用
例
数

は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

•〈
心
〉

第
一
部：

四
六
例
中
一
四
例
、第
二
部
二
九
例
中
一
一
例
、

第
三
部
二
八
例
中
九
例

•〈
外
見
〉
第
一
部：

四
六
例
中
五
例
、
第
二
部
二
九
例
中
二
例
、
第

三
部
二
八
例
中
一
例

•〈
様
子
〉
第
一
部：

四
六
例
中
六
例
、
第
二
部
二
九
例
中
六
例
、
第

三
部
二
八
例
中
五
例

•〈
身
体
〉
第
一
部：

四
六
例
中
一
例
、
第
二
部：

該
当
な
し
、
第
三

部：

二
八
例
中
五
例

こ
れ
ら
第
一
部
か
ら
第
三
部
に
か
け
て
の
〈
身
体
〉
を
除
く
三
種
類
を
見

る
と
、〈
外
見
〉
に
は
、
徐
々
に
減
っ
て
い
く
傾
向
が
あ
る
と
い
え
よ
う
か
。

で
は
、
こ
れ
ら
の
「
あ
り
が
た
し
」
は
、
い
っ
た
い
誰
の
〈
外
見
〉
を
対
象

と
し
て
い
る
の
か
。
次
に
、
第
一
部
、
第
二
部
、
第
三
部
に
お
け
る
〈
外
見
〉

を
対
象
と
す
る
用
例
の
内
訳
を
示
し
た
。

•
第
一
部：

源
氏
一
例
、
藤
壺
一
例
、
冷
泉
帝
一
例
、
五
節
舞
姫
（
藤

典
侍
）
一
例
、
紫
の
上
一
例

•
第
二
部：

光
源
氏
一
例
、
夕
霧
一
例

•
第
三
部：

匂
宮
一
例

こ
れ
ら
の
う
ち
、
第
二
部
に
お
け
る
夕
霧
の
例
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。

•
女
房
な
ど
は
、
の
ぞ
き
て
見
き
こ
え
て
、「
い
と
あ
り
が
た
く
も
見

え
た
ま
ふ
容
貌
、
用
意
か
な
。
あ
な
め
で
た
」
な
ど
集
ま
り
て
聞
こ
ゆ

る
を
、
老
い
し
ら
へ
る
は
、「
い
で
、
さ
り
と
も
、
か
の
院
の
か
ば
か

り
に
お
は
せ
し
御
あ
り
さ
ま
に
は
、
え
な
ず
ら
ひ
き
こ
え
た
ま
は
ざ
め

り
。
い
と
目
も
あ
や
に
こ
そ
き
よ
ら
に
も
の
し
た
ま
ひ
し
か
」
な
ど
、

言
ひ
し
ろ
ふ
を
聞
こ
し
め
し
て
、
…
…

（
若
菜
上
④
―
二
五
）

夕
霧
を
覗
き
見
る
女
房
た
ち
は
、
夕
霧
の
「
容
貌
」、「
用
意
」
を
「
あ
り

が
た
し
」
と
す
る
。し
か
し
そ
の
〈
賛
美
〉
は
夕
霧
を
対
象
と
し
な
が
ら
も
、
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結
局
光
源
氏
の
優
位
に
つ
な
が
っ
て
い
く
。
こ
れ
は
、
ほ
か
の
人
物
を
対
象

と
し
た
〈
賛
美
〉
の
「
あ
り
が
た
し
」
に
は
見
ら
れ
な
い
特
徴
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
と
、
第
三
部
の
用
例
が
匂
宮
を
対
象
と
し
て
い
る
こ
と
を
考
え

合
わ
せ
、
あ
ら
た
め
て
第
一
部
か
ら
第
三
部
に
お
け
る
〈
外
見
〉
に
対
す
る

「
あ
り
が
た
し
」
の
内
訳
を
一
覧
し
て
み
る
。
す
る
と
、
誰
か
の
〈
外
見
〉

に
対
す
る
〈
賛
美
〉
は
、
そ
の
数
が
減
少
し
て
い
く
中
で
、
そ
の
対
象
の
範

囲
は
光
源
氏
を
中
心
に
収
斂
さ
れ
て
い
く
と
は
い
え
ま
い
か
。

ま
た
、
第
一
部
か
ら
第
三
部
に
一
貫
し
て
、〈
心
〉
を
対
象
と
す
る
用
例

の
割
合
が
高
い
こ
と
が
わ
か
る
。
つ
ま
り
、「
あ
り
が
た
し
」
は
、〈
心
〉
す

な
わ
ち
人
柄
や
思
慮
と
い
っ
た
内
面
的
性
質
を
賛
美
す
る
と
き
に
多
く
用
い

ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
割
合
が
高
い
と
い
う
だ
け
で
、
ほ
か

の
三
種
類
も
対
象
と
し
た
表
現
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。し
か
し
、

内
面
的
性
質
を
〈
賛
美
〉
す
る
傾
向
が
あ
る
こ
と
は
、『
源
氏
物
語
』
に
お

け
る
「
あ
り
が
た
し
」
の
特
徴
を
考
え
る
に
あ
た
り
、
留
意
す
べ
き
点
で
あ

ろ
う
。

こ
れ
ら
の
こ
と
を
ふ
ま
え
、
以
下
、
第
一
部
、
第
二
部
、
第
三
部
そ
れ
ぞ

れ
に
ど
の
よ
う
な
特
徴
が
認
め
ら
れ
る
か
、
見
て
い
き
た
い
。
第
二
部
に
お

け
る
〈
様
子
〉、
第
三
部
に
お
け
る
〈
身
体
〉
が
割
合
的
に
多
い
こ
と
に
つ

い
て
は
、
第
二
部
、
第
三
部
そ
れ
ぞ
れ
の
特
徴
を
考
え
る
際
に
詳
し
く
見
て

い
く
。

三

第
一
部
に
お
け
る
特
徴

第
一
部
の
特
徴
を
考
え
る
に
あ
た
り
、
着
目
し
た
い
の
は
〈
心
〉
を
対
象

と
す
る
「
あ
り
が
た
し
」
で
あ
る
。
先
に
述
べ
た
と
お
り
、〈
心
〉
を
対
象

と
す
る
用
例
の
割
合
は
、
第
一
部
か
ら
第
三
部
に
か
け
て
ほ
ぼ
一
定
し
て
い

る
と
い
っ
て
よ
い
。
こ
れ
ら
は
、
誰
の
〈
心
〉
を
〈
賛
美
〉
す
る
た
め
に
用

い
ら
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

第
一
部
に
お
け
る
、〈
心
〉
を
対
象
と
し
た
「
あ
り
が
た
し
」
一
四
例
の

う
ち
、
夕
顔
（
玉
鬘
③
―
一
二
八
）
と
豊
後
介
（
玉
鬘
③
―
一
三
三
）
の

〈
心
〉
を
そ
れ
ぞ
れ
対
象
と
す
る
計
二
例
を
除
く
と
、
残
り
一
二
例
は
す
べ

て
源
氏
の
〈
心
〉
を
対
象
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
第
一
部
の
〈
賛

美
〉
表
現
と
し
て
の
「
あ
り
が
た
し
」
四
六
例
の
う
ち
、〈
外
見
〉
や
〈
様

子
〉
の
ほ
か
、
さ
ら
に
先
に
分
け
た
四
種
類
以
外
の
対
象
語
や
対
象
語
が
明

確
に
示
さ
れ
て
い
な
い
例
も
含
め
る
と
、一
九
例
が
源
氏
を
「
あ
り
が
た
し
」

と
評
す
る
も
の
で
あ
り
、
圧
倒
的
に
用
例
が
多
い
。

〈
賛
美
〉
表
現
と
し
て
の
「
あ
り
が
た
し
」
の
『
源
氏
物
語
』
全
体
に
一

貫
し
た
特
徴
と
し
て
、〈
心
〉
を
対
象
と
す
る
傾
向
が
あ
る
こ
と
は
先
に
述

べ
た
。
そ
う
し
た
中
で
、
源
氏
の
〈
心
〉
が
中
心
的
に
〈
賛
美
〉
さ
れ
る
と

い
う
側
面
は
、
第
一
部
に
お
け
る
「
あ
り
が
た
し
」
の
特
徴
と
し
て
捉
え
ら

れ
る
。

四

第
二
部
に
お
け
る
特
徴

第
一
部
の
「
あ
り
が
た
し
」
に
よ
る
〈
賛
美
〉
は
、
源
氏
の
〈
心
〉
を
中

心
的
な
対
象
と
し
て
い
る
こ
と
を
先
に
指
摘
し
た
。
し
か
し
、
第
二
部
に
至

る
と
、
源
氏
の
〈
心
〉
を
対
象
と
し
た
〈
賛
美
〉
の
「
あ
り
が
た
し
」
は
二

例
に
減
少
す
る
。
で
は
、
第
二
部
に
お
い
て
〈
心
〉
を
「
あ
り
が
た
し
」
と

〈
賛
美
〉
さ
れ
る
の
は
誰
か
。
そ
れ
は
、
夕
霧
と
紫
の
上
で
あ
る
。
第
二
部

に
お
け
る
〈
賛
美
〉
の
「
あ
り
が
た
し
」
の
う
ち
、〈
心
〉
を
対
象
と
す
る
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も
の
は
十
一
例
あ
る
。
二
例
が
源
氏
、
五
例
が
夕
霧
、
三
例
が
紫
の
上
、
一

例
が
明
石
入
道
の
先
祖
の
大（

１４
）臣の
〈
心
〉
を
そ
れ
ぞ
れ
対
象
に
し
て
い
る
。

ま
ず
、〈
心
〉
を
対
象
と
し
た
用
例
数
が
も
っ
と
も
多
い
夕
霧
の
場
合
を

見
る
。
最
初
の
例
は
、
前
掲
の
若
菜
上
巻
で
女
房
に
「
容
貌
」
と
「
用
意
」

を
〈
賛
美
〉
さ
れ
る
場
面
で
あ
る
。
あ
ら
た
め
て
引
用
す
る
こ
と
は
し
な
い

が
、
こ
の
場
面
に
お
い
て
は
〈
外
見
〉（「
容
貌
」）
の
場
合
と
同
様
に
夕
霧

の
〈
心
〉（「
用
意
」）
が
〈
賛
美
〉
さ
れ
て
い
な
が
ら
、
結
局
そ
れ
は
源
氏

賛
美
へ
と
つ
な
が
っ
て
い
く
。
こ
の
こ
と
に
注
意
し
つ
つ
、
夕
霧
の
〈
心
〉

を
〈
賛
美
〉
す
る
例
の
う
ち
、
先
に
引
用
し
た
一
例
を
除
く
四
例
を
確
認
す

る
。

•
御
息
所
も
、
あ
は
れ
に
あ
り
が
た
き
御
心
ば
へ
に
も
あ
る
か
な
と
、

今
は
い
よ
い
よ
も
の
さ
び
し
き
御
つ
れ
づ
れ
を
、
絶
え
ず
訪
れ
た
ま
ふ

に
慰
め
た
ま
ふ
こ
と
ど
も
多
か
り
。

（
夕
霧
④
―
三
九
五
）

•
人
々
は
御
気
色
も
い
と
ほ
し
き
を
、嘆
か
し
う
見
た
て
ま
つ
り
つ
つ
、

い
か
な
る
御
事
に
か
は
あ
ら
む
、
何
ご
と
に
つ
け
て
も
あ
り
が
た
う
あ

は
れ
な
る
御
心
ざ
ま
は
ほ
ど
経
ぬ
れ
ど
、
か
か
る
方
に
頼
み
き
こ
え
て

は
見
劣
り
や
し
た
ま
は
む
と
思
ふ
も
あ
や
ふ
く
、
な
ど
、
睦
ま
し
う
さ

ぶ
ら
ふ
か
ぎ
り
は
、
お
の
が
ど
ち
思
ひ
乱
る
。

（
夕
霧
④
―
四
一
五
）

•
今
朝
の
御
文
の
け
し
き
、
宮
も
ほ
の
か
に
の
た
ま
は
せ
つ
る
や
う
な

ど
聞
こ
え
、「
年
ご
ろ
忍
び
わ
た
り
た
ま
ひ
け
る
心
の
中
を
聞
こ
え
知

ら
せ
む
と
ば
か
り
に
や
は
べ
り
け
む
。あ
り
が
た
う
用
意
あ
り
て
な
む
、

明
か
し
も
は
て
で
出
で
た
ま
ひ
ぬ
る
を
、
人
は
い
か
に
聞
こ
え
は
べ
る

に
か
」、
律
師
と
は
思
ひ
も
よ
ら
で
、
忍
び
て
人
の
聞
こ
え
け
る
と
思

ふ
。

（
夕
霧
④
―
四
一
九
）

•
大
和
守
も
、「
あ
り
が
た
き
殿
の
御
心
お
き
て
」
な
ど
喜
び
か
し
こ

ま
り
き
こ
ゆ
。

（
夕
霧
④
―
四
四
三
）

こ
れ
ら
夕
霧
の
〈
心
〉
を
〈
賛
美
〉
す
る
例
は
、
す
べ
て
落
葉
宮
へ
の
求

婚
を
め
ぐ
っ
て
の
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。先
に
示
し
た
も
う
一
例
が
、

源
氏
〈
賛
美
〉
へ
と
終
着
し
て
い
く
こ
と
を
ふ
ま
え
る
と
、
夕
霧
へ
の
「
あ

り
が
た
し
」
は
限
定
的
な
〈
賛
美
〉
で
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

一
方
で
、
紫
の
上
へ
の
「
あ
り
が
た
し
」
に
よ
る
〈
賛
美
〉
と
は
ど
の
よ

う
な
様
相
を
呈
し
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
第
二
部
に
お
け
る
夕
霧
に
対
す
る

〈
賛
美
〉
の
「
あ
り
が
た
し
」
は
、
先
に
挙
げ
た
よ
う
に
計
六
例
（〈
外
見
〉

一
例
、〈
心
〉
五
例
）
で
あ
っ
た
。
紫
の
上
の
場
合
、
第
二
部
に
お
け
る
〈
賛

美
〉
の
「
あ
り
が
た
し
」
の
用
例
数
は
計
七
例
で
あ
り
、
第
二
部
に
お
い
て

は
最
も
多
く
、
そ
の
内
訳
は
〈
心
〉
三
例
と
〈
様
子
〉
五
例
で
あ
っ
た
。
ま

た
、
こ
れ
ら
は
若
菜
上
巻
か
ら
御
法
巻
に
か
け
て
用
い
ら
れ
て
お
り
、
落
葉

宮
へ
の
求
婚
と
い
う
ひ
と
つ
の
事
象
を
め
ぐ
っ
て
用
例
が
集
中
す
る
夕
霧
の

場
合
と
は
異
な
る
。

「
あ
り
が
た
し
」
が
全
体
的
に
〈
心
〉
を
対
象
と
し
が
ち
な
中
で
、
第
二

部
に
は
〈
様
子
〉
に
対
す
る
〈
賛
美
〉
の
例
が
多
い
こ
と
を
ふ
ま
え
る
と
、
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紫
の
上
に
は
特
殊
な
用
い
ら
れ
方
が
な
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

第
二
部
に
お
い
て
〈
様
子
〉
を
〈
賛
美
〉
す
る
用
例
は
六
例
認
め
ら
れ
た

が
、
紫
の
上
の
〈
様
子
〉
を
対
象
と
し
た
五
例
を
除
く
一
例
は
朱
雀
院
に
用

い
ら
れ
る
。
以
下
に
見
て
お
き
た
い
。

•
年
も
暮
れ
ぬ
。
朱
雀
院
に
は
、
御
心
地
な
ほ
お
こ
た
る
さ
ま
に
も
お

は
し
ま
さ
ね
ば
、
よ
ろ
づ
あ
は
た
た
し
く
思
し
立
ち
て
、
御
裳
着
の
こ

と
思
し
い
そ
ぐ
さ
ま
、
来
し
方
行
く
先
あ
り
が
た
げ
な
る
ま
で
い
つ
く

し
く
の
の
し
る
。

（
若
菜
④
―
四
一
〜
四
二
）

こ
の
「
あ
り
が
た
し
」
は
、
た
し
か
に
朱
雀
院
の
〈
様
子
〉（「
さ
ま
」）、

そ
し
て
そ
れ
に
よ
る
儀
式
の
盛
大
さ
の
程
度
の
甚
だ
し
さ
を
〈
賛
美
〉
し
て

い
る
。
一
方
で
、
紫
の
上
の
〈
様
子
〉
に
用
い
ら
れ
る
場
合
は
ど
う
で
あ
ろ

う
。

•
さ
し
並
び
目
離
れ
ず
見
た
て
ま
つ
り
た
ま
へ
る
年
ご
ろ
よ
り
も
、
対

の
上
の
御
あ
り
さ
ま
ぞ
な
ほ
あ
り
が
た
く
、
我
な
が
ら
も
生
ほ
し
た
て

け
り
と
思
す
。

（
若
菜
上
④
―
七
四
）

こ
こ
で
は
、
源
氏
に
よ
っ
て
紫
の
上
の
〈
様
子
〉（「
御
あ
り
さ
ま
」）
が

あ
ら
た
め
て
確
認
さ
れ
「
あ
り
が
た
し
」
と
評
さ
れ
て
い
る
。
先
の
朱
雀
院

の
場
合
と
比
べ
る
と
、〈
賛
美
〉
の
性
質
が
は
る
か
に
強
い
こ
と
が
う
か
が

え
る
。
本
文
を
逐
一
引
用
す
る
こ
と
は
し
な
い
が
、
紫
の
上
へ
の
ほ
か
の
用

（
１５
）例に
も
同
様
の
こ
と
が
い
え
る
。

第
二
部
に
お
い
て
、
紫
の
上
に
「
あ
り
が
た
し
」
が
用
い
ら
れ
る
時
、
紫

の
上
を
賞
賛
し
「
特
徴
づ
け
る
」
表
現
と
し
て
機
能
し
て
い
る
こ
と
は
、
倉

田
実
氏
に
よ
っ
て
早
く
に
指
摘
さ
れ
て
い（

１６
）る。
こ
の
点
に
加
え
、
紫
の
上
を

対
象
と
す
る
用
例
が
多
く
、
そ
れ
ら
に
お
い
て
〈
賛
美
〉
の
性
質
が
強
く
認

め
ら
れ
る
こ
と
も
ま
た
、
第
二
部
に
お
け
る
「
あ
り
が
た
し
」
の
特
徴
で
あ

る
。さ

ら
に
、第
二
部
の
も
う
ひ
と
つ
の
特
徴
と
し
て
挙
げ
て
お
き
た
い
の
が
、

存
在
の
困
難
さ
を
示
す
用
法
（
前
掲
『
角
川
古
語
大
辞
典
』
の
分
類
に
お
け

る
①
で
あ
る
。
以
下
「
①
の
用
法
」
と
表
記
）
の
用
例
数
が
増
え
る
こ
と
で

あ
る
。『
源
氏
物
語
』
に
お
け
る
「
あ
り
が
た
し
」
一
二
八
例
の
う
ち
、
あ

ら
た
め
て
①
の
用
例
数
を
示
す
と
、
第
一
部
五
三
例
中
七
例
、
第
二
部
三
九

例
中
十
例
、
第
三
部
三
六
例
中
五
例
の
計
二
二
例
と
な
り
、
第
二
部
に
お
け

る
①
の
用
法
の
割
合
は
圧
倒
的
に
高
い
。
ま
た
、
こ
れ
ら
十
例
中
九
例
が
若

菜
上
下
巻
に
集
中
し
て
い
る
。

第
二
部
に
お
け
る
紫
の
上
〈
賛
美
〉
の
側
面
か
ら
考
え
る
と
き
、
第
二
部

に
お
け
る
①
の
用
例
十
例
の
う
ち
、
以
下
の
三
例
に
は
特
に
留
意
さ
れ
る
。

•
「（
前
略
）
み
な
お
の
お
の
得
た
る
方
あ
り
て
、
わ
が
後
見
に
思
ひ
、

ま
め
ま
め
し
く
選
び
思
は
む
に
は
、
あ
り
が
た
き
わ
ざ
に
な
む
。
た
だ

ま
こ
と
に
心
の
癖
な
く
よ
き
こ
と
は
、
こ
の
対
の
上
を
の
み
な
む
、
こ

れ
を
ぞ
お
い
ら
か
な
る
人
と
言
ふ
べ
か
り
け
る
、と
な
む
思
ひ
は
べ
る
。

よ
し
と
て
、
ま
た
、
あ
ま
り
ひ
た
た
け
て
頼
も
し
げ
な
き
も
、
い
と
口

惜
し
や
」
と
ば
か
り
の
た
ま
ふ
に
、
か
た
へ
の
人
や
思
ひ
や
ら
れ
ぬ
か

し
。
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（
若
菜
上
④
―
一
三
〇
）

•
か
や
う
の
こ
と
を
、
大
将
の
君
も
、
げ
に
こ
そ
あ
り
が
た
き
世
な
り

け
れ
、
紫
の
御
用
意
、
景
色
の
、
こ
こ
ら
の
年
経
ぬ
れ
ど
、
と
も
か
く

も
漏
り
出
で
、
見
え
聞
こ
え
た
る
と
こ
ろ
な
く
、
し
づ
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
そ
へ
た
ま
へ
る
こ
と
と
、
見
し
面
影
も

忘
れ
が
た
く
の
み
な
む
思
ひ
出
で
ら
れ
け
る
。（

若
菜
上
④
―
一
三
四
）

•
「
昔
、
世
づ
か
ぬ
ほ
ど
を
あ
つ
か
ひ
思
ひ
し
さ
ま
、
そ
の
世
に
は
暇

も
あ
り
が
た
く
て
、
心
の
ど
か
に
と
り
わ
き
教
へ
き
こ
ゆ
る
こ
と
な
ど

も
な
く
、
近
き
世
に
も
、
何
と
な
く
次
々
紛
れ
つ
つ
過
ぐ
し
て
、
聞
き

あ
つ
か
は
ぬ
御
琴
の
音
の
出
で
ば
え
し
た
り
し
も
面
目
あ
り
て
、
大
将

の
い
た
く
か
た
ぶ
き
驚
き
た
り
し
気
色
も
、
思
ふ
や
う
に
う
れ
し
く
こ

そ
あ
り
し
か
」
な
ど
聞
こ
え
た
ま
ふ
。

（
若
菜
下
④
―
二
〇
四
〜
二
〇
五
）

第
二
部
に
お
い
て
、
十
例
中
三
例
と
い
う
少
な
く
な
い
割
合
で
、
①
の
用

法
が
紫
の
上
賛
美
（
二
重
線
を
付
し
た
）
に
終
着
す
る
文
脈
の
中
で
用
い
ら

れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
存
在
の
困
難
さ
を
示
す
用
法
と
は
言
え
な
い

が
、
以
下
の
一
例
に
お
い
て
も
ま
た
、
紫
の
上
を
賛
美
す
る
中
で
「
あ
り
が

た
し
」
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。

•
院
、
渡
り
た
ま
ひ
て
、
宮
、
女
御
の
君
な
ど
の
御
さ
ま
ど
も
を
、
う

つ
く
し
う
も
お
は
す
る
か
な
と
さ
ま
ざ
ま
見
た
て
ま
つ
り
た
ま
へ
る
御

目
う
つ
し
に
は
、
年
ご
ろ
目
馴
れ
た
ま
へ
る
人
の
、
お
ぼ
ろ
け
な
ら
ん

が
い
と
か
く
驚
か
る
べ
き
に
も
あ
ら
ぬ
を
、
な
ほ
た
ぐ
ひ
な
く
こ
そ
は

と
見
た
ま
ふ
。
あ
り
が
た
き
こ
と
な
り
か
し
。

（
若
菜
上
④
―
八
九
）

こ
の
よ
う
に
、
第
二
部
に
お
け
る
「
あ
り
が
た
し
」
は
、
紫
の
上
に
つ
い

て
特
徴
的
に
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

五

第
三
部
に
お
け
る
特
徴

本
稿
第
二
節
で
指
摘
し
た
と
お
り
、
第
三
部
に
お
け
る
特
徴
と
し
て
ま
ず

挙
げ
ら
れ
る
の
は
、〈
身
体
〉
に
対
し
て
用
い
ら
れ
る
「
あ
り
が
た
し
」
で

あ
る
。
用
例
数
は
五
例
で
あ
る
が
、
第
三
部
に
お
け
る
〈
賛
美
〉
の
「
あ
り

が
た
し
」
が
全
二
八
例
で
あ
る
こ
と
を
ふ
ま
え
る
と
、
割
合
と
し
て
は
多
い

だ
ろ
う
。
第
一
部
に
も
一
例
認
め
ら
れ
る
が
、
第
一
部
の
〈
賛
美
〉
の
「
あ

り
が
た
し
」
は
全
四
六
例
で
あ
り
、
第
三
部
に
お
け
る
〈
身
体
〉
の
割
合
は

圧
倒
的
で
あ
る
。

次
に
、
第
三
部
に
お
い
て
は
誰
の
〈
身
体
〉
が
対
象
と
な
っ
て
い
る
か
を

見
る
。前
五
例
の
内
訳
は
、大
君
一
例
（「
匂
ひ
」）、中
の
君
二
例
（「
御
髪
」、

「
髪
の
か
か
り
髪
ざ
し
」）、
薫
二
例
（「
移
り
香
」、「
御
文
」）
で
あ
る
。
以

下
に
本
文
を
引
用
し
た
。

•
姫
宮
、
も
の
思
ふ
時
の
わ
ざ
と
聞
き
し
、
う
た
た
寝
の
御
さ
ま
の
い

と
ら
う
た
げ
に
て
、
腕
を
枕
に
て
寝
た
ま
へ
る
に
、
御
髪
の
た
ま
り
た
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る
ほ
ど
な
ど
、
あ
り
が
た
く
う
つ
く
し
げ
な
る
を
見
や
り
つ
つ
、
…
…

（
総
角
⑤
―
三
一
〇
）

•
今
は
の
こ
と
ど
も
す
る
に
、
御
髪
を
か
き
や
る
に
、
さ
と
う
ち
匂
ひ

た
る
、
た
だ
あ
り
し
な
が
ら
の
匂
ひ
に
な
つ
か
し
う
か
う
ば
し
き
も
、

あ
り
が
た
う
、
何
ご
と
に
て
こ
の
人
を
す
こ
し
も
な
の
め
な
り
し
と
思

ひ
さ
ま
さ
む
、ま
こ
と
に
世
の
中
を
思
ひ
棄
て
は
つ
る
し
る
べ
な
ら
ば
、

恐
ろ
し
げ
に
う
き
こ
と
の
、
悲
し
さ
も
さ
め
ぬ
べ
き
ふ
し
を
だ
に
見
つ

け
さ
せ
た
ま
へ
と
仏
を
念
じ
た
ま
へ
ど
、
…
…

（
総
角
⑤
―
三
二
九
）

•
寝
く
た
れ
の
御
容
貌
い
と
め
で
た
く
見
ど
こ
ろ
あ
り
て
、
入
り
た
ま

へ
る
に
、
臥
し
た
る
も
う
た
て
あ
れ
ば
、
す
こ
し
起
き
上
が
り
て
お
は

す
る
に
、
う
ち
赤
み
た
ま
へ
る
顔
の
に
ほ
ひ
な
ど
、
今
朝
し
も
常
よ
り

こ
と
に
を
か
し
げ
さ
ま
さ
り
て
見
え
た
ま
ふ
に
、
あ
い
な
く
涙
ぐ
ま
れ

て
、
し
ば
し
う
ち
ま
も
り
き
こ
え
た
ま
ふ
を
、
恥
づ
か
し
く
思
し
て
う

つ
ぶ
し
た
ま
へ
る
、
髪
の
か
か
り
髪
ざ
し
な
ど
、
な
ほ
い
と
あ
り
が
た

げ
な
り
。

（
宿
木
⑤
―
四
〇
七
）

•
寄
り
ゐ
た
ま
へ
り
つ
る
真
木
柱
も
褥
も
、
な
ご
り
匂
へ
る
移
り
香
、

言
へ
ば
い
と
こ
と
さ
ら
め
き
た
る
ま
で
あ
り
が
た
し
。

（
東
屋
⑥
―
五
四
〜
五
五
）

•
尼
君
、
御
文
ひ
き
解
き
て
見
せ
た
て
ま
つ
る
。
あ
り
し
な
が
ら
の
御

手
に
て
、
紙
の
香
な
ど
、
例
の
、
世
づ
か
ぬ
ま
で
し
み
た
り
。
ほ
の
か

に
見
て
、
例
の
、
も
の
め
で
の
さ
し
過
ぎ
人
、
い
と
あ
り
が
た
く
を
か

し
と
思
ふ
べ
し
。

（
夢
浮
橋
⑥
―
三
九
一
〜
三
九
二
）

さ
ら
に
、
第
一
部
の
〈
身
体
〉
に
対
す
る
〈
賛
美
〉
の
用
例
も
参
照
し
て

お
く
。•

御
髪
の
乱
れ
た
る
筋
も
な
く
は
ら
は
ら
と
か
か
れ
る
枕
の
ほ
ど
あ
り

が
た
き
ま
で
見
ゆ
れ
ば
、
年
ご
ろ
何
ご
と
を
飽
か
ぬ
こ
と
あ
り
て
思
ひ

つ
ら
む
と
、
あ
や
し
き
ま
で
う
ち
ま
も
ら
れ
た
ま
ふ
。（

葵
②
―
四
五
）

こ
う
し
て
〈
身
体
〉
に
対
す
る
「
あ
り
が
た
し
」
を
、
た
と
え
ば
同
じ

「
髪
」
を
対
象
と
し
て
い
る
中
の
君
の
用
例
二
例
と
第
一
部
の
場
合
と
比
較

し
て
み
る
と
、
第
三
部
に
お
け
る
「
髪
」
の
描
写
の
方
が
よ
り
視
覚
的
に
感

じ
ら
れ
る
。
第
一
部
の
用
例
を
み
て
も
、「
乱
れ
た
る
筋
も
な
く
」
と
い
う

描
写
か
ら
、
た
し
か
に
美
し
い
髪
の
様
子
が
想
起
さ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

第
三
部
に
お
け
る
中
の
君
の
髪
の
方
が
、
前
の
「
腕
を
枕
に
て
寝
た
ま
へ
る

に
」
や
「
う
ち
赤
み
た
ま
へ
る
顔
の
に
ほ
ひ
」
と
い
っ
た
描
写
と
あ
い
ま
っ

て
、
よ
り
つ
ぶ
さ
に
観
察
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ

れ
る
。
第
三
部
の
ほ
か
の
三
例
を
見
て
も
、
視
覚
や
嗅
覚
と
い
っ
た
感
覚
に

よ
っ
て
、対
象
の
〈
身
体
〉
の
一
部
を
感
じ
取
る
さ
ま
が
看
取
で
き
る
。〈
心
〉

を
〈
賛
美
〉
す
る
用
例
が
多
い
中
で
、
こ
の
五
例
に
お
い
て
は
、
目
で
見
た

り
匂
い
を
嗅
い
だ
り
す
る
こ
と
で
確
か
め
ら
れ
る
美
質
が
〈
賛
美
〉
さ
れ
て
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い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、〈
身
体
〉
の
割
合
が
増
え
る
こ
と
は
、
第
三
部
の
特
徴
の

ひ
と
つ
で
あ
る
。〈
外
見
〉
の
用
例
（
匂
宮
一
例
）
に
つ
い
て
は
先
述
し
た

の
で
、
こ
こ
で
は
言
及
し
な
い
。〈
様
子
〉
を
対
象
と
し
た
用
例
は
計
五
例

で
、
中
の
君
、
匂
宮
、
八
の
宮
、
冷
泉
院
、
女
一
の
宮
に
一
例
ず
つ
用
い
ら

れ
て
い
た
。

次
に
、
第
三
部
の
「
あ
り
が
た
し
」
の
特
徴
と
し
て
、〈
心
〉
を
対
象
と

し
た
も
の
に
つ
い
て
考
え
る
。
第
三
部
に
お
け
る
〈
賛
美
〉
の
「
あ
り
が
た

し
」
二
八
例
の
う
ち
、〈
心
〉
を
対
象
と
し
た
も
の
は
全
部
で
九
例
で
あ
る

が
、
そ
れ
ら
は
す
べ
て
薫
の
〈
心
〉
が
対
象
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
を

ふ
ま
え
る
と
、
第
三
部
に
お
い
て
〈
様
子
〉
を
対
象
と
す
る
も
の
が
な
い
こ

と
も
、第
三
部
の
特
徴
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
。第
二
部
の
「
あ

り
が
た
し
」
が
紫
の
上
に
つ
い
て
特
徴
的
に
用
い
ら
れ
て
い
た
の
に
対
し
、

第
三
部
で
は
薫
に
特
徴
的
に
用
い
ら
れ
て
い
る
と
い
え
る
。

最
後
に
、
第
三
部
に
お
い
て
〈
賛
美
〉
表
現
で
な
い
用
法
三
例
に
つ
い
て

考
え
た
い
。
以
下
に
本
文
を
引
用
し
た
。

（
１
）
こ
の
君
は
、
言
は
で
う
し
と
思
は
ん
こ
と
、
い
と
恥
づ
か
し
げ

に
心
深
き
を
、
あ
い
な
く
思
ふ
こ
と
添
ひ
ぬ
る
人
の
上
な
め
り
、
年
ご

ろ
見
ず
知
り
ざ
り
つ
る
人
の
上
な
れ
ど
、
心
ば
へ
、
容
貌
を
見
れ
ば
、

え
思
ひ
は
な
つ
ま
じ
う
、
ら
う
た
く
心
苦
し
き
に
、
世
の
中
は
あ
り
が

た
く
、
む
つ
か
し
げ
な
る
も
の
か
な
、
わ
が
身
の
あ
り
さ
ま
は
、
飽
か

ぬ
こ
と
多
か
る
心
地
す
れ
ど
、
…
…

（
東
屋
⑥
―
六
九
〜
七
〇
）

（
２
）「
ま
こ
と
に
つ
ら
し
と
思
ひ
き
こ
ゆ
る
こ
と
も
あ
ら
む
は
、
い

か
が
思
さ
る
べ
き
。
ま
ろ
は
、
御
た
め
に
お
ろ
か
な
る
人
か
は
。
人
も
、

あ
り
が
た
し
な
ど
咎
む
る
ま
で
こ
そ
あ
れ
。
人
に
は
こ
よ
な
う
思
ひ
お

と
し
た
ま
ふ
べ
か
め
り
。
そ
れ
も
さ
べ
き
に
こ
そ
は
と
こ
と
わ
ら
る
る

を
、
隔
て
た
ま
ふ
御
心
の
深
き
な
む
、
い
と
心
憂
き
」
と
の
た
ま
ふ
に

も
、
宿
世
の
お
ろ
か
な
ら
で
尋
ね
寄
り
た
る
ぞ
か
し
と
思
し
出
づ
る
に

涙
ぐ
ま
れ
ぬ
。

（
浮
舟
⑥
―
一
三
八
）

（
３
）
女
の
い
た
く
も
の
思
ひ
た
る
さ
ま
な
り
し
も
、
片
は
し
心
得
そ

め
た
ま
ひ
て
は
、
よ
ろ
づ
思
し
あ
は
す
る
に
、
い
と
う
し
。
あ
り
が
た

き
も
の
は
、
人
の
心
に
も
あ
る
か
な
、
ら
う
た
げ
に
お
ほ
ど
か
な
り
と

は
見
え
な
が
ら
、
色
め
き
た
る
方
は
添
ひ
た
る
人
ぞ
か
し
、
こ
の
宮
の

御
具
に
て
は
い
と
よ
き
あ
は
ひ
な
り
、
と
思
ひ
も
譲
り
つ
べ
く
、
退
く

心
地
し
た
ま
へ
ど
、
…
…

（
浮
舟
⑥
―
一
七
五
）

（
１
）
で
は
、
匂
宮
に
迫
ら
れ
た
浮
舟
に
同
情
す
る
中
の
君
の
心
内
が
語

ら
れ
、
女
性
の
生
き
づ
ら
さ
が
「
世
の
中
は
あ
り
が
た
く
」
と
い
う
表
現
で

表
さ
れ
て
い
る
。（
２
）
で
は
、
中
の
君
を
厚
遇
す
る
こ
と
が
世
間
か
ら
「
あ

り
が
た
し
」
と
し
て
「
咎
め
」
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
、
匂
宮
に
よ
っ
て
語
ら

れ
る
。（
３
）
は
、
第
一
節
で
述
べ
た
と
お
り
、
浮
舟
が
匂
宮
と
通
じ
て
い

た
こ
と
を
知
っ
た
薫
の
述
懐
で
あ
る
。

第
一
部
か
ら
第
二
部
に
か
け
て
は
、
①
の
存
在
の
困
難
さ
を
示
す
た
め
、

あ
る
い
は
対
象
を
〈
賛
美
〉
す
る
た
め
の
表
現
と
し
て
「
あ
り
が
た
し
」
が
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用
い
ら
れ
て
い
た
。
そ
れ
が
第
三
部
で
は
、「
ほ
か
に
あ
り
え
な
い
」
と
い

う
属
性
を
否
定
的
に
捉
え
て
い
く
用
法
が
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ

る
。

お
わ
り
に

以
上
、『
源
氏
物
語
』
に
お
け
る
「
あ
り
が
た
し
」
に
つ
い
て
、
全
体
を

通
し
て
〈
賛
美
〉
表
現
を
中
心
に
考
察
し
、
第
二
部
に
お
い
て
は
存
在
の
困

難
さ
を
示
す
用
法
に
つ
い
て
の
特
徴
も
明
ら
か
に
し
た
。
そ
し
て
、
第
三
部

に
お
い
て
は
、
薫
に
つ
い
て
特
徴
的
に
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
、「
あ
り
が

た
し
」
の
「
ほ
か
に
あ
り
得
な
い
」
と
い
う
性
質
が
否
定
的
な
意
味
に
転
じ

て
い
く
例
も
認
め
ら
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。

第
二
部
に
お
け
る
紫
の
上
や
第
三
部
に
お
け
る
薫
に
つ
い
て
は
、「
あ
り

が
た
し
」
を
軸
に
、
よ
り
深
く
検
討
す
る
余
地
が
あ
る
よ
う
に
思
う
。
し
か

し
、
本
稿
で
は
『
源
氏
物
語
』
全
体
を
広
く
見
渡
し
、「
あ
り
が
た
し
」
と

い
う
表
現
に
見
ら
れ
る
特
徴
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
た
め
、

そ
う
し
た
問
題
に
関
し
て
は
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

注

（
１
）
外
村
南
都
子
「
あ
り
が
た
し
」（『
国
文
学
』
三
六
巻
六
号
、
一
九
九
一

年
五
月
）。

（
２
）
た
と
え
ば
、
紫
の
上
に
用
い
ら
れ
る
「
あ
り
が
た
し
」
に
つ
い
て
は
、

倉
田
実
「
紫
の
上
と
「
…
人
」
表
現
―
物
語
第
二
部
に
お
け
る
―
」（『
源

氏
物
語
の
探
究
』
一
五
、
風
間
書
房
、
一
九
七
六
年
）、
北
川
真
理
「
紫

の
上
の
理
想
性
―
形
容
語
を
め
ぐ
っ
て
―
」（『
学
芸
国
語
国
文
』
一
三

号
、
一
九
七
七
年
二
月
）、
松
木
典
子
「
紫
の
上
を
め
ぐ
る
「
あ
り
が
た

し
」
に
つ
い
て
―
発
病
に
い
た
る
ま
で
の
階
梯
を
理
解
す
る
た
め
に
―
」

（『
平
安
朝
文
学
研
究
』
三
三
号
、一
九
九
六
年
一
二
月
）、中
川
正
美
「
紫

の
上
の
孤
愁
―
「
個
」
の
発
見
―
」（『
源
氏
物
語
の
こ
と
ば
と
人
物
』
青

簡
舎
、
二
〇
一
三
年
。
初
出
は
、『
兵
庫
女
子
短
期
大
学
研
究
集
録
』
二

四
号
（
一
九
九
〇
年
三
月
、
原
題
同
じ
））
な
ど
が
あ
る
。

（
３
）
『
王
朝
文
学
に
お
け
る
容
姿
美
の
研
究
』（
湯
原
美
陽
子
（
著
）、
有
精

堂
出
版
、
一
九
八
八
年
）。

（
４
）
湯
原
美
陽
子
「
王
朝
文
学
に
見
ら
れ
る
容
姿
美
の
美
的
表
現
語
彙
」

（『
王
朝
文
学
に
お
け
る
容
姿
美
の
研
究
』
有
精
堂
出
版
、一
九
八
八
年
）。

（
５
）
「
あ
り
が
た
し
」
だ
け
で
な
く
、「
あ
り
が
た
げ
」
な
ど
も
用
例
と
し

て
数
え
た
。
一
二
八
例
の
内
訳
は
、
第
一
部
五
三
例
、
第
二
部
三
九
例
、

第
三
部
三
六
例
で
あ
る
。
異
同
の
認
め
ら
れ
る
用
例
も
あ
る
が
、
紙
数
の

都
合
上
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
別
稿
に
ま
と
め
る
こ
と
と
し
、
本
稿
で
は
新

編
日
本
古
典
文
学
全
集
（
小
学
館
）
の
本
文
を
も
と
に
認
定
し
た
用
例
に

つ
い
て
検
討
し
た
。

（
６
）
『
角
川
古
語
大
辞
典
』（
中
野
幸
彦
・
岡
見
正
雄
・
板
倉
篤
義
（
編
）、

角
川
書
店
、
一
九
八
二
―
一
九
三
三
年
）。

（
７
）
本
文
は
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
』（
小
学
館
）
に
よ
る
。
そ
の
際

の
表
記
は
「（
巻
名
、
巻
数
―
頁
数
）」
と
し
た
。

（
８
）
注
４
に
同
じ
。

（
９
）
湯
原
氏
は
、「
そ
の
語
自
体
は
美
し
さ
を
意
味
し
て
い
な
い
が
、
限
度

や
比
較
な
ど
に
よ
っ
て
表
現
す
る
種
類
の
用
語
」
を
「
比
較
表
現
類
の
分

野
」
と
し
た
。

（
１０
）
『
源
氏
物
語
』
に
お
け
る
「
た
ぐ
ひ
な
し
」
と
い
う
賛
美
表
現
に
つ
い

て
検
討
し
た
も
の
と
し
て
は
、
高
橋
早
苗
「『
源
氏
物
語
』
の
「
た
ぐ
ひ

な
し
」
―
紫
の
ゆ
か
り
の
女
君
た
ち
を
め
ぐ
っ
て
―
」（『
中
古
文
学
』
九

〇
号
、
二
〇
一
一
年
一
一
月
）、
拙
稿
「
光
源
氏
に
と
っ
て
の
た
ぐ
ひ
な

し
―
紫
の
上
へ
の
ま
な
ざ
し
―
」（『
立
教
大
学
日
本
文
学
』
一
一
四
号
、
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二
〇
一
五
年
七
月
）、「『
源
氏
物
語
』
に
お
け
る
「
た
ぐ
ひ
な
し
」
―
光

源
氏
に
と
っ
て
の
「
た
ぐ
ひ
な
し
」
の
独
自
性
―
」（『
立
教
大
学
日
本
文

学
論
叢
』
一
五
号
、
二
〇
一
五
年
九
月
）
が
あ
る
。

（
１１
）
湯
原
氏
は
、
外
見
だ
け
で
な
く
内
面
や
「
才
」
を
兼
ね
備
え
る
こ
と
が

王
朝
文
学
に
お
け
る
美
の
理
想
な
の
で
あ
り
、
単
な
る
「
外
面
上
の
美
」

で
は
な
く
内
面
や
「
才
」
の
表
象
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
「
人
間
美
の
総

合
」
が
「
容
姿
美
」
で
あ
る
と
し
、
そ
う
し
た
「
美
」
に
対
す
る
意
識
を

探
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
本
稿
は
「
美
意
識
」
を
探
る

こ
と
は
目
的
と
せ
ず
、
あ
く
ま
で
『
源
氏
物
語
』
に
お
け
る
「
あ
り
が
た

し
」
の
位
相
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
以
下
、

先
に
述
べ
た
②
〜
④
の
「
あ
り
が
た
し
」
の
用
法
に
見
ら
れ
る
性
質
を

「〈
賛
美
〉」
と
表
現
す
る
。

（
１２
）
た
と
え
ば
、
次
の
よ
う
な
用
例
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
対
象
語
は
「
御

心
」
と
な
る
。

若
君
を
か
し
づ
き
思
ひ
き
こ
え
た
ま
へ
る
こ
と
限
り
な
け
れ
ば
、
あ

は
れ
に
あ
り
が
た
き
御
心
と
、
い
と
ど
い
た
つ
き
き
こ
え
た
ま
ふ
こ

と
ど
も
、
同
じ
さ
ま
な
り
。

（
賢
木
②
―
一
〇
二
）

（
１３
）
「
あ
り
が
た
し
」
一
語
に
つ
い
て
の
考
察
で
あ
る
た
め
、
湯
原
氏
の
対

象
語
の
分
類
と
は
異
な
る
。
本
稿
に
お
け
る
対
象
語
一
覧
は
以
下
の
通
り

で
あ
る
。
な
お
、「
御
」
の
付
く
も
の
も
同
列
に
数
え
た
。

•〈
心
〉

心
ば
へ
、
用
意
、
心
、
心
お
き
て
、
心
ざ
ま
、
心
ざ
し
、

心
ば
せ
、
心
用
意
、
心
寄
せ

•〈
外
見
〉
容
貌
、
容
貌
人
、
様
体
、
面
影

•〈
様
子
〉
あ
り
さ
ま
、
さ
ま
、
も
て
な
し
、
気
色
、
け
は
ひ

•〈
身
体
〉
髪
、
匂
ひ
、
移
り
香
、
御
文

本
稿
で
は
、全
体
像
と
し
て
感
じ
取
る
も
の
を
〈
外
見
〉
に
分
類
し
た
。

「
髪
」
は
容
姿
の
一
部
で
あ
る
た
め
、〈
身
体
〉
に
分
類
し
た
。「
御
文
」

は
、
人
間
の
身
体
の
一
部
と
は
い
え
な
い
が
、「
御
文
」
を
対
象
と
す
る

用
例
（
第
五
節
に
掲
出
の
夢
浮
橋
巻
の
用
例
）
で
は
、
筆
跡
（「
御
手
」）

や
匂
い
（「
紙
の
香
」）
が
、
視
覚
や
嗅
覚
に
よ
っ
て
薫
の
一
部
と
し
て
捉

え
ら
れ
て
い
る
と
見
て
、〈
身
体
〉
に
分
類
し
た
。

（
１４
）
入
道
の
先
祖
の
大
臣
の
〈
心
〉（「
心
ざ
し
」）
を
〈
賛
美
〉
す
る
「
あ

り
が
た
し
」（
若
菜
④
―
一
二
八
）
は
、
源
氏
、
夕
霧
、
紫
の
上
の
〈
心
〉

を
〈
賛
美
〉
す
る
例
と
比
べ
る
と
、
第
二
部
に
お
け
る
「
あ
り
が
た
し
」

の
特
徴
と
の
直
接
的
な
関
連
は
な
い
と
判
断
し
、
本
稿
で
詳
し
く
考
察
す

る
こ
と
は
し
な
い
。

（
１５
）
〈
賛
美
〉
の
対
象
語
が
明
確
に
示
さ
れ
て
い
な
い
も
の
も
含
め
、
第
二

部
に
お
け
る
紫
の
上
へ
の
「
あ
り
が
た
し
」
全
一
一
例
の
う
ち
、
引
用
し

た
も
の
を
除
い
た
十
例
を
指
す
。本
文
該
当
箇
所
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

若
菜
上
④
―
六
三
、
若
菜
上
④
―
九
〇
、
若
菜
上
④
―
一
二
三
、
若
菜
上

④
―
一
三
一
、
若
菜
下
④
―
一
九
〇
、
若
菜
下
④
―
二
〇
五
、
若
菜
下
④

―
二
一
一
、
若
菜
下
④
―
二
一
六
、
夕
霧
④
―
四
七
〇
、
御
法
④
―
五
一

六
。

（
１６
）
前
掲
注
２
倉
田
論
文
。

（
い
ず
み
や
さ
つ
き

大
学
院
後
期
課
程
在
学
生
）
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