
『
源
氏
物
語
』
に
お
け
る
「
み
る
め
」
表
現

―
―
明
石
の
君
を
中
心
と
し
て
―
―

大

竹

明

香

一
、
は
じ
め
に

海
辺
を
連
想
さ
せ
る
歌
語
に
「
海
松
布
」
が
あ
る
。
こ
の
「
み
る
め
」
は

『
源
氏
物
語
』
作
中
に
お
い
て
も
用
例
が
散
見
さ
れ
、
そ
の
用
例
数
は
全
九

例
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、『
源
氏
物
語
』
に
お
け
る
「
み
る
め
」
の
語
の
特

徴
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

二
、
歌
語
「
海
松
布
」

歌
語
「
海
松
布
」
は
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
「
見
る
目
」
と
の
掛
詞
と
し
て

用
い
ら
れ
、
和
歌
に
お
い
て
は
「
相
手
に
会
う
機
会
」
す
な
わ
ち
「
逢
瀬
」

の
意
を
暗
喩
す
る
表
現
と
し
て
詠
ま
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。『
古
今
和
歌

六
帖
』
に
お
け
る
「
み
る
め
」
が
詠
み
込
ま
れ
て
い
る
和
歌
を
見
渡
す
と
、

「
み
る
め
」
と
共
に
多
く
詠
み
込
ま
れ
て
い
る
語
に
「
海
人
」
が
あ
げ
ら
れ

る
。「
み
る
め
」
は
「
海
人
」
が
採
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
「
み
る

め
」
を
採
る
意
は
、
和
歌
に
お
い
て
は
「
か
る
」
や
「
か
づ
く
」
の
語
が
相

当
す
る
。
歌
語
「
海
松
布
」
は
海
人
や
浦
、
波
な
ど
の
語
が
縁
語
と
し
て
用

い
ら
れ
て
お
り
、
な
か
で
も
、
海
人
が
「
み
る
め
」
を
刈
る
こ
と
か
ら
、「
み

る
め
刈
る
」
と
詠
ま
れ
て
い
る
歌
が
散
見
さ
れ
る
。「
み
る
め
刈
る
」
と
は
、

「
見
る
機
会
を
得
る
」、
多
く
は
男
性
が
女
性
に
「
逢
う
機
会
を
得
る
」
の

意
を
表
し
て
い
る
。
ま
た
相
手
に
逢
う
意
と
な
る
表
現
に
「
み
る
め
お
ふ
」

と
い
う
語
が
あ
る
。
こ
れ
が
「
逢
い
難
い
」
の
意
と
な
る
場
合
は
、「
お
ひ

ず
」
や
「
お
ひ
ぬ
」
と
な
る
。
同
様
の
意
と
し
て
は
「
み
る
め
な
き
」
と
詠

ま
れ
て
い
る
歌
も
あ
る
。

「
み
る
め
」
の
語
は
、
三
代
集
に
お
い
て
は
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
「
恋
の

部
」
に
収
め
ら
れ
て
お
り
、歌
語
「
み
る
め
」
の
修
辞
法
で
あ
る
「
見
る
目
」

の
意
を
掛
け
て
詠
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
表
し
て
い
る
と
い
え
る
。

そ
し
て
、「
み
る
め
」
が
詠
み
込
ま
れ
た
和
歌
に
は
、
伊
勢
や
近
江
の
地

名
が
共
に
詠
み
込
ま
れ
て
い
る
も
の
が
あ
る
。
和
歌
に
お
い
て
「
伊
勢
」
が

「
み
る
め
か
づ
く
」
な
ど
、「
み
る
め
」
を
採
る
、
す
な
わ
ち
「
見
る
目
を

得
る
」
こ
と
が
で
き
る
と
の
意
を
含
ま
せ
て
詠
ま
れ
て
い
る
の
に
対
し
、「
近

江
」
の
地
名
が
詠
み
込
ま
れ
て
い
る
歌
は
「
み
る
め
」
に
「
な
し
」
の
語
が

付
与
さ
れ
、「
見
る
目
を
得
ら
れ
な
い
」
の
意
と
し
て
詠
ま
れ
て
い
る
こ
と
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も
、
特
徴
の
一
つ
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
だ
ろ（
１
）う。

三
、
注
釈
書
に
見
る
「
み
る
め
」
表
現
の
解
釈

で
は
、『
古
今
和
歌
六
帖
』
や
三
代
集
に
採
ら
れ
た
「
海
松
布
」
が
詠
み

込
ま
れ
た
和
歌
に
見
ら
れ
る
修
辞
法
が
、『
源
氏
物
語
』
に
お
い
て
は
ど
の

よ
う
に
影
響
し
、
そ
の
表
現
世
界
に
作
用
し
て
い
る
の
か
。
ま
た
、『
源
氏

物
語
』
の
作
中
に
独
自
に
見
ら
れ
る
表
現
が
あ
る
の
か
に
つ
い
て
考
え
た

い
。『

源
氏
物
語
』
作
中
に
お
け
る
「
海
松
布
」
に
つ
い
て
は
、
紫
の
上
に
関

係
し
て
多
く
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
、
三
村
友
希
氏
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ

て
い（
２
）る。
氏
に
よ
れ
ば
、「
海
松
布
」
は
作
中
全
九
例
が
確
認
で
き
、
全
て

が
第
一
部
に
限
定
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
「
み
る
め
」
表
現
は
紫

の
上
を
中
心
に
、
明
石
の
君
、
明
石
の
姫
君
な
ど
に
関
わ
っ
て
用
い
ら
れ
て

い
る
。
く
わ
え
て
、
藤
壺
や
朧
月
夜
に
関
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
場
合
は
、

光
源
氏
の
流
離
を
意
味
付
け
る
表
現
で
あ
り
、
こ
れ
ら
は
、
紫
の
上
と
光
源

氏
の
関
係
性
を
中
心
と
し
て
共
鳴
し
て
い
る
。「
み
る
め
」
表
現
の
ほ
と
ん

ど
の
担
い
手
は
光
源
氏
で
あ
る
と
分
析
し
て
い
る
。

こ
こ
で
は
、『
源
氏
物
語
』
に
お
け
る
「
み
る
め
」
の
用
例
の
中
か
ら
、

若
紫
巻
に
お
い
て
語
ら
れ
て
い
る
明
石
の
君
に
ま
つ
わ
る
叙
述
に
つ
い
て
考

え
て
み
た
い
。
少
し
長
い
が
、
以
下
に
引
用
す（
３
）る。

Ａ
「
さ
て
そ
の
む
す
め
は
」
と
問
ひ
た
ま
ふ
。「
け
し
う
は
あ
ら
ず
、
容

貌
心
ば
せ
な
ど
は
べ
る
な
り
。
代
々
の
国
の
司
な
ど
、
用
意
こ
と
に
し

て
、
さ
る
心
ば
へ
見
す
な
れ
ど
、
さ
ら
に
う
け
ひ
か
ず
。『
わ
が
身
の

か
く
い
た
づ
ら
に
沈
め
る
だ
に
あ
る
を
、こ
の
人
ひ
と
り
に
こ
そ
あ
れ
、

思
ふ
さ
ま
こ
と
な
り
。
も
し
我
に
後
れ
て
、
そ
の
心
ざ
し
遂
げ
ず
、
こ

の
思
ひ
お
き
つ
る
宿
世
違
は
ば
、
海
に
入
り
ね
』
と
、
常
に
遺
言
し
お

き
て
は
べ
る
な
る
」
と
聞
こ
ゆ
れ
ば
、
君
も
を
か
し
と
聞
き
た
ま
ふ
。

人
々
、「
海
竜
王
の
后
に
な
る
べ
き
い
つ
き
む
す
め
な
な
り
」、「
心
高

さ
苦
し
や
」
と
て
笑
ふ
。

か
く
言
ふ
は
播
磨
守
の
子
の
、
蔵
人
よ
り
今
年
か
う
ぶ
り
得
た
る
な

り
け
り
。「
い
と
す
き
た
る
者
な
れ
ば
、
か
の
入
道
の
遺
言
破
り
つ
べ

き
心
は
あ
ら
ん
か
し
」、「
さ
て
た
た
ず
み
寄
る
な
ら
む
」
と
言
ひ
あ
へ

り
。「
い
で
、
な
に
し
に
。
さ
い
ふ
と
も
田
舎
び
た
ら
む
。
幼
く
よ
り

さ
る
所
に
生
ひ
出
で
て
、古
め
い
た
る
親
に
の
み
従
ひ
た
ら
む
は
」、「
母

こ
そ
ゆ
ゑ
あ
る
べ
け
れ
。
よ
き
若
人
、
童
な
ど
、
都
の
や
む
ご
と
な
き

所
ど
こ
ろ
よ
り
類
に
ふ
れ
て
尋
ね
と
り
て
、
ま
ば
ゆ
く
こ
そ
も
て
な
す

な
れ
」、「
情
な
き
人
な
り
て
ゆ
か
ば
、
さ
て
心
や
す
く
て
し
も
え
お
き

た
ら
じ
を
や
」
な
ど
言
ふ
も
あ
り
。
君
、「
何
心
あ
り
て
、
海
の
底
ま

で
深
う
思
ひ
入
る
ら
む
。
底
の
み
る
め
も
も
の
む
つ
か
し
う
」
な
ど
の

た
ま
ひ
て
、
た
だ
な
ら
ず
思
し
た
り
。
か
や
う
に
て
も
、
な
べ
て
な
ら

ず
も
て
ひ
が
み
た
る
こ
と
好
み
た
ま
ふ
御
心
な
れ
ば
、
御
耳
と
ど
ま
ら

む
や
と
見
た
て
ま
つ
る
。

（
若
紫
①
二
〇
三
―
二
〇
五
）

こ
れ
は
、
作
中
に
お
け
る
明
石
の
君
の
初
出
の
場
面
で
あ
る
。
光
源
氏
一

八
歳
の
春
、
北
山
を
訪
れ
た
源
氏
は
供
人
の
良
清
か
ら
、
播
磨
国
に
い
る
変

わ
り
者
の
父
親
と
そ
の
娘
の
話
を
耳
に
す
る
。父
親
は
「
代
々
の
国
の
国
司
」

か
ら
娘
へ
の
求
婚
を
こ
と
ご
と
く
断
り
、娘
に
は
、常
日
頃
か
ら
自
分
の
言
っ

て
い
る
こ
と
と
違
う
結
婚
を
す
る
よ
う
な
ら
ば
、「
海
に
入
り
ね
」
と
遺
言

ま
で
し
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
話
を
聞
い
た
源
氏
一
行
は
「
海
竜

王
の
后
に
な
る
べ
き
い
つ
き
む
す
め
な
な
り
」、「
心
高
さ
苦
し
や
」
と
あ
り
、
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こ
の
父
娘
の
話
題
は
、
笑
い
話
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
後
の
会
話
は
、

「
情
な
き
人
な
り
て
ゆ
か
ば
、さ
て
心
や
す
く
て
し
も
え
お
き
た
ら
じ
を
や
」

つ
ま
り
、
い
く
ら
こ
の
父
と
娘
が
国
司
の
求
婚
を
拒
み
通
し
て
い
て
も
、
傍

若
無
人
な
人
が
国
司
と
な
っ
て
下
っ
て
き
た
な
ら
ば
、
拒
み
き
れ
な
い
の
で

は
な
い
か
、
と
言
い
、
こ
の
娘
へ
の
求
婚
話
が
続
い
て
い
く
。
こ
こ
ま
で
の

会
話
は
全
て
源
氏
の
供
人
た
ち
の
も
の
で
あ
り
、
源
氏
は
徹
し
て
こ
の
話
を

聞
い
て
い
る
だ
け
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
ま
で
聞
き
役
で
あ
っ
た
源

氏
が
発
し
た
言
葉
は
、「
何
心
あ
り
て
、
海
の
底
ま
で
深
う
思
ひ
入
る
ら
む
。

底
の
み
る
め
も
も
の
む
つ
か
し
う
」
で
あ
る
。
こ
の
源
氏
の
発
話
に
つ
い
て

は
、
古
注
釈
以
来
、
さ
ま
ざ
ま
に
解
釈
が
な
さ
れ
て
き
た
よ
う
で
あ
る
。

「
底
の
み
る
め
」
に
つ
い
て
は
、『
源
氏
釈
』
以（
４
）来、「
あ
ま
の
す
む
そ
こ

の
み
る
め
も
は
つ
か
し
く
い
そ
に
お
ひ
た
る
わ
か
め
を
そ
つ
む
」
を
引
歌
と

す
る
指
摘
が
あ
る
。
た
だ
し
こ
の
歌
は
『
源
註
餘
滴
』
に
「
此
歌
出
所
い
ま

だ
考
へ
ず
」
と
あ（
５
）り、
出
典
未
詳
で
あ
る
。
ま
た
『
弄
花
抄
』
以
来
「
本
哥

難
用
歟
」
と
注
さ
れ
て
い（
６
）る。『
湖
月（
７
）抄』
や
『
源
註
餘
滴
』
は
『
河
海
抄
』

の
注
と
し
て
、『
後
撰
和
歌
集
』
四
一
七
番
歌
・
秋
下
・
文
室
朝
康
の
「
浪

分
け
て
見
る
よ
し
も
哉
わ
た
つ
み
の
そ
こ
の
見
る
め
も
紅
葉
散
る
や
と
」
の

歌
も
あ
わ
せ
て
引
歌
と
し
て
指
摘
す（
８
）る。『
源
註
餘
滴
』
は
「
按
ず
る
に
そ

こ
の
み
る
め
と
よ
め
る
は
清
正
集
に
「
す
ま
の
あ
ま
を
し
る
へ
と
お
も
へ
よ

わ
た
つ
み
の
そ
こ
の
み
る
め
は
う
た
か
ひ
も
な
し
」」
と
加
え
て
い
る
。
一

方
、
引
歌
で
は
な
い
が
、『
萬
水
一
露
』
は
「
何
故
か
そ
こ
の
み
る
め
も
お

ふ
の
う
ら
に
あ
ふ
事
な
し
の
名
に
は
た
つ
ら
ん

定
家
爰
の
心
詞
を
取
て
読

給
へ
り
」
と
、
定
家
の
詠
歌
を
あ
げ
て
説
明
し
て
い（
９
）る。
以
上
の
よ
う
に
、

古
注
の
流
れ
の
中
に
お
い
て
指
摘
が
な
さ
れ
て
き
た
の
は
、
源
氏
の
言
葉
に

あ
る
、「
底
の
み
る
め
」
の
語
の
出
典
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
も
の
で

あ
る
。
一
方
で
、『
岷
江
入
楚
』
は
「
源
也
人
々
の
色
々
に
申
す
を
お
か
し

く
お
ほ
し
て
源
の
御
（
ゝ
給
）
詞
也
」
ま
た
秘
説
は
「
す
く
せ
た
か
は
ゝ
海

に
入
ね
と
い
ひ
し
こ
と
也
」
と（

１０
）し、『
玉
の
小
櫛
』
は
「
底
の
見
る
目
も
、

き
た
な
き
所
な
る
べ
き
に
、
何
と
て
海
の
そ
こ
ま
で
は
思
ひ
入
て
、
海
に
身

を
な
げ
よ
と
は
い
ふ
ら
ん
と
い
ふ
意
也
、
引
歌
無
用
」
と
す（

１１
）る。
こ
れ
ら
は

引
歌
を
用
い
る
必
要
は
な
く
、「
底
の
み
る
め
」
と
は
、
本
文
の
入
道
の
言

葉
に
あ
る
「
も
し
我
に
後
れ
て
、
そ
の
心
ざ
し
遂
げ
ず
、
こ
の
思
ひ
お
き
つ

る
宿
世
違
は
ば
、
海
に
入
り
ね
」
と
の
娘
へ
の
遺
言
に
あ
る
言
葉
を
言
い
換

え
て
い
る
の
だ
と
の
解
釈
で
あ
る
。

で
は
、
現
代
の
注
釈
書
に
お
い
て
は
、
ど
の
よ
う
に
解
釈
さ
れ
て
い
る
の

だ
ろ
う
か
。
以
下
に
み
て
い
く
。

『
大（

１２
）系』
は
「
入
道
は
一
体
ど
ん
な
気
持
で
、
娘
に
身
投
げ
せ
よ
と
ま
で

深
く
（
真
剣
に
）
思
い
こ
ん
で
い
る
の
だ
ろ
う
。
海
の
底
へ
行
け
ば
、
娘
は

底
に
生
え
て
い
る
み
る
め
で
も
（
何
で
も
）
何
と
な
し
に
む
さ
苦
し
く
思
う

で
あ
ろ
う
。「
底
の
み
る
め
も
、
も
の
む
つ
か
し
う
」
は
、
表
は
「
海
底
に

生
え
て
い
る
み
る
め
も
、
む
さ
苦
し
く
思
う
で
あ
ろ
う
」
で
あ
る
が
、
同
時

に
、
入
水
せ
よ
な
ど
い
う
事
は
、
世
間
の
人
が
見
て
も
大
層
う
る
さ
く
（
い

や
ら
し
く
）
思
う
で
あ
ろ
う
の
意
を
掛
け
て
言
っ
た
」
と
す
る
。「「
み
る
め

（
海
松
布
）」
と
「
見
る
目
と
が
掛
け
て
あ
る
」」
と
も
説
明
す
る
。
ま
た
、

『
玉
上
評（

１３
）釈』
は
「「
海
に
入
り
ね
」
と
「
海
竜
王
の
后
に
な
る
べ
き
」
の

語
か
ら
、「
海
の
底
ま
で
」
の
語
が
出
、
そ
れ
で
「
深
く
思
ひ
入
る
」
と
な

り
、「
底
の
み
る
め
」
と
な
る
。
海
の
底
に
生
え
る
、
み
る
め
（
海
藻
）
と
、

人
の
見
る
め
（
世
間
の
思
わ
く
）
と
を
か
け
、
そ
し
て
、「
も
の
む
つ
か
し
」

と
い
う
「
み
る
め
」
の
両
義
に
続
く
語
を
も
っ
て
き
た
。
海
藻
は
く
し
ゃ
く

し
ゃ
し
て
お
り
、
世
の
評
判
は
う
る
さ
か
ろ
う
、
と
い
う
の
で
あ
る
」
と
し
、
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さ
ら
に
『
新
全
集
』
は
「「
海
の
底
」
の
縁
語
と
し
て
の
「
海
松
布
」
と

「
見
る
目
」
と
の
掛
詞
。
身
投
げ
し
て
海
底
に
行
け
ば
、
海
底
に
生
え
て
い

る
海
松
布
も
う
っ
と
う
し
い
だ
ろ
う
、
の
意
に
、
そ
ん
な
に
思
い
つ
め
て
い

る
娘
で
は
見
聞
き
す
る
感
じ
も
わ
ず
ら
わ
し
く
面
倒
だ
、
の
意
を
重
ね
る
」、

『
集（

１４
）成』
は
「
は
た
目
も
う
っ
と
う
し
い
話
だ
ね
。
海
の
底
の
「
海
松
布
」

に
「
見
る
目
」
を
掛
け
る
」
と
そ
れ
ぞ
れ
解
し
て
い
る
。
現
代
の
注
釈
書
か

ら
は
、「
み
る
め
」
の
語
に
新
た
に
「
世
間
の
目
」
の
意
を
重
ね
て
読
み
と

る
解
釈
、
さ
ら
に
は
、「
底
に
生
え
て
い
る
海
松
布
も
う
っ
と
う
し
い
だ
ろ

う
」
と
の
解
釈
が
な
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
そ
こ
で
疑
問
と
な
る
の
は
、
な

ぜ
「
み
る
め
」
に
「
世
間
の
目
」
が
掛
け
ら
れ
て
い
る
と
解
釈
で
き
る
の
で

あ
ろ
う
か
、
と
い
う
こ
と
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
の
こ
と
を
念
頭
に
、「
み

る
め
」
の
語
意
を
問
い
直
し
た
い
と
思
う
。

そ
こ
で
『
新
大（

１５
）系』
の
注
を
み
て
み
る
と
、
以
下
の
よ
う
に
あ
る
。「
源

氏
の
言
。
ど
う
い
う
つ
も
り
が
あ
っ
て
、
海
の
底
深
く
（
入
水
せ
よ
と
）
ま

で
そ
の
よ
う
に
（
深
く
）
思
い
つ
め
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
海
底
に
見
入
ら
れ

る
娘
で
は
（
わ
た
し
が
逢
っ
て
み
る
の
も
）
何
と
な
く
厄
介
で
…
。「
み
る

め
」（
海
草
の
名
）
に
男
女
の
逢
う
意
を
か
け
る
。
引
歌
が
あ
ろ
う
。「
あ
ま

の
す
む
底
の
み
る
目
も
は
づ
か
し
く
磯
に
お
ひ
た
る
わ
か
め
を
ぞ
つ
む
」
を

紫
明
抄
は
引
く
」
と
説
明
し
て
い
る
。
大
意
は
『
新
大
系
』
の
説
明
で
よ
い

よ
う
に
思
わ
れ
る
。
源
氏
の
言
葉
の
直
前
ま
で
、
播
磨
の
地
に
い
る
娘
の
求

婚
譚
が
供
人
た
ち
の
口
か
ら
語
ら
れ
、源
氏
は
耳
を
傾
け
て
い
た
。こ
の
「
底

の
み
る
め
も
も
の
む
つ
か
し
う
」
は
、「
み
る
め
」
に
和
歌
の
修
辞
法
で
あ

る
「
男
女
が
逢
う
」
意
を
掛
け
、
源
氏
自
身
が
そ
ん
な
娘
に
逢
っ
て
み
る
の

も
、
つ
ま
り
「
海
の
底
で
の
逢
瀬
な
ど
な
ん
と
な
く
気
味
が
悪
い
な
あ
」
と

の
意
と
解
釈
す
る
の
が
妥
当
で
あ
る
。

で
は
な
ぜ
、「
底
の
み
る
め
も
も
の
む
つ
か
し
う
」
に
つ
い
て
、
先
の
よ

う
に
古
注
釈
以
来
、
解
釈
に
揺
れ
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
一
つ
に
は
、
単
に

「
み
る
め
」
で
は
な
く
「
底
の
み
る
め
」
と
い
う
表
現
で
あ
る
こ
と
に
よ
る

で
あ
ろ
う
。「
底
の
」
と
い
う
語
は
『
岷
江
入
楚
』
秘
説
が
述
べ
る
と
お
り
、

す
こ
し
前
に
あ
る
「
宿
世
違
は
ば
、
海
に
入
り
ね
」
と
の
語
や
「
海
竜
王
の

后
に
な
る
べ
き
い
つ
き
む
す
め
な
な
り
」
と
の
語
か
ら
導
か
れ
て
「
底
の
」

と
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。
も
う
一
つ
は
、「
底
の
み
る
め
」
に
「
も
の
む

つ
か
し
う
」
が
付
与
さ
れ
て
い
る
と
い
う
点
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
は
特
に
現

代
の
注
釈
書
に
お
い
て
解
釈
に
差
異
が
見
受
け
ら
れ
る
。
歌
語
「
み
る
め
」

は
管
見
に
入
る
限
り
、「
も
の
む
つ
か
し
」
な
ど
の
暗
さ
を
表
わ
す
語
を
伴
っ

て
用
い
ら
れ
て
い
な
い
語
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
「
み
る
め
」
を
「
世
間
の

目
」
と
解
し
「
も
の
む
つ
か
し
う
」
を
「
う
る
さ
い
」
や
「
う
っ
と
う
し

い
」
と
訳
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
先
述
し
た
と
お
り
、
こ
の
叙
述

は
播
磨
の
地
に
住
む
変
わ
り
者
の
父
と
そ
の
娘
に
関
す
る
求
婚
譚
と
し
て
語

ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。こ
の
話
を
引
き
継
い
だ
源
氏
の
言
葉
で
あ
る
か
ら
、

や
は
り
「
み
る
め
」
は
「
男
女
が
逢
う
」
意
と
の
掛
詞
と
し
て
理
解
す
べ
き

で
あ
る
。「
も
の
む
つ
か
し
う
」
と
い
い
な
が
ら
も
、
源
氏
は
こ
の
話
に
興

味
を
抱
い
た
よ
う
で
あ
る
と
地
の
文
は
続
け
る
。
源
氏
は
こ
の
よ
う
な
こ
と

で
も
興
味
を
示
す
人
な
の
だ
と
、
供
人
た
ち
も
思
っ
た
の
だ
と
あ
る
。
や
は

り
「
み
る
め
」
は
「
恋
」
の
歌
に
多
く
詠
ま
れ
て
い
る
よ
う
に
「
逢
う
機

会
」
を
表
わ
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
そ
の
「
み
る
め
」
に
付
与
さ

れ
て
い
る
語
は
「
も
の
む
つ
か
し
」
と
い
う
、「
恋
」
と
は
か
け
離
れ
た
、「
暗

さ
」
を
持
っ
た
語
で
あ
っ
た
。

繰
り
返
し
に
な
る
が
、
こ
の
叙
述
が
明
石
の
君
を
語
る
叙
述
の
は
じ
め
で

あ
る
。
海
辺
に
暮
ら
し
、
都
の
源
氏
一
行
の
噂
話
に
上
る
明
石
の
君
に
ま
つ
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わ
る
叙
述
に
「
み
る
め
」
が
用
い
ら
れ
、
し
か
も
「
も
の
む
つ
か
し
う
」
と

続
い
て
い
る
意
味
は
何
か
、
と
い
う
問
を
た
て
て
み
た
い
。
そ
こ
に
は
実
態

を
伴
っ
た
表
現
と
し
て
明
石
の
君
を
取
り
巻
く
表
現
世
界
が
立
ち
現
れ
て
く

る
よ
う
に
思
う
の
で
あ
る
。

四
、『
源
氏
物
語
』
に
お
け
る
「
み
る
め
」

明
石
の
君
の
「
み
る
め
」
の
用
例
の
特
徴
を
明
確
に
す
る
た
め
に
は
、
た

と
え
ば
、
紫
の
上
の
用
例
を
対
比
さ
せ
る
こ
と
が
有
用
で
あ
ろ
う
。
次
に
あ

げ
る
の
は
、
同
じ
若
紫
巻
に
お
け
る
、
紫
の
上
に
関
す
る
叙
述
で
あ
る
。

Ｂ
「
何
か
、
か
う
く
り
返
し
聞
こ
え
知
ら
す
る
心
の
ほ
ど
を
、
つ
つ
み

た
ま
ふ
ら
む
。
そ
の
言
ふ
か
ひ
な
き
御
あ
り
さ
ま
の
、
あ
は
れ
に
ゆ
か

し
う
お
ぼ
え
た
ま
ふ
も
、
契
り
こ
と
に
な
む
心
な
が
ら
思
ひ
知
ら
れ
け

る
。
な
ほ
、
人
づ
て
な
ら
で
聞
こ
え
知
ら
せ
ば
や
。

あ
し
わ
か
の
浦
に
み
る
め
は
か
た
く
と
も
こ
は
立
ち
な
が
ら
か
へ

る
波
か
は

め
ざ
ま
し
か
ら
む
」
と
の
た
ま
へ
ば
、「
げ
に
こ
そ
い
と
か
し
こ
け
れ
」

と
て
、「

寄
る
波
の
心
も
知
ら
で
わ
か
の
浦
に
玉
藻
な
び
か
ん
ほ
ど
ぞ
浮

き
た
る

わ
り
な
き
こ
と
」
と
聞
こ
ゆ
る
さ
ま
の
馴
れ
た
る
に
、
す
こ
し
罪
ゆ
る

さ
れ
た
ま
ふ
。「
な
ぞ
恋
ひ
ざ
ら
む
」
と
う
ち
誦
じ
た
ま
へ
る
を
、
身

に
し
み
て
若
き
人
々
思
へ
り
。

（
若
紫
①
二
四
一
―
二
四
二
）

こ
れ
は
、
源
氏
が
ま
だ
幼
い
紫
の
上
に
会
わ
せ
て
ほ
し
い
と
和
歌
に
詠
む

場
面
で
あ
る
。「
み
る
め
」
が
紫
の
上
に
「
逢
う
機
会
」
の
意
を
表
し
て
お

り
、「
波
」
は
源
氏
自
身
で
あ
る
。
こ
の
源
氏
の
歌
に
対
す
る
少
納
言
の
返

歌
に
は
「
み
る
め
」
で
は
な
く
「
玉
藻
」
の
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
紫
の

上
は
ま
だ
幼
く
「
み
る
め
」
の
語
は
和
歌
に
お
い
て
、
大
人
の
女
君
に
対
し

て
用
い
る
語
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
紫
の
上
に
逢
わ
せ
て
ほ
し
い
と
訴
え

る
源
氏
に
対
し
て
、「
ま
だ
幼
い
の
で
」
と
断
る
に
は
、「
み
る
め
」
の
語
は

用
い
な
い
方
が
よ
い
。
そ
こ
で
、「
玉
藻
」
と
し
た
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
こ
こ
で
の
表
現
の
特
徴
は
、
歌
の
詠
ま
れ
て
い
る
場
所
で
あ
る
。

紫
の
上
や
源
氏
は
京
の
都
に
身
を
置
い
て
お
り
、
あ
く
ま
で
も
想
像
の
上
で

海
辺
の
縁
語
で
あ
る
「
み
る
め
」
や
「
玉
藻
」
の
語
を
詠
ん
で
い
る
の
で
あ

る
。

み
る
め
な
き
わ
が
身
を
う
ら
と
知
ら
ね
ば
や
離
れ
な
で
海
人
の
足
た
ゆ

く
く
る

（
古
今
和
歌
集
・
六
二
三
・
恋
歌
三
・
小
野
小
町
）

こ
れ
は
『
古
今
和
歌
集
』
に
採
ら
れ
た
小
野
小
町
の
歌
で
あ（

１６
）る。
こ
の
歌

は
『
古
今
和
歌
六
帖
』
を
は
じ
め
、『
伊
勢
物
語
』
に
も
見
受
け
ら
れ
る
歌

で
あ
る
が
、
詠
者
で
あ
る
小
町
が
海
辺
近
く
に
身
を
置
い
て
い
る
と
い
う
わ

け
で
は
な
く
、
都
に
お
い
て
巧
み
に
言
葉
を
読
み
込
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。

紫
の
上
に
関
す
る
「
み
る
め
」
表
現
も
同
様
に
、
都
に
お
い
て
詠
ま
れ
て

い
る
、
い
わ
ば
雅
な
言
葉
の
世
界
の
中
に
あ
る
。
で
は
一
方
の
明
石
の
君
は

ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
播
磨
国
に
い
る
、
海
辺
近
く
に
い
る
娘
が
「
宿
世
違
は

ば
海
に
入
り
ね
」
と
言
わ
れ
て
い
る
と
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
決
し
て
雅
な
言
葉

の
世
界
な
ど
で
は
な
く
、
実
態
を
伴
っ
た
表
現
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
は

ず
で
あ
る
。
そ
の
う
え
で
「
底
の
み
る
め
も
も
の
む
つ
か
し
う
」
と
の
源
氏

の
発
言
は
、
後
に
須
磨
巻
に
お
い
て
再
び
語
ら
れ
る
明
石
の
君
の
造
型
を
決

定
付
け
る
表
現
で
か
た
ど
ら
れ
て
い
る
と
い
え
る
。
こ
の
若
紫
巻
の
叙
述
以

降
、
明
石
の
君
に
ま
つ
わ
る
叙
述
は
ど
の
よ
う
に
変
わ
っ
て
い
く
の
か
、
は
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た
ま
た
変
わ
ら
な
い
ま
ま
、「
海
辺
」
や
「
田
舎
」
の
よ
う
な
「
雅
さ
」
か

ら
離
れ
た
表
現
世
界
に
据
え
置
か
れ
る
の
か
。
さ
ら
に
詳
し
く
み
て
い
く
。

さ
て
、若
紫
巻
に
お
い
て
用
い
ら
れ
て
い
る
二
つ
の
「
み
る
め
」
の
語
は
、

そ
の
語
が
表
出
す
る
背
景
を
も
違
う
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ

る
。
紫
の
上
に
関
し
て
用
い
ら
れ
る
「
み
る
め
」
表
現
は
「
海
辺
」
か
ら
離

れ
た
京
の
都
に
お
け
る
、
源
氏
と
の
関
係
性
の
中
で
用
い
ら
れ
て
い
る
よ
う

で
あ
る
。
紅
葉
賀
巻
の
以
下
の
叙
述
を
み
て
み
よ
う
。

Ｃ

愛
敬
こ
ぼ
る
る
や
う
に
て
、お
は
し
な
が
ら
と
く
も
渡
り
た
ま
は
ぬ
、

な
ま
恨
め
し
か
り
け
れ
ば
、
例
な
ら
ず
背
き
た
ま
へ
る
な
る
べ
し
、
端

の
方
に
つ
い
ゐ
て
、「
こ
ち
や
」
と
の
た
ま
へ
ど
お
ど
ろ
か
ず
、「
入
り

ぬ
る
磯
の
」
と
口
ず
さ
み
て
口
お
ほ
ひ
し
た
ま
へ
る
さ
ま
、
い
み
じ
う

さ
れ
て
う
つ
く
し
。「
あ
な
に
く
。
か
か
る
こ
と
口
馴
れ
た
ま
ひ
に
け

り
な
。
み
る
め
に
あ
く
は
正
な
き
こ
と
ぞ
よ
」
と
て
、
人
召
し
て
、
御

琴
と
り
寄
せ
て
弾
か
せ
た
て
ま
つ
り
た
ま
ふ
。
（
紅
葉
賀
①
三
三
一
）

こ
れ
は
、
源
氏
が
久
方
ぶ
り
に
二
条
院
へ
帰
り
、
紫
の
上
と
対
面
し
た
場

面
で
あ
る
。
源
氏
と
会
え
な
い
で
い
た
不
満
を
含
め
て
、
紫
の
上
が
「
入
り

ぬ
る
磯
の
」
と
の
古
歌
を
口
に
し
た
。
そ
れ
に
対
す
る
源
氏
の
返
事
は
「
み

る
め
に
あ
く
は
正
な
き
こ
と
ぞ
よ
」
つ
ま
り
、「
見
飽
き
る
の
は
良
い
こ
と

で
は
な
い
」
と
の
意
で
、
前
の
紫
の
上
の
「
入
り
ぬ
る
磯
の
」
を
受
け
て
、

海
辺
を
連
想
さ
せ
る
「
み
る
め
」
の
意
を
重
ね
て
い
る
の
で
あ
る
。こ
れ
は
、

た
と
え
ば
『
新
全
集
』
の
頭
注
に
お
い
て
、『
古
今
和
歌
集
』
六
八
三
番
の

「
伊
勢
の
海
人
の
朝
な
夕
な
に
潜
く
て
ふ
み
る
め
に
人
を
飽
く
よ
し
が
な
」

歌
を
逆
の
意
に
と
り
な
し
た
表
現
で
あ
る
と
の
説
明
が
な
さ
れ
て
い
る
。

こ
こ
に
お
け
る
「
み
る
め
」
表
現
も
、「
海
辺
」
と
は
何
ら
関
係
の
な
い
、

都
に
お
け
る
雅
な
い
わ
ゆ
る
「
こ
と
ば
遊
び
」
の
世
界
だ
と
い
え
よ
う
。
こ

こ
に
は
若
紫
巻
で
は
幼
か
っ
た
紫
の
上
が
、
そ
の
後
の
紅
葉
賀
巻
で
は
、
源

氏
に
し
ば
ら
く
会
わ
な
い
う
ち
に
「
入
り
ぬ
る
磯
の
」
と
古
歌
を
口
に
す
る

よ
う
に
な
る
ま
で
に
成
長
し
て
い
る
様
子
が
語
ら
れ
て
い
る
。
し
か
も
、
そ

の
古
歌
を
口
に
し
た
意
は
、源
氏
に
会
え
な
い
で
い
た
不
満
を
含
ん
で
お
り
、

「
み
る
め
に
あ
く
は
正
な
き
こ
と
ぞ
よ
」
と
返
し
た
源
氏
に
と
っ
て
、
少
女

か
ら
一
人
の
女
性
へ
と
成
長
し
つ
つ
あ
る
紫
の
上
の
様
子
は
、
将
来
へ
の
明

る
さ
を
見
せ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
少
女
か
ら
大
人
の
女
性
へ
。
紫
の
上
は

光
源
氏
の
愛
育
に
よ
り
、
確
実
に
成
長
し
て
い
る
。
続
く
葵
巻
の
叙
述
に
は
、

「
み
る
め
」
で
は
な
く
「
海
松
ぶ
さ
」
の
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。

Ｄ
「
君
の
御
髪
は
我
削
が
む
」
と
て
、「
う
た
て
、
と
こ
ろ
せ
う
も
あ
る

か
な
。
い
か
に
生
ひ
や
ら
む
と
す
ら
む
」
と
削
ぎ
わ
づ
ら
ひ
た
ま
ふ
。

「
い
と
長
き
人
も
、
額
髪
は
す
こ
し
短
う
ぞ
あ
め
る
を
、
む
げ
に
後
れ

た
る
筋
の
な
き
や
、
あ
ま
り
情
な
か
ら
む
」
と
て
、
削
ぎ
は
て
て
、「
千

尋
」
と
祝
ひ
き
こ
え
た
ま
ふ
を
、
少
納
言
、
あ
は
れ
に
か
た
じ
け
な
し

と
見
た
て
ま
つ
る
。

は
か
り
な
き
千
尋
の
底
の
海
松
ぶ
さ
の
生
ひ
ゆ
く
末
は
我
の
み
ぞ

見
む

と
聞
こ
え
た
ま
へ
ば
、

千
尋
と
も
い
か
で
か
知
ら
む
さ
だ
め
な
く
満
ち
干
る
潮
の
の
ど
け

か
ら
ぬ
に

と
物
に
書
き
つ
け
て
お
は
す
る
さ
ま
、
ら
う
ら
う
じ
き
も
の
か
ら
若
う

を
か
し
き
を
、
め
で
た
し
と
思
す
。

（
葵
②
二
七
―
二
八
）

Ｄ
の
「
は
か
り
な
き
」
の
源
氏
の
歌
は
、
紫
の
上
の
ふ
さ
ふ
さ
と
し
た
美

し
い
髪
を
「
海
松
ぶ
さ
」
に
例
え
て
お
り
、
こ
の
歌
は
紫
の
上
を
独
占
し
た

い
と
の
意
が
詠
ま
れ
て
い
る
。
若
紫
巻
で
源
氏
が
ま
だ
幼
い
紫
の
上
を
見
出
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し
た
際
、「
髪
は
扇
を
ひ
ろ
げ
た
る
や
う
に
ゆ
ら
ゆ
ら
と
し
て
」（
若
紫
①
二

〇
六
）
と
語
ら
れ
て
い
た
紫
の
上
の
髪
は
、
月
日
が
経
ち
、
美
し
く
豊
か
に

伸
び
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
源
氏
は
紫
の
上
の
髪
を
削
ぎ
な
が
ら
、
紫
の

上
の
占
有
を
詠
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
場
面
が
語
ら
れ
る
葵
巻
は
、
源
氏
の

正
妻
で
あ
る
葵
の
上
の
退
場
と
、
そ
れ
に
伴
っ
て
、
次
の
正
妻
候
補
と
し
て

最
有
力
で
あ
っ
た
六
条
御
息
所
と
源
氏
の
、
関
係
修
復
の
不
可
能
で
あ
る
こ

と
が
語
ら
れ
る
。
紫
の
上
は
葵
巻
に
お
い
て
、
源
氏
の
妻
と
な
る
の
で
あ
る
。

Ｂ
Ｃ
Ｄ
の
紫
の
上
に
関
す
る
叙
述
は
、
い
ず
れ
の
表
現
も
「
海
松
布
」
に

「
見
る
」
の
意
を
重
ね
た
も
の
で
あ
り
、
和
歌
の
修
辞
法
に
み
ら
れ
る
用
法

で
あ
る
と
い
え
る
。
く
わ
え
て
、
こ
れ
は
「
海
辺
」
か
ら
離
れ
た
、
実
態
を

伴
わ
な
い
「
雅
さ
」、
そ
し
て
源
氏
と
紫
の
上
の
将
来
を
想
像
さ
せ
る
「
明

る
さ
」
を
も
有
し
て
い
る
表
現
で
あ
る
と
い
え
る
。

で
は
、
明
石
の
君
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
か
ら
は
、
さ
ら
に
明
石
の

君
に
つ
い
て
踏
み
込
ん
で
考
え
て
み
た
い
。

そ
の
前
に
、
源
氏
が
須
磨
の
地
か
ら
都
の
朧
月
夜
へ
送
っ
た
文
に
つ
い
て

語
る
叙
述
を
あ
げ
る
。
源
氏
の
和
歌
に
は
、
都
に
身
を
置
い
て
い
た
頃
と
は

違
い
、
海
原
を
目
の
前
に
し
て
詠
ま
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
こ
と
が
、
感
じ
ら

れ
る
の
で
あ
る
。

Ｅ

尚
侍
の
御
も
と
に
、
例
の
中
納
言
の
君
の
私
事
の
や
う
に
て
、
中
な
る

に
、「
つ
れ
づ
れ
と
過
ぎ
に
し
方
の
思
ひ
た
ま
へ
出
で
ら
る
る
に
つ
け

て
も
、こ

り
ず
ま
の
浦
の
み
る
め
の
ゆ
か
し
き
を
塩
焼
く
あ
ま
や
い
か
が

思
は
む
」

さ
ま
ざ
ま
書
き
尽
し
た
ま
ふ
言
の
葉
思
ひ
や
る
べ
し
。

（
須
磨
②
一
八
九
）

須
磨
の
地
の
源
氏
か
ら
朧
月
夜
へ
送
っ
た
和
歌
に
「
み
る
め
」
の
語
が
詠

み
こ
ま
れ
て
い
る
。
こ
の
歌
は
先
に
確
認
し
た
よ
う
に
、「
み
る
め
」
に
「
見

る
目
」
を
掛
け
、
朧
月
夜
へ
の
思
い
を
詠
ん
だ
歌
で
あ
る
。
源
氏
が
「
み
る

め
」
の
語
を
歌
に
詠
み
こ
む
こ
と
は
、
海
辺
で
あ
る
須
磨
の
地
で
詠
ん
だ
歌

で
あ
る
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
ま
た
諸
注
釈
に
は
「
白
波
は
立
ち
騒
ぐ
と

も
こ
り
ず
ま
の
浦
の
み
る
め
は
刈
ら
む
と
ぞ
思
ふ
」（
古
今
六
帖
・
三
・
清

原
深
養
父
）
を
本
歌
と
す
る
と
の
指
摘
が
な
さ
れ
て
い（

１７
）る。

須
磨
の
地
に
い
る
源
氏
か
ら
都
の
朧
月
夜
へ
。
須
磨
の
地
に
身
を
置
く
源

氏
が
和
歌
に
「
み
る
め
」
の
語
を
詠
み
込
む
時
、
そ
こ
に
は
、
若
紫
巻
の
明

石
の
君
に
ま
つ
わ
る
「
み
る
め
」
表
現
と
同
じ
よ
う
に
、
実
態
を
伴
う
も
の

と
し
て
、
源
氏
の
置
か
れ
た
状
況
が
立
ち
現
れ
て
く
る
。
か
つ
て
桐
壺
帝
の

最
愛
の
皇
子
と
し
て
、「
光
る
君
」
と
呼
ば
れ
た
源
氏
は
、
今
は
流
離
の
日
々

を
須
磨
の
地
に
送
っ
て
い
る
。「
こ
ん
な
に
も
う
ら
さ
び
れ
た
」
と
も
い
え

る
源
氏
の
姿
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
都
に
お
け
る
「
雅
や
か
な
こ
と
ば
遊
び
」

の
世
界
で
は
な
く
、
眼
前
に
海
の
広
が
る
実
景
を
思
い
起
こ
さ
せ
る
も
の
で

あ
る
。こ
の
須
磨
の
地
に
お
い
て
源
氏
の
詠
む
和
歌
に
は
、「
う
き
め
」、「
塩
」、

「
海
人
」、「
浦
」
な
ど
、
海
辺
に
関
す
る
語
が
多
く
詠
み
込
ま
れ
て
い
る
。

「
み
る
め
」
も
そ
の
う
ち
の
一
つ
で
あ
り
、
い
つ
都
に
戻
る
こ
と
の
叶
う
の

か
も
わ
か
ら
な
い
、源
氏
の
心
模
様
を
も
想
像
さ
せ
る
よ
う
な
、実
態
を
伴
っ

た
海
辺
に
関
す
る
歌
語
で
あ
る
。

Ｆ
「
何
ご
と
に
つ
け
て
も
、

し
ほ
し
ほ
と
ま
づ
ぞ
泣
か
る
る
か
り
そ
め
の
み
る
め
は
海
人
の
す

さ
び
な
れ
ど
も
」

と
あ
る
御
返
り
、
何
心
な
く
ら
う
た
げ
に
書
き
て
、
は
て
に
、「
忍
び

か
ね
た
る
御
夢
語
に
つ
け
て
も
、思
ひ
あ
は
せ
ら
る
る
こ
と
多
か
る
を
、
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う
ら
な
く
も
思
ひ
け
る
か
な
契
り
し
を
松
よ
り
波
は
越
え
じ
も
の

ぞ
と
」

お
い
ら
か
な
る
も
の
か
ら
、
た
だ
な
ら
ず
か
す
め
た
ま
へ
る
を
、
い
と

あ
は
れ
に
う
ち
置
き
が
た
く
見
た
ま
ひ
て
、
な
ご
り
久
し
う
、
忍
び
の

旅
寝
も
し
た
ま
は
ず
。

（
明
石
②
二
五
九
―
二
六
〇
）

Ｆ
は
、
明
石
の
地
に
い
る
源
氏
か
ら
京
の
都
で
源
氏
の
帰
り
を
待
つ
紫
の

上
へ
の
手
紙
の
内
容
を
語
る
叙
述
で
あ
る
。
源
氏
の
歌
に
あ
る
「
か
り
そ
め

の
み
る
め
は
」
と
は
、
明
石
の
君
と
結
ば
れ
た
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
表
現

で
、
み
る
め
は
「
見
る
目
」
と
の
掛
詞
で
あ
り
、
海
人
は
源
氏
自
身
を
示
し

て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
三
村
氏
は
「
告
白
と
釈
明
の
和
歌
で
あ
る
。
紫
の

上
の
返
歌
は
、「
松
」
に
「
待
つ
」
を
掛
け
、
光
源
氏
の
裏
切
り
に
心
を
痛

め
る
心
境
を
吐
露
し
て
い
る
。
紫
の
上
は
、
光
源
氏
の
「
み
る
め
」
表
現
に

対
し
て
恨
む
立
場
に
な
っ
て
い
る
の
だ
」
と
述
べ
て
い（

１８
）る。
し
か
し
こ
こ
で

は
、
若
紫
巻
に
続
い
て
、
再
び
明
石
の
君
が
源
氏
か
ら
「
み
る
め
」
に
重
ね

ら
れ
て
表
現
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
注
視
し
た
い
。
こ
の
「
し
ほ
し
ほ
と
―
」

の
和
歌
を
送
ら
れ
た
相
手
は
紫
の
上
だ
が
、
源
氏
か
ら
「
み
る
め
」
の
語
を

用
い
て
暗
喩
さ
れ
て
い
る
の
は
明
石
の
君
で
あ
る
。
こ
こ
で
の
「
み
る
め
」

表
現
に
直
接
的
に
関
わ
っ
て
い
る
の
は
紫
の
上
で
は
な
く
、
む
し
ろ
明
石
の

君
だ
と
い
え
る
。

こ
の
源
氏
の
歌
に
お
い
て
明
石
の
君
は
「
か
り
そ
め
の
み
る
め
」
と
比
喩

さ
れ
、
明
石
の
君
を
喩
え
る
「
み
る
め
」
が
導
く
語
は
「
海
人
の
す
さ
び
」

で
あ
る
。
こ
こ
で
は
「
海
人
」
は
源
氏
で
あ
る
か
ら
、「
す
さ
び
」
と
は
、

源
氏
の
「
か
り
そ
め
の
、
慰
み
程
度
の
」
と
の
意
で
あ
り
、
こ
れ
は
直
接
明

石
の
君
の
置
か
れ
た
立
場
を
表
し
て
い
る
。「
み
る
め
」
は
「
刈
る
」
や
「
海

人
」
を
縁
語
と
す
る
こ
と
は
確
認
し
た
。
し
か
し
、「
す
さ
び
」
の
語
が
付

与
さ
れ
て
い
る
用
例
は
、
こ
れ
も
ま
た
管
見
に
入
る
か
ぎ
り
な
い
。
す
な
わ

ち
、
こ
の
語
は
明
石
の
君
の
人
物
造
型
に
関
わ
っ
て
付
与
さ
れ
て
い
る
語
で

あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
明
石
の
君
は
こ
の
時
点
で
は
、
自
身
が
予
想
し
、
拒

ん
で
い
た
よ
う
に
、
源
氏
が
明
石
の
地
に
い
る
間
の
「
慰
み
程
度
」
の
人
で

あ
る
こ
と
に
な
る
。
海
辺
に
身
を
置
く
源
氏
が
詠
ん
だ
「
み
る
め
」
の
歌
に

詠
み
込
ま
れ
た
「
海
人
の
す
さ
び
」
は
、
Ａ
の
「
み
る
め
」
表
現
同
様
、
そ

の
時
の
明
石
の
君
の
置
か
れ
て
い
る
状
況
を
端
的
に
表
す
語
を
伴
っ
て
用
い

ら
れ
て
い
る
と
い
え
る
。
こ
こ
に
お
い
て
も
、
明
石
の
君
に
ま
つ
わ
る
「
み

る
め
」
表
現
は
、「
将
来
へ
の
希
望
や
明
る
さ
」
と
は
ほ
ど
遠
い
、
あ
る
種

の
「
暗
さ
」
を
有
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

Ｇ

男
君
な
ら
ま
し
か
ば
か
う
し
も
御
心
に
か
け
た
ま
ふ
ま
じ
き
を
、
か

た
じ
け
な
う
い
と
ほ
し
う
、
わ
が
御
宿
世
も
こ
の
御
事
に
つ
け
て
ぞ
か

た
ほ
な
り
け
り
、
と
思
さ
る
る
。
御
使
出
だ
し
立
て
た
ま
ふ
。「
か
な

ら
ず
そ
の
日
違
へ
ず
ま
か
り
着
け
」
と
の
た
ま
へ
ば
、
五
日
に
行
き
着

き
ぬ
。
思
し
や
る
こ
と
も
あ
り
が
た
う
め
で
た
き
さ
ま
に
て
、
ま
め
ま

め
し
き
御
と
ぶ
ら
ひ
も
あ
り
。

「
海
松
や
時
ぞ
と
も
な
き
か
げ
に
ゐ
て
何
の
あ
や
め
も
い
か
に
わ

く
ら
む

心
の
あ
く
が
る
る
ま
で
な
む
。
な
ほ
か
く
て
は
え
過
ぐ
す
ま
じ
き
を
、

思
ひ
た
ち
た
ま
ひ
ね
。
さ
り
と
も
う
し
ろ
め
た
き
こ
と
は
、
よ
も
」
と

書
い
た
ま
へ
り
。

（
澪
漂
②
二
九
四
―
二
九
五
）

こ
れ
は
、
明
石
の
姫
君
の
五
十
日
の
祝
い
に
際
し
て
、
源
氏
か
ら
明
石
の

地
へ
使
い
が
送
ら
れ
る
場
面
で
あ
る
。
源
氏
か
ら
送
ら
れ
た
和
歌
に
あ
る

「
海
松
や
」
と
は
、
源
氏
と
明
石
の
君
の
間
に
誕
生
し
た
、
明
石
の
姫
君
に

関
わ
る
表
現
で
、
こ
の
「
海
松
」
に
つ
い
て
は
古
注
以
来
、
海
藻
の
「
み
る
」
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の
こ
と
で
あ
る
と
の
解
釈
と
、「
海
辺
に
生
え
る
松
」
で
あ
る
と
の
解
釈
、

ま
た
そ
の
両
説
折
衷
案
の
解
釈
が
あ
る
。
な
お
、
現
代
注
で
は
『
集
成
』
が

「「
海
松
」（
海
藻
の
海
松
）
を
松
に
と
り
な
し
「
時
ぞ
と
も
な
き
蔭
」
を
言

い
出
す
」
と
、
折
衷
案
の
立
場
を
と
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
明
石
の
浦
の
海

辺
に
生
え
て
い
る
松
に
「
海
松
」
が
掛
け
ら
れ
て
お
り
、「
時
ぞ
と
も
な
き

か
げ
に
」
い
る
の
が
姫
君
で
あ
る
と
解
す
る
。
つ
ま
り
、
姫
君
は
「
海
松
」

に
喩
え
ら
れ
て
は
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
姫
君
が
「
か
げ
」
に
居
る

そ
の
理
由
は
、
都
か
ら
遠
く
離
れ
た
明
石
の
地
で
誕
生
し
た
か
ら
で
あ
り
、

姫
君
の
「
か
げ
」
に
な
っ
て
い
る
「
海
松
」
と
は
、
あ
え
て
い
え
ば
、
明
石

の
君
の
こ
と
を
示
し
て
い
る
歌
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、Ｇ
の
歌
に
つ
い
て
三
村
友
希
氏
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い（

１９
）る。

物
語
全
体
の
「
み
る
め
」
表
現
の
蓄
積
か
ら
し
て
も
、
明
石
の
君
を
生

母
、
紫
の
上
を
養
母
と
し
て
、
光
源
氏
の
栄
華
を
確
実
に
す
る
明
石
の

姫
君
そ
の
人
が
「
海
松
」
に
た
と
え
ら
れ
る
こ
と
に
意
義
が
あ
る
。
こ

の
「
う
み
ま
つ
」
は
、「
み
る
め
」
の
用
例
の
中
で
も
、
そ
の
性
質
を

象
徴
的
に
示
す
一
例
で
あ
る
と
思
う
。

こ
の
三
村
氏
の
論
に
は
従
い
か
ね
る
部
分
が
あ
る
。
わ
が
子
で
あ
る
明
石

の
姫
君
の
五
十
日
を
祝
う
源
氏
か
ら
姫
君
の
母
で
あ
る
明
石
の
君
へ
の
贈
答

歌
の
意
に
、
紫
の
上
を
結
び
つ
け
て
解
釈
す
る
の
は
、
少
し
無
理
が
あ
る
と

思
わ
れ
る
。

三
村
氏
は
紫
の
上
が
「
松
」
を
詠
ん
で
い
る
か
ら
と
の
論
拠
を
示
し
て
い

る
が
、
そ
の
歌
は
、
Ｆ
に
引
用
し
た
「
う
ら
な
く
も
―
」
の
歌
で
あ
り
、
こ

こ
で
の
叙
述
に
お
い
て
は
、
関
係
が
な
い
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

つ
ま
り
は
、
紫
の
上
を
と
り
ま
く
表
現
か
ら
切
り
離
し
て
考
え
る
べ
き
で
あ

る
。
氏
の
論
旨
は
、「
み
る
め
」
表
現
は
作
中
に
お
い
て
、
紫
の
上
に
関
わ

る
歌
を
中
心
に
連
鎖
し
て
お
り
、
明
石
の
君
や
朧
月
夜
、
藤
壺
の
詠
歌
を
含

め
、「
互
い
に
共
鳴
し
て
連
関
し
て
い
た
」
と
す
る
。
先
に
引
用
し
た
Ｇ
の

歌
に
関
す
る
氏
の
解
釈
も
、こ
の
論
旨
に
も
と
づ
く
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

し
か
し
、
こ
こ
で
注
視
し
た
い
の
は
、「
み
る
め
」
表
現
は
、
そ
れ
ぞ
れ
が

共
鳴
し
て
は
い
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
先
述

し
た
よ
う
に
、海
辺
に
暮
ら
す
明
石
の
君
が
、こ
こ
で
も
ま
た
、海
藻
の
「
み

る
」
に
喩
え
ら
れ
る
こ
と
に
注
視
し
、
明
石
の
君
を
と
り
ま
く
表
現
の
特
徴

を
見
出
せ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
海
沿
い
に
生
え
る
松
や
海
の
底
に

生
え
て
い
る
海
松
が
明
石
の
君
で
あ
り
、
そ
の
蔭
に
姫
君
は
い
る
の
だ
と
い

う
。
姫
君
出
生
を
喜
ぶ
源
氏
の
歌
に
あ
っ
て
、
明
石
の
君
の
存
在
は
姫
君
の

蔭
に
繋
が
る
も
の
で
あ
る
と
詠
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
こ
の
Ｇ
の
歌
で
も
「
み
る
」
に
は
「
か
げ
」
と
い
う
「
暗
さ
」

を
有
し
た
語
が
付
与
さ
れ
て
い
る
。
姫
君
は
田
舎
で
生
ま
れ
、
身
分
の
低
い

母
明
石
の
君
の
「
か
げ
」
に
い
る
の
だ
と
い
う
。
こ
れ
か
ら
姫
君
が
克
服
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
生
み
の
母
の
身
分
の
低
さ
と
い
う
問
題
を
暗
示
し
て
い

る
の
が
、
こ
こ
で
の
「
か
げ
」
の
語
で
あ
る
と
い
え
る
。

Ｈ

「
ひ
と
り
ゐ
て
嘆
き
し
よ
り
は
海
人
の
す
む
か
た
を
か
く
て
ぞ
見

る
べ
か
り
け
る

お
ぼ
つ
か
な
さ
は
、
慰
み
な
ま
し
も
の
を
」
と
の
た
ま
ふ
。
い
と
あ
は

れ
と
思
し
て
、

う
き
め
見
し
そ
の
を
り
よ
り
も
今
日
は
ま
た
過
ぎ
に
し
か
た
に
か

へ
る
涙
か

中
宮
ば
か
り
に
は
見
せ
た
て
ま
つ
る
べ
き
も
の
な
り
。
か
た
は
な
る
ま

じ
き
一
帖
づ
つ
、
さ
す
が
に
浦
々
の
あ
り
さ
ま
さ
や
か
に
見
え
た
る
を

選
り
た
ま
ふ
つ
い
で
に
も
、
か
の
明
石
の
家
居
ぞ
、
ま
づ
い
か
に
と
思
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し
や
ら
ぬ
時
の
間
な
き
。

（
絵
合
②
三
七
八
）

こ
こ
で
は
、
紫
の
上
の
詠
ん
だ
歌
に
あ
る
「
見
る
」
が
「
海
松
」
と
の
掛

詞
と
な
っ
て
い
る
。
源
氏
の
流
離
の
際
、
自
分
は
源
氏
の
側
に
い
な
か
っ
た

こ
と
を
嘆
く
意
で
あ
り
、
こ
こ
で
の
源
氏
と
紫
の
上
と
の
贈
答
歌
は
、
源
氏

の
流
離
を
回
想
し
て
詠
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
源
氏
は
も
は

や
帰
京
し
、
海
辺
に
身
を
置
い
て
は
い
な
い
。
Ｂ
Ｃ
Ｄ
同
様
に
海
辺
か
ら
離

れ
た
場
に
お
い
て
詠
ま
れ
て
お
り
、
か
つ
て
の
苦
し
み
の
日
々
も
、
も
は
や

過
ぎ
去
っ
た
こ
と
で
あ
る
と
の
確
認
で
あ
る
。
こ
の
贈
答
歌
に
お
い
て
源
氏

は
紫
の
上
に
対
し
て
「
い
と
あ
は
れ
と
思
し
て
」
と
感
じ
て
返
歌
を
詠
ん
で

お
り
、
二
人
の
絆
の
深
ま
っ
た
こ
と
を
語
る
叙
述
で
あ
る
。
し
か
し
一
方
で
、

源
氏
の
詠
歌
の
す
ぐ
後
に
は
「
中
宮
ば
か
り
に
は
見
せ
た
て
ま
つ
る
べ
き
も

の
な
り
」
と
、
源
氏
の
藤
壺
に
対
す
る
思
い
へ
と
語
り
が
移
行
し
て
い
る
。

こ
れ
は
、
紫
の
上
の
詠
歌
に
お
い
て
「
見
る
（
海
松
）
べ
か
り
け
る
」
と
あ

る
の
に
対
し
、
源
氏
の
和
歌
に
お
い
て
は
、「
う
き
め
見
し
そ
の
を
り
」
と

あ
り
、
二
つ
は
呼
応
し
て
い
る
表
現
で
あ
る
が
、
源
氏
に
と
っ
て
の
「
う
き

め
見
し
」
そ
の
流
離
の
意
味
す
る
所
は
、
藤
壺
の
み
が
知
り
得
る
こ
と
で
あ

る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
く
わ
え
て
、「
か
の
明
石
の
家
居
ぞ
」
と
、
明
石
の
地

に
い
る
明
石
の
君
と
姫
君
へ
の
思
い
も
語
ら
れ
て
い
る
。
源
氏
の
須
磨
・
明

石
流
離
は
、
紫
の
上
と
の
対
話
だ
け
に
留
ま
ら
ず
、
藤
壺
と
明
石
の
君
と
い

う
、
源
氏
の
子
の
母
で
あ
る
、
二
人
の
女
君
へ
の
心
情
へ
と
流
れ
て
い
く
の

で
あ
る
。

Ｉ
「
兵
衛
の
大
君
の
心
高
さ
は
げ
に
棄
て
が
た
け
れ
ど
、
在
五
中
将
の

名
を
ば
え
朽
さ
じ
」
と
の
た
ま
は
せ
て
、
宮
、

見
る
め
こ
そ
う
ら
ふ
り
ぬ
ら
め
年
へ
に
し
伊
勢
を
の
海
人
の
名
を

や
沈
め
む

か
や
う
の
女
言
に
て
乱
り
が
は
し
く
争
ふ
に
、
一
巻
に
言
の
葉
を
尽
く

し
て
え
も
言
ひ
や
ら
ず
。

（
絵
合
②
三
八
二
）

こ
れ
は
、
宮
中
で
の
絵
合
の
際
に
、
藤
壺
の
宮
が
『
伊
勢
物
語
』
の
絵
を

評
価
し
た
叙
述
で
あ
る
。
藤
壺
の
宮
の
歌
に
「
み
る
め
」
の
語
が
詠
み
こ
ま

れ
て
い
る
。
こ
の
歌
は
諸
注
釈
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
在
原
業
平
の
流
離
と

光
源
氏
の
流
離
を
重
ね
て
い
る
歌
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
歌
に
は
「
伊
勢
」

の
語
が
詠
み
込
ま
れ
て
い
る
が
、「
み
る
め
」
と
「
伊
勢
」
は
縁
語
で
あ
る

た
め
、
三
村
氏
の
、
Ｅ
の
歌
と
共
に
こ
の
歌
が
源
氏
の
流
離
を
意
味
づ
け
る

も
の
だ
と
す
る
指
摘
に
は
、
や
は
り
従
い
か
ね
る
。

ま
た
、「
伊
勢
を
の
海
人
の
名
を
や
沈
め
む
」
と
藤
壺
の
言
う
『
伊
勢
物

語
』
の
「
み
る
め
」
の
用
例（

２０
）は、
二
十
五
段
、
七
十
段
、
七
十
五
段
、
八
十

七
段
に
お
い
て
確
認
で
き
る
。
そ
の
う
ち
、
七
十
段
と
七
十
五
段
が
「
伊
勢
」

の
地
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
。
藤
壺
の
歌
は
業
平
が
「
海
人
」
と
な
る
、
つ

ま
り
源
氏
と
同
様
に
海
辺
に
身
を
置
い
た
、
流
離
の
日
々
を
表
し
て
い
る
の

で
あ
ろ
う
。
源
氏
の
流
離
の
意
味
す
る
所
の
核
心
に
つ
い
て
は
、
源
氏
の
他

に
は
藤
壺
の
み
が
知
り
得
る
こ
と
で
あ
る
。
Ｈ
の
叙
述
に
お
い
て
源
氏
の
心

情
が
藤
壺
へ
と
移
行
し
て
い
っ
た
こ
と
と
、
対
応
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な

い
。
と
も
あ
れ
、
こ
の
藤
壺
の
詠
歌
を
も
っ
て
『
源
氏
物
語
』
の
「
み
る
め
」

表
現
は
見
受
け
ら
れ
な
く
な
る
の
で
あ
る
。
明
石
の
君
の
比
喩
で
は
じ
ま
っ

た
「
み
る
め
」
表
現
は
、藤
壺
の
詠
歌
に
お
い
て
閉
じ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

五
、
明
石
の
君
と
歌
語
「
み
る
め
」

ふ
た
た
び
、
話
を
明
石
の
君
に
関
す
る
「
み
る
め
」
表
現
に
戻
そ
う
。

先
に
あ
げ
た
Ｆ
の
歌
に
つ
い
て
は
、
本
橋
裕
美
氏
の
論
文
に
お
い
て
そ
の
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和
歌
が
詠
ま
れ
た
背
景
に
つ
い
て
の
新
た
な
読
み
の
可
能
性
が
論
じ
ら
れ
て

い（
２１
）る。
重
要
な
指
摘
で
あ
る
た
め
、
以
下
に
本
橋
氏
の
論
旨
を
ま
と
め
る
。

明
石
巻
に
お
い
て
光
源
氏
が
は
じ
め
て
明
石
の
君
と
逢
っ
た
際
、
光
源
氏

が
明
石
の
君
に
対
し
て
感
じ
取
っ
た
六
条
御
息
所
の
「
け
は
ひ
」
に
つ
い
て

は
、
先
行
研
究
に
お
い
て
さ
ま
ざ
ま
に
論
じ
ら
れ
て
き
た
。
本
橋
氏
の
論
は
、

六
条
御
息
所
と
明
石
の
君
の
共
通
性
を
、
徽
子
女
王
を
媒
介
と
し
な
が
ら
、

捉
え
な
お
す
も
の
で
あ
る
。

氏
の
論
の
重
要
な
柱
と
し
て
、『
万
葉
集
』
所
載
の
麻
続
王
関
連
歌
群
が

あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
光
源
氏
と
六
条
御
息
所
と
の
贈
答
歌
に
「
伊

勢
島
」
の
語
が
あ
る
こ
と
に
注
目
し
て
い
る
た
め
で
あ
る
。

う
き
め
刈
る
伊
勢
を
の
海
人
の
思
ひ
や
れ
も
し
ほ
た
る
て
ふ
須
磨

の
浦
に
て

よ
ろ
づ
に
思
ひ
た
ま
へ
乱
る
る
世
の
あ
り
さ
ま
も
、
な
ほ
い
か
に
な
り

は
つ
べ
き
に
か
」
と
多
か
り
。

伊
勢
島
や
潮
干
の
潟
に
あ
さ
り
て
も
い
ふ
か
ひ
な
き
は
わ
が
身
な

り
け
り

（
中
略
）

伊
勢
人
の
波
の
上
こ
ぐ
小
舟
に
も
う
き
め
は
刈
ら
で
乗
ら
ま
し
も

の
を

海
人
が
つ
む
嘆
き
の
中
に
し
ほ
た
れ
て
い
つ
ま
で
須
磨
の
浦
に
な

が
め
む

（
須
磨
②
一
九
四
―
一
九
五
）

六
条
御
息
所
が
自
身
の
い
る
陸
続
き
で
あ
る
伊
勢
の
地
を
「
伊
勢
島
」
と

詠
ん
で
い
る
こ
と
に
対
す
る
違
和
感
を
指
摘
し
、
麻
続
王
伝
承
が
影
響
を
与

え
て
い
る
可
能
性
を
想
定
す
る
。
そ
れ
は
、「
島
」
は
「
咎
人
」
が
流
さ
れ

る
地
で
あ
り
、
光
源
氏
と
六
条
御
息
所
は
共
に
「
そ
れ
ぞ
れ
問
わ
れ
な
い
罪

を
内
心
に
抱
え
て
」
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。

さ
ら
に
氏
は
、
明
石
の
君
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
い
う
。
す
な
わ
ち
、
六

条
御
息
所
と
明
石
の
君
に
は
徽
子
女
王
か
ら
の
影
響
が
共
に
み
ら
れ
る
と
す

る
の
で
あ
る
。
く
わ
え
て
明
石
の
君
の
役
割
は
、
桐
壺
院
と
明
石
の
入
道
と

共
に
「「
海
人
」
と
し
て
須
磨
の
地
に
さ
す
ら
い
続
け
る
光
源
氏
を
導
き
、

帰
京
の
道
筋
を
作
っ
た
」
人
で
あ
り
、
ま
た
「
鄙
の
地
に
は
不
似
合
い
な
光

源
氏
像
を
復
活
さ
せ
る
こ
と
で
あ
っ
た
」
と
述
べ
て
い
る
。

し
ほ
し
ほ
と
ま
づ
ぞ
泣
か
る
る
か
り
そ
め
の
み
る
め
は
海
人
の
す

さ
び
な
れ
ど
も

先
に
あ
げ
た
光
源
氏
か
ら
紫
の
上
へ
の
歌
で
あ
る
。こ
の
歌
で
の
「
海
人
」

が
、
光
源
氏
自
身
が
「
海
人
」
と
な
っ
て
い
つ
ま
で
も
須
磨
の
地
を
さ
す

ら
っ
て
い
く
こ
と
を
規
定
し
て
い
る
と
本
橋
氏
は
い
う
。
と
す
れ
ば
、
こ
の

歌
で
は
「
み
る
め
」
に
喩
え
ら
れ
て
い
る
明
石
の
君
を
刈
る
、
す
な
わ
ち

「
明
石
の
君
を
手
に
入
れ
る
光
源
氏
の
行
動
は
既
に
「
海
人
の
す
さ
び
」
で

あ
り
」
自
身
を
卑
下
し
「「
海
人
」
と
し
て
認
識
す
る
明
石
の
君
の
前
で
、

光
源
氏
は
流
離
す
る
人
か
ら
明
石
の
浦
の
賓
客
へ
と
変
身
を
遂
げ
る
の
で
あ

る
」
と
述
べ
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
光
源
氏
が
同
じ
「
海
人
」
の
語
を
詠

み
込
ん
で
い
る
そ
れ
ぞ
れ
の
歌
の
意
は
大
き
く
異
な
っ
て
お
り
、
物
語
の
構

造
に
お
い
て
、
六
条
御
息
所
が
光
源
氏
を
「
海
人
」
と
す
る
と
き
、
そ
こ
に

は
「
帰
還
不
可
能
の
物
語
」
あ
る
い
は
『
伊
勢
物
語
』
の
よ
う
な
「
体
制
へ

の
反
逆
の
物
語
」
へ
と
光
源
氏
を
誘
う
も
の
を
表
出
し
、
一
方
で
六
条
御
息

所
と
と
も
に
徽
子
女
王
を
取
り
込
ん
で
い
る
明
石
の
君
の
存
在
が
、
光
源
氏

を
帰
京
へ
と
導
く
の
だ
と
す
る
。

こ
の
指
摘
は
、こ
れ
ま
で
「
し
ほ
し
ほ
と
―
」
の
歌
が
紫
の
上
へ
の
釈
明
、

方
便
の
歌
で
あ
る
と
の
把
握
が
な
さ
れ
て
き
た
解
釈
に
対
し
、
先
に
あ
げ
た
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光
源
氏
が
詠
ん
だ
二
首
に
あ
る
「
海
人
」
の
語
を
対
照
的
な
意
味
と
捉
え
、

物
語
に
底
流
し
て
い
る
六
条
御
息
所
の
存
在
を
呼
び
起
こ
し
、
明
石
巻
に
お

け
る
明
石
の
君
の
担
う
役
割
を
定
義
づ
け
る
も
の
と
し
て
捉
え
な
お
す
も
の

で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
こ
れ
は
大
変
興
味
深
い
論
で
あ
る
。

た
だ
、
物
語
に
お
け
る
「
み
る
め
」
表
現
の
用
例
と
し
て
見
る
と
き
、
や

は
り
「
す
さ
び
」
の
語
が
付
与
さ
れ
て
い
る
明
石
の
君
の
表
現
世
界
の
構
造

に
も
注
視
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。「
す
さ
び
」
と
は
た
と
え
ば
「
手
す
さ
び
」

な
ど
の
語
が
あ
る
よ
う
に
、
や
は
り
明
石
の
君
で
あ
る
か
ら
こ
そ
付
与
さ
れ

て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
流
謫
の
身
で
あ
る
と
は
い
え
、
源
氏
は
都
か
ら
来

た
高
貴
人
で
あ
り
、
明
石
の
君
は
こ
の
時
点
で
は
、
源
氏
が
明
石
の
地
に
い

る
間
の
相
手
に
す
ぎ
ず
、
仮
に
源
氏
が
帰
京
す
る
こ
と
に
な
っ
て
も
、
明
石

の
地
に
捨
て
置
か
れ
る
可
能
性
が
あ
る
。「
す
さ
び
」
の
語
は
、
明
石
の
君

が
有
し
て
い
る
、
光
源
氏
と
の
階
級
差
や
関
係
性
を
端
的
に
表
す
語
な
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。こ
の
よ
う
な
語
が
「
み
る
め
」
と
縁
語
で
あ
る
「
海
人
」

の
語
に
付
与
さ
れ
て
い
る
時
、
明
石
の
君
の
役
割
は
本
橋
氏
の
指
摘
と
は
違

う
、「
暗
さ
」
を
も
内
包
し
て
い
る
と
も
み
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

く
わ
え
て
、
本
橋
氏
の
重
要
な
指
摘
で
あ
る
、
六
条
御
息
所
は
和
歌
の
表

現
に
よ
っ
て
「「
戻
れ
な
い
光
源
氏
」
を
描
く
こ
と
に
な
ろ
う
」
そ
し
て
明

石
の
君
は
「
帰
還
し
得
な
い
咎
人
と
し
て
の
光
源
氏
を
開
放
す
る
の
で
あ

る
」
と
の
論
旨
は
、「
み
る
め
」
の
語
を
媒
介
と
し
て
、
ま
た
別
の
角
度
か

ら
補
強
す
る
こ
と
が
可
能
か
と
思
わ
れ
る
。

た
と
え
ば
本
橋
氏
が
あ
げ
る
、
須
磨
巻
に
お
け
る
光
源
氏
と
六
条
御
息
所

と
の
贈
答
歌
に
、「
伊
勢
」
の
地
名
と
共
に
「
う
き
め
」
が
詠
み
込
ま
れ
て

い
る
。「
う
き
め
」
と
は
海
藻
の
名
で
あ
る
が
、「
憂
き
目
」
と
の
掛
詞
と
し

て
詠
み
込
ま
れ
て
い
る
。「
う
き
め
」
の
語
は
『
源
氏
物
語
』
作
中
に
お
い

て
は
他
に
二
例
ほ
ど
確
認
で
き
る
。
先
に
と
り
あ
げ
た
絵
合
巻
の
Ｈ
の
用
例

と
、
葵
巻
に
お
い
て
出
産
に
際
し
て
思
わ
し
く
な
い
葵
の
上
に
対
し
て
、「
あ

な
い
み
じ
。
心
憂
き
め
を
見
さ
せ
た
ま
ふ
か
な
」（
葵
②
三
九
）
と
源
氏
が

述
べ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
葵
巻
の
用
例
は
、
海
藻
の
「
う
き
布
」

と
の
掛
詞
の
意
で
用
い
ら
れ
て
い
る
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
葵
巻
の
用
例
を

も
含
め
、『
源
氏
物
語
』
作
中
の
「
う
き
め
」
の
語
の
発
話
主
体
は
、
す
べ

て
源
氏
で
あ
る
。

ま
た
、『
伊
勢
物
語
』
八
十
七
段
と
『
大
和
物
語
』
七
十
九
段
に
そ
れ
ぞ

れ
一
例
ず
つ
「
浮
き
海
松
」
の
語
が
確
認
で
き
る
。『
伊
勢
物
語
』
に
は
「
つ

と
め
て
、
そ
の
家
の
女
の
子
ど
も
い
で
て
、
浮
き
海
松
の
浪
に
寄
せ
ら
れ
た

る
ひ
ろ
ひ
て
、
家
の
内
に
も
て
来
ぬ
」
と
あ
り
、「
憂
し
」
の
意
が
掛
け
ら

れ
て
は
い
な
い
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、『
大
和
物
語
』
七
十
九
段
「
須
磨

の
浦
」
に
は
、
以
下
の
よ
う
に
あ（

２２
）る。

ま
た
、
お
な
じ
親
王
に
、
お
な
じ
女
、

こ
り
ず
ま
の
浦
に
か
づ
か
む
う
き
み
る
は
浪
さ
わ
が
し
く
あ
り
こ

そ
は
せ
め

『
新
全
集
』
の
頭
注
に
は
「「
う
き
み
る
」
は
「
浮
き
海
松
」
と
「
憂
き

見
る
」
の
掛
詞
」
と
あ
り
、
こ
こ
で
は
、「
浮
き
海
松
」
に
「
憂
き
見
る
」

の
意
を
込
め
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
こ
の
よ
う
に
、
先
行
作
品
に
お

い
て
「
み
る
め
」
に
「
う
き
」
の
語
が
付
与
さ
れ
て
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と

が
確
認
で
き
る
の
で
あ
る
が
、
一
方
で
『
源
氏
物
語
』
の
「
み
る
め
」
表
現

に
お
い
て
は
確
認
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

先
に
確
認
し
た
よ
う
に
、
歌
語
「
み
る
め
」
は
「
伊
勢
」
の
語
が
縁
語
と

し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
歌
が
多
数
あ
る
。
同
じ
須
磨
巻
に
お
け
る
Ｅ
の
場
面

で
、
源
氏
が
直
接
的
に
流
離
の
き
っ
か
け
と
な
っ
た
朧
月
夜
に
贈
っ
た
和
歌
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に
は
「
み
る
め
」
の
語
が
用
い
ら
れ
て
お
り
、
同
様
に
須
磨
の
浦
に
身
を
置

く
源
氏
と
六
条
御
息
所
と
の
贈
答
歌
に
お
い
て
も
、「
み
る
め
」
の
語
が
用

い
ら
れ
て
い
て
も
不
思
議
で
は
な
い
。
光
源
氏
と
六
条
御
息
所
と
の
贈
答
歌

に
お
い
て
は
伊
勢
の
地
と
縁
語
で
あ
る
「
み
る
め
」
で
は
な
く
、
意
識
的
に

同
じ
海
辺
に
関
す
る
歌
語
で
あ
る
「
う
き
め
」
の
語
が
選
び
取
ら
れ
て
い
る

と
指
摘
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
「
見
る
」
の
意
を
含
む

「
海
松
」
の
語
は
用
い
な
か
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
に
対
し
て
明
石
の
君
は

光
源
氏
の
和
歌
に
お
い
て
「
女
に
逢
う
」
意
を
表
す
「
み
る
め
」
に
暗
喩
さ

れ
た
。「
う
き
め
」
と
「
み
る
め
」
は
六
条
御
息
所
と
明
石
の
君
の
対
照
的

な
立
ち
位
置
を
示
し
、
本
橋
氏
の
指
摘
を
補
強
し
う
る
表
現
で
あ
る
と
考
え

ら
れ
る
。六

、
ま
と
め

こ
れ
ま
で
『
源
氏
物
語
』
に
お
け
る
「
み
る
め
」
表
現
を
、
そ
れ
ぞ
れ
Ａ

か
ら
Ｉ
ま
で
を
考
察
し
た
。
こ
れ
ら
は
、
大
ま
か
に
明
石
の
君
に
関
わ
る
Ａ

Ｆ
Ｇ
、
紫
の
上
に
関
わ
る
Ｂ
Ｃ
Ｄ
Ｈ
と
、
朧
月
夜
に
関
す
る
Ｅ
、
藤
壺
の
詠

歌
で
あ
る
Ｉ
に
分
類
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
歌
語
「
み
る
め
」
は
、
作
中
に

お
い
て
は
個
々
に
そ
の
表
出
さ
れ
る
世
界
を
有
し
て
い
る
。
三
村
氏
は
作
中

に
お
い
て
「
み
る
め
」
表
現
は
そ
れ
ぞ
れ
が
共
鳴
し
て
い
る
と
述
べ
て
い

る
。
し
か
し
「
み
る
め
」
表
現
が
源
氏
と
紫
の
上
の
関
係
性
を
中
心
に
共
鳴

し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
た
だ
、
一
部
に
お
い
て
は
関
係
性
の
見
ら
れ
る

も
の
も
あ
る
。
Ｂ
Ｃ
Ｄ
の
紫
の
上
に
関
す
る
「
み
る
め
」
の
語
が
用
い
ら
れ

て
い
る
叙
述
と
、
Ａ
Ｆ
Ｇ
の
明
石
の
君
に
関
す
る
「
み
る
め
」
の
語
が
用
い

ら
れ
て
い
る
叙
述
に
つ
い
て
で
あ
る
。

Ｂ
Ｃ
Ｄ
の
新
枕
以
前
の
紫
の
上
に
関
す
る
「
み
る
め
」
の
語
が
用
い
ら
れ

て
い
る
叙
述
が
、
光
源
氏
と
紫
の
上
の
将
来
の
夫
婦
関
係
を
想
像
さ
せ
る

「
明
る
さ
」
を
内
包
し
た
表
現
だ
と
す
れ
ば
、
Ａ
Ｆ
Ｇ
の
明
石
の
君
に
ま
つ

わ
る
叙
述
に
お
け
る
「
み
る
め
」
は
「
も
の
む
つ
か
し
う
」
や
「
海
人
の
す

さ
び
」、「
か
げ
」
な
ど
の
語
を
伴
っ
て
い
る
。
紫
の
上
の
「
み
る
め
」
表
現

は
三
代
集
に
見
ら
れ
る
修
辞
法
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
る
と
す
る
な
ら

ば
、
明
石
の
君
の
そ
れ
は
、
三
代
集
と
は
異
質
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
明
石
の

君
に
関
す
る
表
現
と
し
て
の
特
徴
を
表
わ
し
て
い
る
と
い
え
、
い
わ
ば
「
陰

と
陽
」、
紫
の
上
と
明
石
の
君
に
関
す
る
「
み
る
め
」
の
語
は
、
対
照
的
な

用
い
ら
れ
方
が
な
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

紫
の
上
に
関
し
て
用
い
ら
れ
た
「
み
る
め
」
の
語
は
、
そ
の
用
法
が
「
見

る
」
を
重
ね
た
一
般
的
な
用
法
に
支
え
ら
れ
て
い
る
と
み
ら
れ
た
。
そ
れ
に

対
し
て
、
明
石
の
君
に
関
し
て
用
い
ら
れ
た
「
み
る
め
」
の
語
は
、
や
は
り

「
見
る
」
を
重
ね
て
い
る
も
の
も
あ
る
が
、「
み
る
め
」
の
語
に
導
か
れ
て

付
与
さ
れ
て
い
る
語
は
、「
も
の
む
つ
か
し
う
」
や
「
海
人
の
す
さ
び
」、「
か

げ
」
な
ど
の
、
三
代
集
に
採
ら
れ
た
和
歌
に
は
確
認
で
き
な
い
、
独
自
の
表

現
世
界
の
構
造
が
浮
か
び
あ
が
っ
て
く
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
ら

の
語
は
、
明
石
の
君
を
語
る
叙
述
に
お
け
る
特
徴
の
一
つ
で
あ
る
、「
数
な

ら
ぬ
身
」
や
「
身
の
ほ
ど
」、「
高
し
」
の
語
と
照
ら
し
合
わ
せ
て
考
え
ら
れ

る
表
現
で
も
あ
る
の
だ
と
思
う
。
ま
た
、「
み
る
め
刈
る
」
が
「
相
手
に
逢

う
機
会
を
得
る
」
の
意
で
あ
る
の
に
対
し
、
Ｆ
の
和
歌
に
お
い
て
源
氏
が
詠

ん
だ
「
か
り
そ
め
の
み
る
め
」
は
一
人
寝
の
な
ぐ
さ
め
の
相
手
で
あ
る
と
の

意
を
暗
示
し
て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
な
表
現
も
、
和
歌
の
用
法
に
は
見
ら
れ

な
い
『
源
氏
物
語
』
独
自
の
表
現
方
法
で
あ
る
と
い
え
る
の
か
も
し
れ
な

い
。

― 39 ―



『
源
氏
物
語
』
の
「
み
る
め
」
表
現
は
絵
合
巻
を
も
っ
て
見
受
け
ら
れ
な

く
な
る
。
そ
の
意
味
は
何
か
。
一
つ
に
は
源
氏
の
須
磨
・
明
石
へ
の
流
離
が
、

絵
合
巻
を
も
っ
て
一
応
の
収
束
を
見
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
詳
し
く
は
今
後
の

課
題
と
し
た
い
。

注

（
１
）
歌
語
「
み
る
め
」
の
用
例
は
、『
古
今
和
歌
六
帖
』
及
び
三
代
集
を
調

査
範
囲
と
し
た
。
本
稿
で
は
、
紙
幅
の
都
合
上
、
用
例
及
び
詳
細
な
分
析

を
あ
げ
な
か
っ
た
。
歌
語
「
み
る
め
」
の
用
例
に
つ
い
て
の
詳
細
は
、
稿

を
改
め
て
提
示
し
た
い
。

（
２
）
三
村
友
希
「『
源
氏
物
語
』「
み
る
め
」
表
現
考
―
紫
の
上
物
語
を
中
心

に
―
」（『
日
本
文
学
』
第
六
〇
巻
第
三
号

二
〇
一
一
年
三
月
）。

（
３
）
以
下
『
源
氏
物
語
』
本
文
は
、『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
』（
小
学
館
、

一
九
九
八
年
）
か
ら
引
用
し
た
。（
）
内
は
巻
名
・
巻
数
・
頁
を
示
し
て

い
る
。

（
４
）
渋
谷
栄
一
編
『
源
氏
釈

源
氏
物
語
古
注
集
成
第
一
六
巻
』（
お
う
ふ

う
、
二
〇
〇
〇
年
）
五
二
・
五
三
頁
。

（
５
）
市
島
謙
吉
編
『
源
註
餘
滴
』（
國
書
刊
行
會
、
一
九
〇
六
年
）
一
十
四

頁
。

（
６
）
井
伊
春
樹
編
『
弄
花
抄

源
氏
物
語
古
注
集
成
第
二
四
巻
』（
桜
楓
社
、

一
九
八
八
年
）
三
四
頁
。

（
７
）
『
源
氏
物
語
湖
月
抄
（
上
）』（
講
談
社
学
術
文
庫
、
一
九
八
二
年
）
二

四
五
頁
。

（
８
）
玉
上
琢
彌
編
『
紫
明
抄
・
河
海
抄
』（
角
川
書
店
、
一
九
六
八
年
）
底

本
「
文
禄
本
」
に
は
な
い
。

（
９
）
井
伊
春
樹
編
『
萬
水
一
露

源
氏
物
語
古
注
集
成
第
八
巻
』（
桜
楓
社
、

一
九
八
三
年
）
二
一
八
頁
。

（
１０
）
中
田
武
司
編
『
岷
江
入
楚

源
氏
物
語
古
注
集
成
第
一
一
巻
』（
桜
楓

社
、
一
九
八
〇
年
）
三
二
九
頁
。

（
１１
）
『
本
居
宣
長
全
集
第
四
巻
』（
筑
摩
書
房
、
一
九
六
九
年
）
三
八
六
頁
。

（
１２
）
『
日
本
文
学
大
系
①
』（
岩
波
書
店
、
一
九
五
八
年
）
一
八
三
頁
。

（
１３
）
玉
上
琢
彌
『
源
氏
物
語
評
釈
第
二
巻
』（
角
川
書
店
、
一
九
六
五
年
）

四
〇
頁
。

（
１４
）
『
新
潮
日
本
古
典
集
成
①
』（
新
潮
社
、
一
九
七
六
年
）
一
八
八
頁
。

（
１５
）
『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
①
』（
岩
波
書
店
、一
九
九
三
年
）
一
五
六
頁
。

（
１６
）
『
古
今
和
歌
集
』
の
表
記
は
『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
』（
小
学
館
、
一

九
八
九
年
）
に
拠
っ
た
。

（
１７
）
引
用
は
、『
新
編
国
歌
大
観

巻
二
』（
角
川
書
店
、
一
九
八
四
年
）
に

拠
っ
た
。

（
１８
）
前
掲
注
２
三
村
論
文
。

（
１９
）
前
掲
注
２
三
村
論
文
。

（
２０
）
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
』（
小
学
館
、
一
九
四
四
年
）。

（
２１
）
本
橋
裕
美
「
光
源
氏
の
流
離
と
伊
勢
空
間
―
六
条
御
息
所
と
明
石
の
君

を
中
心
に
―
」（『
源
氏
物
語
煌
め
く
言
葉
の
世
界
』
翰
林
書
房
、
二
〇
一

四
年
）。

（
２２
）
引
用
は
、
前
掲
注
２０
に
同
じ
。

（
お
お
た
け
あ
か
り

大
学
院
博
士
後
期
課
程
在
学
生
）
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