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一
　
は
じ
め
に

竹
河
巻
は
、『
源
氏
物
語
』
中
に
お
い
て
も
と
り
わ
け
問
題
点
を
多
く
含
む
巻

で
あ
る
。
特
に
、
そ
の
作
者
別
人
説
が
提
起
さ
れ
た
こ
と
は
、
他
巻
と
は
著
し
く

異
な
っ
た
扱
い
を
受
け
る
に
い
た
っ
た
主
た
る
要
因
と
も
思
し
く
、
以
降
、
特
殊

な
位
置
づ
け
で
語
ら
れ
る
巻
と
な
っ
た
。

（
１
）

こ
の
作
者
が
別
に
存
す
る
と
い
う
見
方

は
、
現
在
に
お
い
て
も
検
討
が
な
さ
れ
て
い
る
問
題
で
あ
り
、
依
然
と
し
て
微
妙

な
位
置
づ
け
を
こ
の
巻
は
強
い
ら
れ
て
い
る
。
だ
が
、
作
者
が
別
人
で
あ
る
こ
と

を
主
張
す
る
論
に
お
い
て
、
論
拠
は
い
く
つ
か
数
え
上
げ
る
こ
と
が
で
き
る
が
、

そ
れ
は
必
ず
し
も
全
面
的
に
肯
定
で
き
る
も
の
で
も
な
い
。
作
者
別
人
説
を
主
張

す
る
武
田
宗
俊
氏
は
、
そ
の
論
拠
と
し
て
他
巻
を
模
倣
し
て
い
る
箇
所
の
多
さ
を

指
摘
し
て
い
る
。

（
２
）

た
し
か
に
、
竹
河
巻
に
は
他
巻
の
ス
ト
ー
リ
ー
展
開
を
な
ぞ
っ

て
い
る
か
の
よ
う
な
箇
所
や
他
巻
の
場
面
と
の
類
似
が
認
め
ら
れ
る
箇
所
が
多

い
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
が
「
模
倣
」
と
呼
べ
る
よ
う
な
も
の
な
の
か
ど
う
か
は
、

今
一
度
検
討
を
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
模
倣
と
み
な
す
要
因

は
、
現
象
と
し
て
立
ち
現
れ
た
場
面
や
ス
ト
ー
リ
ー
の
類
似
箇
所
に
つ
い
て
積
極

的
な
意
味
が
見
出
し
に
く
い
と
結
論
づ
け
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
類
似
す
る

場
面
が
そ
れ
以
前
の
巻
々
の
中
に
存
在
す
る
ケ
ー
ス
は
『
源
氏
物
語
』
の
中
に
限

っ
て
見
て
み
て
も
数
多
く
見
ら
れ
る
し
、
そ
れ
ら
の
す
べ
て
が
物
語
を
大
き
く
展

開
さ
せ
る
よ
う
な
原
動
力
に
な
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
そ
う
し
た
立

場
に
立
て
ば
、
類
似
場
面
の
多
さ
を
別
人
の
作
の
根
拠
の
一
つ
と
し
て
竹
河
巻
を

処
理
す
る
の
は
、
即
断
の
感
が
あ
る
。
む
し
ろ
、
竹
河
巻
が
『
源
氏
物
語
』
の
四

十
四
番
目
の
巻
と
し
て
数
え
上
げ
ら
れ
、
一
続
き
の
も
の
と
し
て
読
ま
れ
続
け
て

き
た
と
い
う
過
去
を
ふ
ま
え
、
ま
ず
は
他
の
巻
々
と
同
列
の
も
の
と
し
て
扱
う
べ

き
で
あ
ろ
う
。
そ
の
う
え
で
、
今
一
度
類
似
箇
所
の
検
討
を
行
う
な
か
で
積
極
的

な
意
味
を
見
出
し
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
が
重
要
な
の
で
は
な
い
か
と

考
え
る
。

本
稿
で
は
、
そ
う
し
た
考
え
に
基
づ
き
、
竹
河
巻
に
み
ら
れ
る
他
巻
と
の
類
似

箇
所
の
検
討
を
行
い
、
そ
の
類
似
が
作
品
の
読
み
や
解
釈
に
い
く
ば
く
か
の
影
響

力
を
有
し
て
い
る
か
ど
う
か
を
検
討
す
る
。
今
回
、
主
と
し
て
取
り
上
げ
る
の
は

桐
壺
巻
と
の
類
似
で
あ
る
。
検
討
を
進
め
て
い
く
中
で
、
竹
河
巻
の
内
容
や
背
後

に
見
え
隠
れ
す
る
主
題
的
な
要
素
と
の
関
連
に
つ
い
て
も
言
及
し
て
い
き
た
い
。

二
　
竹
河
巻
と
桐
壺
巻
の
物
語
展
開
上
の
類
似

竹
河
巻
が
桐
壺
巻
の
物
語
展
開
を
ふ
ま
え
て
い
る
と
み
ら
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
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二

は
、
前
述
し
た
と
お
り
、
早
く
武
田
宗
俊
氏
が
指
摘
を
し
て
い
る
。

こ
の
巻
の
拙
さ
は
た
ゞ
に
歌
文
の
み
で
な
く
構
想
に
於
て
も
見
ら
れ
る
。
こ

の
巻
に
は
他
の
巻
よ
り
材
を
借
り
来
っ
た
と
こ
ろ
、
模
倣
し
た
と
見
る
べ
き

と
こ
ろ
が
甚
だ
多
い
。
少
し
強
く
い
え
ば
構
想
の
各
部
分
殆
ん
ど
全
部
他
の

巻
々
の
模
倣
と
も
い
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
ま
ず
寡
婦
の
玉
鬘
が
夫
の
遺
言
に

従
っ
て
娘
を
院
に
奉
り
、
そ
の
娘
が
寵
を
得
て
皇
子
を
生
み
、
他
の
后
妃
か

ら
嫉
妬
さ
れ
て
宮
廷
に
居
に
く
く
な
り
退
出
し
て
里
が
ち
と
な
る
こ
と
は
、

桐
壺
の
巻
の
大
納
言
の
未
亡
人
が
夫
の
遺
言
に
従
っ
て
娘
を
帝
に
奉
り
、
そ

の
娘
が
寵
を
得
て
皇
子
を
産
み
、
后
妃
の
嫉
妬
を
う
け
て
里
が
ち
と
な
る
こ

と
と
殆
ん
ど
同
じ
い
。

（
３
）

武
田
氏
は
、
竹
河
巻
に
登
場
す
る
玉
鬘
の
娘
大
君
が
、
冷
泉
院
に
参
院
し
、
皇

子
を
出
産
、
そ
れ
が
た
め
に
他
の
后
妃
の
妬
み
を
買
い
、
里
が
ち
に
な
る
と
い
う

物
語
の
展
開
は
、
桐
壺
巻
に
み
ら
れ
る
桐
壺
更
衣
の
入
内
、
桐
壺
帝
の
寵
愛
と
光

源
氏
の
出
産
が
他
の
女
御
更
衣
ら
の
嫉
妬
を
引
き
起
こ
し
、
や
が
て
里
が
ち
に
な

る
と
い
う
展
開
に
類
似
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
武
田
氏
は
、
竹
河
巻
に
つ

い
て
作
者
別
人
説
を
唱
え
、
こ
の
巻
を
低
く
評
価
す
る
立
場
を
と
っ
て
い
る
こ
と

も
あ
り
、
こ
の
物
語
展
開
の
類
似
は
、
竹
河
巻
が
桐
壺
巻
を
「
模
倣
」
し
た
も
の

だ
と
み
な
し
て
い
る
。
武
田
氏
に
よ
る
竹
河
巻
の
評
価
は
ひ
と
ま
ず
お
く
と
し
て

も
、
物
語
展
開
上
、
か
な
り
の
類
似
が
桐
壺
巻
と
竹
河
巻
の
間
に
あ
る
こ
と
は
確

か
で
あ
ろ
う
。

そ
の
後
、
こ
の
二
つ
の
巻
の
類
似
問
題
を
検
討
し
て
い
る
の
は
、
國
枝
久
美
子

氏
で
あ
る
。
國
枝
氏
は
、
武
田
氏
の
指
摘
を
受
け
つ
つ
、
桐
壺
巻
以
外
の
他
の
巻

と
の
類
似
箇
所
も
含
め
な
が
ら
、
竹
河
巻
の
在
り
方
を
考
察
し
て
い
る
。
そ
の
中

で
、
桐
壺
巻
に
類
似
す
る
展
開
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
が
よ
く
似
通
っ
て
い
る
こ
と

を
認
め
た
う
え
で
、
そ
の
展
開
の
終
末
部
、
結
末
の
部
分
に
違
い
が
見
受
け
ら
れ

る
と
す
る
。

Ａ
―
１
〈
竹
河
〉
鬚
黒
が
大
君
の
今
上
帝
後
宮
入
内
を
遺
言
し
て
い
た
。

〈
桐
壺
〉
按
察
使
大
納
言
が
、
桐
壺
更
衣
の
桐
壺
帝
後
宮
入
内
を
遺
言
し
て
い
た
。

未
亡
人
で
あ
る
母
北
の
方
は
そ
れ
を
果
た
す
。

Ａ
―
２
〈
竹
河
〉
大
君
は
、
冷
泉
院
後
宮
に
入
り
、
寵
厚
く
、
御
子
達
を
生

む
が
、
方
々
に
憎
ま
れ
、
里
が
ち
で
あ
る
。

〈
桐
壺
〉
更
衣
は
、
桐
壺
帝
後
宮
に
入
り
、
寵
厚
く
、
源
氏
を
生
ん
だ
が
、
方
々

に
憎
ま
れ
、
里
が
ち
で
あ
り
、
病
重
く
な
り
、
亡
く
な
る
。

Ｂ
　
　
〈
竹
河
〉
冷
泉
院
は
、
玉
鬘
を
忘
れ
ら
れ
ず
、
大
君
を
参
院
さ
せ
る
。

院
は
後
宮
内
を
猶
子
で
あ
る
薫
を
連
れ
て
歩
き
、
大
君
の
も
と
で
遊

び
な
ど
を
し
、
薫
は
大
君
を
慕
う
が
、
さ
ほ
ど
理
性
を
失
う
ほ
ど
で

は
な
い
。

〈
桐
壺
・
若
紫
他
〉
桐
壺
帝
は
、
更
衣
の
面
影
を
求
め
て
藤
壺
を
入
内
さ
せ
る
。

帝
は
後
宮
内
を
愛
児
源
氏
を
連
れ
て
歩
き
、
藤
壺
の
も
と
で
遊
び
な

ど
を
し
、
現
時
は
藤
壺
を
慕
っ
て
ゆ
く
が
、
己
れ
の
気
持
ち
を
圧
さ

え
き
れ
ず
、
藤
壺
と
密
通
す
る
に
至
る
。

（
４
）

國
枝
氏
の
分
類
に
従
え
ば
、「
Ａ
―
１
」
と
し
て
、
娘
を
入
内
さ
せ
た
い
と
す

る
父
の
遺
言
や
遺
志
が
存
在
す
る
こ
と
、「
Ａ
―
２
」
と
し
て
、
参
院
・
入
内
後

に
寵
を
得
て
皇
子
を
出
産
す
る
も
、
周
囲
の
反
感
を
買
い
里
が
ち
に
な
る
こ
と
が

共
通
し
、
類
似
す
る
点
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、「
Ｂ
」
と
し
て
、
そ
れ

ぞ
れ
の
参
院
・
入
内
の
背
景
に
は
忘
れ
え
ぬ
女
性
の
存
在
が
あ
る
こ
と
、
院
あ
る

い
は
帝
か
ら
寵
を
受
け
る
猶
子
も
し
く
は
実
子
の
秘
め
ら
れ
た
恋
心
が
描
か
れ
る

こ
と
が
共
通
し
て
い
る
。

桐
壺
巻
に
か
な
り
よ
く
似
通
っ
た
展
開
が
竹
河
巻
内
に
あ
る
こ
と
が
う
か
が
え

る
が
、
こ
う
し
た
共
通
す
る
要
素
の
末
尾
の
部
分
に
は
違
い
が
み
ら
れ
る
こ
と
を

國
枝
氏
は
指
摘
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、「
Ａ
―
１
」
で
は
、
入
内
の
実
現
・
非

実
現
、「
Ａ
―
２
」
で
は
、
参
院
・
入
内
を
果
た
し
た
女
性
の
末
路
、「
Ｂ
」
で
は
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秘
す
べ
き
恋
の
展
開
の
有
無
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
國
枝
氏
は
、
総
じ
て
引

用
側
の
竹
河
巻
の
内
容
が
、
物
語
の
展
開
と
い
う
観
点
か
ら
す
る
と
発
展
性
に
乏

し
く
、
閉
じ
ら
れ
た
か
た
ち
に
な
っ
て
い
る
と
見
な
し
て
い
る
。

國
枝
氏
の
検
討
を
ふ
ま
え
た
か
た
ち
で
竹
河
巻
と
桐
壺
巻
の
類
似
箇
所
の
検
討

を
行
っ
て
い
る
の
が
星
山
健
氏
で
あ
る
。

（
５
）

星
山
氏
は
、
國
枝
氏
の
検
討
内
容
を
評

価
し
た
う
え
で
、
両
巻
に
は
対
応
す
る
構
図
が
見
て
と
れ
る
と
す
る
。
す
な
わ
ち
、

竹
河
巻
に
お
け
る
「
冷
泉
院
・
玉
鬘
大
君
・
薫
」
と
い
う
構
図
は
、「
桐
壺
帝
・

藤
壺
・
光
源
氏
」
と
い
う
桐
壺
巻
の
人
物
の
関
係
構
図
に
重
な
る
も
の
で
、
桐
壺

巻
か
ら
の
影
響
を
指
摘
し
て
い
る
。
そ
の
意
図
す
る
と
こ
ろ
と
し
て
は
、
藤
壺
と

光
源
氏
の
密
通
事
件
を
想
起
さ
せ
つ
つ
、
玉
鬘
大
君
と
蔵
人
少
将
や
薫
の
関
係
の

進
展
を
に
お
わ
せ
る
よ
う
な
役
割
が
あ
る
の
だ
と
す
る
。

（
６
）

ま
た
、
玉
鬘
大
君
は
桐

壺
更
衣
の
イ
メ
ー
ジ
を
ふ
ま
え
て
い
る
の
だ
と
も
い
う
。

こ
こ
ま
で
、
竹
河
巻
に
み
ら
れ
る
桐
壺
巻
と
の
類
似
箇
所
の
問
題
に
つ
い
て
、

三
氏
の
検
討
内
容
を
示
し
て
き
た
。
各
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
竹
河
巻
の
中
に

は
桐
壺
巻
に
酷
似
す
る
箇
所
が
包
含
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
疑
い
の
な
い
と
こ
ろ
で

あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
れ
ら
は
玉
鬘
大
君
と
冷
泉
院
の
婚
姻
に
絡
む
物
語
展
開
に

お
い
て
類
似
性
を
見
せ
て
い
る
と
い
う
こ
と
も
明
ら
か
で
あ
る
。

た
だ
し
、
諸
氏
の
指
摘
は
、
薫
や
玉
鬘
大
君
を
軸
と
す
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

た
し
か
に
、
竹
河
巻
の
中
に
お
け
る
ヒ
ロ
イ
ン
と
し
て
は
玉
鬘
大
君
を
お
い
て
ほ

か
に
は
考
え
に
く
い
も
の
が
あ
る
し
、
ま
た
竹
河
巻
以
降
に
展
開
す
る
宇
治
の
物

語
を
視
野
に
入
れ
る
と
き
、
薫
の
存
在
は
無
視
し
づ
ら
い
も
の
が
あ
る
。
し
か
し
、

竹
河
巻
が
匂
兵
部
卿
・
紅
梅
の
二
巻
と
あ
わ
せ
て
、
し
ば
し
ば
匂
宮
三
帖
と
い
う

括
り
で
捉
え
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
こ
と
を
思
う
と
、
竹
河
巻
の
内
部
、
あ
る
い
は

宇
治
十
帖
へ
の
眼
差
し
の
み
で
捉
え
て
い
く
以
外
の
視
点
に
つ
い
て
も
検
討
す
べ

き
な
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
次
節
で
は
、
こ
の
匂
宮
三
帖
と
い
う
枠
組
み

を
意
識
し
た
か
た
ち
で
、
こ
の
類
似
問
題
に
切
り
込
ん
で
み
た
い
。

三
、
家
の
再
生
物
語

匂
宮
三
帖
は
、「
橋
掛
か
り
三
帖
」
と
も
呼
ば
れ
、
従
来
、
幻
巻
ま
で
の
正
編

（
三
部
構
成
説
に
の
っ
と
る
な
ら
ば
、
第
一
部
と
第
二
部
）
か
ら
宇
治
十
帖
の
物

語
へ
と
移
行
す
る
た
め
の
巻
々
だ
と
見
な
さ
れ
て
き
た
。
光
源
氏
死
後
の
物
語
世

界
を
後
日
譚
の
体
裁
で
描
き
、
宇
治
十
帖
の
物
語
を
導
き
出
す
た
め
の
、
い
わ
ば

序
に
あ
た
る
役
割
を
担
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
だ
が
、
近
年
で
は
、
単

な
る
序
と
し
て
の
み
補
入
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
よ
り
積
極
的
に
こ
の
三
帖

の
有
す
る
意
味
を
掬
い
取
っ
て
い
く
方
向
性
で
の
検
討
が
な
さ
れ
て
い
る
。

（
７
）

具
体

的
に
は
、
幻
巻
で
正
編
が
一
段
落
つ
く
の
で
は
な
く
、
正
編
の
閉
じ
目
の
役
割
を

匂
宮
三
帖
が
担
っ
て
い
る
と
い
う
見
方
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
宇
治
十
帖
へ
の
展
開

を
見
据
え
る
序
的
な
役
割
を
こ
の
三
帖
（
特
に
匂
兵
部
卿
巻
）
が
請
け
負
っ
て
い

る
こ
と
は
た
し
か
で
は
あ
る
が
、
正
編
の
物
語
の
真
の
終
焉
は
こ
の
三
帖
に
あ
る

と
す
る
視
点
は
、『
源
氏
物
語
』
の
構
造
を
捉
え
て
い
く
意
味
に
お
い
て
重
要
な

問
題
提
起
で
あ
っ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
そ
の
匂
宮
三
帖
の
中
に
正
編
の
閉
じ
目

と
し
て
の
性
格
が
内
包
さ
れ
て
い
る
と
い
う
考
え
方
は
、
す
な
わ
ち
光
源
氏
と
い

う
人
物
の
終
焉
を
描
く
巻
々
と
し
て
の
意
味
を
見
出
す
も
の
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り

光
源
氏
を
中
心
に
据
え
て
匂
宮
三
帖
を
捉
え
て
い
く
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の

考
え
方
は
、
本
稿
で
取
り
上
げ
る
竹
河
巻
に
見
ら
れ
る
桐
壺
巻
の
な
ぞ
り
の
問
題

に
お
い
て
も
重
要
な
視
点
だ
と
考
え
る
。
以
下
、
こ
の
点
に
重
き
を
置
き
な
が
ら

検
討
を
進
め
て
い
く
。

竹
河
巻
が
な
ぞ
っ
て
い
る
桐
壺
巻
所
収
の
一
連
の
流
れ
は
、
そ
れ
自
体
を
取
り

上
げ
る
な
ら
ば
、
桐
壺
帝
と
桐
壺
更
衣
の
悲
恋
の
物
語
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で

あ
ろ
う
が
、
そ
の
一
方
で
、
そ
れ
は
主
人
公
光
源
氏
誕
生
に
か
か
わ
る
前
史
で
も

あ
る
。
こ
の
点
に
鑑
み
、
光
源
氏
を
軸
に
据
え
、
問
題
を
検
討
し
て
い
く
余
地
は

十
分
に
あ
ろ
う
。
そ
の
と
き
、
竹
河
巻
に
見
ら
れ
る
桐
壺
巻
に
類
似
し
た
箇
所
は
、

単
に
物
語
の
展
開
・
流
れ
を
な
ぞ
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
光
源
氏
誕
生
に
ま
つ

わ
る
物
語
を
な
ぞ
っ
て
い
る
の
だ
と
み
な
す
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
。
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光
源
氏
が
誕
生
す
る
こ
と
に
な
っ
た
経
緯
の
発
端
は
、
桐
壺
更
衣
が
桐
壺
帝
の

も
と
に
入
内
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
わ
け
だ
が
、
そ
こ
に
は
更
衣
の
父
で
あ
る
故
大

納
言
の
遺
志
・
遺
言
が
大
き
く
介
在
し
て
い
る
。

「（
前
略
）
生
ま
れ
し
時
よ
り
思
ふ
心
あ
り
し
人
に
て
、
故
大
納
言
、
い
ま

は
と
な
る
ま
で
、
た
だ
、『
こ
の
人
の
宮
仕
の
本
意
、
か
な
ら
ず
遂
げ
さ
せ

た
て
ま
つ
れ
。
我
亡
く
な
り
ぬ
と
て
、
口
惜
し
う
思
ひ
く
づ
ほ
る
な
』
と
、

か
へ
す
が
へ
す
諌
め
お
か
れ
は
べ
り
し
か
ば
、
は
か
ば
か
し
う
後
見
思
ふ
人

も
な
き
ま
じ
ら
ひ
は
、
な
か
な
か
な
る
べ
き
こ
と
と
思
ひ
た
ま
へ
な
が
ら
、

た
だ
か
の
遺
言
を
違
へ
じ
と
ば
か
り
に
出
だ
し
立
て
は
べ
り
し
を
、
身
に
あ

ま
る
ま
で
の
御
心
ざ
し
の
よ
ろ
づ
に
か
た
じ
け
な
き
に
、
人
げ
な
き
恥
を
隠

し
つ
つ
ま
じ
ら
ひ
た
ま
ふ
め
り
つ
る
を
、
人
の
そ
ね
み
深
く
つ
も
り
、
や
す

か
ら
ぬ
こ
と
多
く
な
り
添
ひ
は
べ
り
つ
る
に
、
よ
こ
さ
ま
な
る
や
う
に
て
、

つ
ひ
に
か
く
な
り
は
べ
り
ぬ
れ
ば
、
か
へ
り
て
は
つ
ら
く
な
む
、
か
し
こ
き

御
心
ざ
し
を
思
ひ
た
ま
へ
ら
れ
は
べ
る
。
こ
れ
も
わ
り
な
き
心
の
闇
に
な
む
」

と
言
ひ
も
や
ら
ず
む
せ
か
へ
り
た
ま
ふ
ほ
ど
に
夜
も
更
け
ぬ
。

（
①
桐
壺
、
三
〇
〜
三
一
）

（
８
）

引
用
し
た
の
は
桐
壺
更
衣
の
母
の
述
懐
部
分
で
あ
る
。
こ
こ
で
更
衣
の
母
は
、

娘
の
入
内
に
際
し
、
夫
で
あ
る
故
大
納
言
の
意
向
に
従
っ
た
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。

こ
の
点
に
つ
い
て
、
日
向
一
雅
氏
は
、「
家
の
再
生
」
と
い
う
観
点
か
ら
検
討
し

て
い
る
。

（
９
）

日
向
氏
に
よ
れ
ば
、
自
身
の
死
後
は
家
の
没
落
が
予
見
さ
れ
る
状
況
下
に
あ
っ

て
大
納
言
の
遺
言
は
、「
現
実
的
な
権
勢
の
獲
得
を
目
的
と
し
て
い
た
と
い
う
よ

り
も
、
家
の
没
落
が
自
明
の
境
遇
に
お
い
て
、
す
ぐ
れ
て
情
念
的
な
遺
志
の
発
現

で
あ
っ
た
」
と
し
、
そ
の
意
図
す
る
と
こ
ろ
を
「
外
戚
と
し
て
の
繁
栄
が
あ
り
え

な
い
こ
と
を
承
知
の
う
え
で
大
納
言
が
更
衣
の
入
内
を
完
遂
さ
せ
た
こ
と
は
、
か

れ
の
家
が
皇
統
に
く
い
こ
み
源
氏
と
し
て
再
生
す
る
途
に
か
け
た
」
も
の
で
あ
っ

た
と
し
て
い
る
。
男
子
に
よ
る
家
の
「
存
続
・
復
興
」
で
は
な
く
、
女
子
を
媒
介

と
し
た
「
家
の
再
生
」
と
い
う
方
策
が
と
ら
れ
た
と
し
、
こ
れ
は
故
大
納
言
や
明

石
入
道
の
と
っ
た
方
策
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
一
門
の
独
自
な
家
再
生
の
論
理

と
指
摘
す
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
は
光
源
氏
の
生
涯
を
貫
く
基
軸
で
あ
っ
た
と
も
い

う
。
つ
ま
り
、
光
源
氏
の
物
語
に
お
い
て
、
こ
う
し
た
誕
生
の
契
機
は
重
要
な
問

題
と
し
て
存
在
し
、
没
落
・
退
廃
し
て
い
く
家
の
再
生
と
そ
の
後
の
繁
栄
は
光
源

氏
の
人
生
の
命
題
（
も
ち
ろ
ん
光
源
氏
本
人
は
そ
の
こ
と
に
無
頓
着
で
あ
っ
た
か

も
し
れ
な
い
が
）
で
あ
っ
た
の
だ
と
も
い
え
る
だ
ろ
う
。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、

竹
河
巻
に
お
け
る
桐
壺
巻
の
な
ぞ
り
の
問
題
を
捉
え
て
い
く
際
、
土
台
と
し
て
用

い
ら
れ
た
桐
壺
巻
の
各
箇
所
の
有
す
る
意
味
を
光
源
氏
の
問
題
と
し
て
位
置
づ

け
、
ふ
ま
え
て
い
く
こ
と
は
大
切
だ
と
思
わ
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
う
し
た
光
源
氏
の
登
場
あ
る
い
は
誕
生
に
か
か
わ
る
い
き
さ
つ

に
酷
似
す
る
人
物
が
竹
河
巻
に
存
在
す
る
こ
と
に
は
注
意
す
べ
き
だ
ろ
う
。
冷
泉

院
と
玉
鬘
大
君
の
間
に
生
ま
れ
る
男
皇
子
で
あ
る
。
両
者
が
よ
く
似
通
っ
た
位
置

づ
け
で
捉
え
ら
れ
る
こ
と
は
、
前
述
し
た
竹
河
・
桐
壺
両
巻
の
類
似
点
を
指
摘
す

る
諸
氏
の
見
解
に
も
見
え
る
よ
う
に
、
玉
鬘
大
君
の
参
院
後
の
人
生
が
桐
壺
更
衣

の
人
生
を
な
ぞ
ら
え
て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
重
要
だ
と

思
わ
れ
る
の
は
、
竹
河
巻
の
冒
頭
に
は
鬚
黒
・
玉
鬘
の
家
の
没
落
が
あ
ら
か
じ
め

予
見
さ
れ
る
よ
う
な
記
事
が
さ
し
は
さ
ま
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
源
氏
の
御
族
に
も
離
れ
た
ま
へ
り
し
後
大
殿
わ
た
り
に
あ
り
け
る

悪
御
達
の
落
ち
と
ま
り
残
れ
る
が
問
は
ず
語
り
し
お
き
た
る
は
、
紫
の
ゆ
か

り
に
も
似
ざ
め
れ
ど
、
か
の
女
ど
も
の
言
ひ
け
る
は
、「
源
氏
の
御
末
々
に

ひ
が
事
ど
も
の
ま
じ
り
て
聞
こ
ゆ
る
は
、
我
よ
り
も
年
の
数
つ
も
り
ほ
け
た

り
け
る
人
の
ひ
が
言
に
や
」
な
ど
あ
や
し
が
り
け
る
、
い
づ
れ
か
は
ま
こ
と

な
ら
む
。

（
⑤
竹
河
・
五
九
）

引
用
箇
所
は
竹
河
巻
の
冒
頭
箇
所
で
あ
る
。
竹
河
巻
は
、
家
の
没
落
・
退
廃
と
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五

い
う
地
盤
の
も
と
に
描
か
れ
る
の
だ
と
い
う
こ
と
が
明
瞭
に
示
さ
れ
て
い
る
。
ま

た
、
そ
も
そ
も
匂
宮
三
帖
そ
の
も
の
が
、
六
条
院
家
、
紅
梅
大
納
言
家
、
故
鬚

黒
・
玉
鬘
家
と
い
っ
た
各
家
の
物
語
と
い
う
体
裁
で
形
作
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
ふ

ま
え
て
も
、「
家
」
が
一
つ
の
大
き
な
テ
ー
マ
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
こ

と
は
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
。
中
で
も
竹
河
巻
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
が
家
の
没
落
・

退
廃
と
い
う
問
題
を
含
み
こ
ん
で
い
る
点
に
お
い
て
、
先
に
見
た
明
石
大
納
言
家

を
め
ぐ
る
「
家
の
再
生
」
の
テ
ー
マ
と
の
接
点
を
含
み
こ
ん
で
い
る
と
み
な
せ
る

だ
ろ
う
。
そ
う
し
た
な
か
で
、
冷
泉
院
と
玉
鬘
大
君
の
間
に
生
ま
れ
た
男
皇
子
が

光
源
氏
と
よ
く
似
通
っ
た
形
で
誕
生
す
る
こ
と
に
は
何
ら
か
の
意
味
を
見
出
す
こ

と
は
可
能
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

こ
の
冷
泉
院
の
皇
子
は
次
の
よ
う
な
経
緯
で
誕
生
し
て
い
る
。「
内
裏
に
も
、

か
な
ら
ず
宮
仕
の
本
意
深
き
よ
し
を
大
臣
の
奏
し
お
き
た
ま
ひ
け
れ
ば
」（
⑤
竹

河
、
六
一
）
と
あ
る
よ
う
に
、
鬚
黒
は
も
と
も
と
玉
鬘
大
君
を
今
上
帝
に
入
内
さ

せ
る
心
づ
も
り
で
い
た
。
鬚
黒
の
入
内
に
対
す
る
意
図
は
、
外
戚
と
な
り
、
家
の

発
展
を
企
図
し
た
も
の
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
そ
の
点
に
お
い
て
、
皇
族
あ
る
い
は

源
氏
と
し
て
の
家
再
生
を
企
図
し
た
故
大
納
言
の
考
え
と
は
異
な
っ
て
い
る
。
も

っ
と
も
、
光
源
氏
に
も
立
坊
の
可
能
性
が
皆
無
で
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
こ
と
か

ら
、
鬚
黒
と
同
様
の
考
え
を
故
大
納
言
が
ま
っ
た
く
持
っ
て
い
な
か
っ
た
と
断
定

す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
だ
ろ
う
。
た
だ
し
、
死
に
際
し
て
も
な
お
、
入
内
を
望

ん
だ
と
い
う
点
か
ら
は
、
最
終
的
に
は
故
大
納
言
の
意
向
は
鬚
黒
と
は
大
き
く
異

な
っ
た
も
の
に
な
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
な
の
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
桐
壺
更
衣
の

母
は
故
大
納
言
の
意
向
を
く
み
、
忠
実
に
実
行
に
移
し
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、
竹

河
巻
に
お
い
て
は
、
玉
鬘
は
思
案
の
結
果
、
鬚
黒
の
遺
志
を
反
故
に
し
て
、
自
ら

の
個
人
的
な
意
向
で
冷
泉
院
に
娘
大
君
を
嫁
が
せ
て
し
ま
う
。
そ
し
て
、
冷
泉
院

と
大
君
の
間
に
男
皇
子
が
誕
生
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

桐
壺
巻
の
光
源
氏
誕
生
を
め
ぐ
る
一
連
の
物
語
展
開
と
、
冷
泉
院
の
男
皇
子
誕

生
を
め
ぐ
る
物
語
展
開
は
、
よ
く
似
通
っ
て
い
る
も
の
の
、
故
人
の
遺
志
の
中
に
、

既
存
の
家
を
解
体
し
、「
家
の
再
生
」
と
い
う
か
た
ち
を
と
っ
て
で
も
繁
栄
を
目

指
す
と
い
う
思
念
が
存
在
し
た
か
ど
う
か
の
点
に
お
い
て
違
い
が
あ
る
。
鬚
黒
の

意
向
が
、
玉
鬘
の
判
断
で
反
故
に
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
は
、
鬚
黒
が
故
大
納
言
と

同
様
の
思
念
を
持
ち
得
な
か
っ
た
が
ゆ
え
の
も
の
で
あ
ろ
う
。
鬚
黒
が
そ
う
し
た

思
念
を
持
た
な
い
以
上
、
玉
鬘
も
鬚
黒
同
様
、
家
の
繁
栄
を
「
再
生
」
で
は
な
く

「
再
興
・
復
興
」
と
い
う
か
た
ち
で
し
か
考
え
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ

し
て
こ
の
こ
と
が
、
冷
泉
院
に
大
君
を
参
院
さ
せ
る
と
い
う
玉
鬘
の
選
択
を
可
能

に
し
て
い
る
。

光
源
氏
と
冷
泉
院
の
男
皇
子
の
間
に
は
、
よ
く
似
通
っ
て
い
な
が
ら
も
微
妙
な

差
異
が
誕
生
経
緯
に
生
じ
て
い
る
。
光
源
氏
に
か
け
ら
れ
て
い
た
よ
う
な
重
い
課

題
、
す
な
わ
ち
「
家
の
再
生
」
と
い
う
故
人
の
遺
志
が
冷
泉
院
の
男
皇
子
の
背
後

に
は
存
在
し
な
い
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
違
い
の
問
題
は
、
二
人
の
誕
生
後
の
様
子
に
も
波
及
し
て
い
る
。
光

源
氏
は
、
そ
の
誕
生
後
、
栄
え
あ
る
未
来
が
予
見
さ
れ
る
よ
う
な
輝
か
し
さ
を
伴

っ
て
描
か
れ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
冷
泉
院
の
皇
子
は
、
そ
の
将
来
性
の
乏
し
さ

が
誕
生
直
後
に
描
か
れ
る
こ
と
に
な
る
。

年
ご
ろ
あ
り
て
、
ま
た
男
御
子
を
産
み
た
ま
ひ
つ
。
そ
こ
ら
さ
ぶ
ら
ひ
た
ま

ふ
御
方
々
に
か
か
る
こ
と
な
く
て
年
ご
ろ
に
な
り
に
け
る
を
、
お
ろ
か
な
ら

ざ
り
け
る
御
宿
世
な
ど
世
人
お
ど
ろ
く
。
帝
は
、
ま
し
て
限
り
な
く
め
づ
ら

し
と
、
こ
の
今
宮
を
ば
思
ひ
き
こ
え
た
ま
へ
り
。
お
り
ゐ
た
ま
は
ぬ
世
な
ら

ま
し
か
ば
、
い
か
に
か
ひ
あ
ら
ま
し
、
今
は
何
ご
と
も
は
え
な
き
世
と
、
い

と
口
惜
し
と
な
ん
思
し
け
る
。

（
⑤
竹
河
・
一
〇
四
〜
一
〇
五
）

「
お
り
ゐ
た
ま
は
ぬ
世
な
ら
ま
し
か
ば
、
い
か
に
か
ひ
あ
ら
ま
し
、
今
は
何
ご

と
も
は
え
な
き
世
と
、
い
と
口
惜
し
と
な
ん
思
し
け
る
」
と
あ
る
よ
う
に
、
冷
泉

院
の
思
い
を
経
由
し
て
、
男
皇
子
の
将
来
性
の
乏
し
さ
が
明
る
み
に
な
る
。
こ
の

男
皇
子
の
存
在
は
、
鬚
黒
・
玉
鬘
家
に
と
っ
て
、
当
然
の
こ
と
で
は
あ
る
が
家
の

再
生
と
い
う
役
割
を
果
た
す
わ
け
で
も
な
く
、
ま
た
発
展
や
栄
華
に
向
け
て
の
再
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出
発
を
担
う
人
物
で
も
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
れ
は
冷
泉
院
の
権
力
の

問
題
と
も
絡
む
。
退
位
後
の
冷
泉
院
が
、
院
政
の
よ
う
に
力
を
保
持
し
え
な
く
な

っ
て
い
る
こ
と
は
、
そ
の
後
の
宇
治
十
帖
で
の
取
り
上
げ
ら
れ
方
か
ら
も
う
か
が

え
る
も
の
だ
。
冷
泉
院
は
、
橋
姫
巻
で
薫
と
八
宮
を
引
き
合
わ
せ
る
役
割
を
担
い

は
す
る
も
の
の
、
そ
の
後
の
物
語
に
は
姿
を
現
さ
な
い
。
政
治
向
き
の
事
柄
は
も

っ
ぱ
ら
今
上
帝
や
明
石
中
宮
の
意
向
が
示
さ
れ
る
の
み
で
あ
る
こ
と
か
ら
も
、
冷

泉
院
は
退
位
し
た
帝
と
い
う
立
場
以
上
の
力
は
持
ち
得
て
い
な
い
の
で
あ
ろ
う
。

だ
と
す
る
な
ら
ば
、
冷
泉
院
の
男
皇
子
も
光
源
氏
的
な
飛
躍
は
想
像
し
え
な
い
と

い
う
こ
と
は
十
分
推
測
が
可
能
な
は
ず
で
あ
る
。
構
図
的
に
は
よ
く
似
て
い
な
が

ら
も
、
こ
の
男
皇
子
に
は
光
源
氏
の
よ
う
な
人
生
は
用
意
さ
れ
て
は
い
な
い
の
だ
。

そ
れ
は
ひ
と
え
に
、
家
再
生
の
遺
志
を
託
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
に
端
を
発
す
る
も

の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
、
光
源
氏
が
い
か
に
稀
有
で
一
回
的
な
性
質
を
伴
っ
た
人
物
で
あ

っ
た
か
を
再
認
識
さ
せ
る
も
の
で
も
あ
ろ
う
。
こ
の
桐
壺
巻
の
光
源
氏
に
よ
く
似

せ
ら
れ
た
冷
泉
院
の
皇
子
誕
生
の
物
語
は
、
光
源
氏
の
特
異
性
を
浮
き
彫
り
に
す

る
も
の
だ
っ
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

四
　
竹
河
巻
の
構
造
と
の
関
連

前
節
ま
で
、
竹
河
巻
に
お
け
る
桐
壺
巻
の
な
ぞ
り
の
問
題
を
取
り
上
げ
、
そ
の

意
味
に
つ
い
て
検
討
し
て
き
た
。
特
に
、
竹
河
巻
に
み
ら
れ
る
冷
泉
院
の
皇
子
の

誕
生
に
つ
い
て
光
源
氏
の
誕
生
経
緯
と
の
関
連
性
に
つ
い
て
指
摘
し
、
冷
泉
院
の

皇
子
が
光
源
氏
と
よ
く
似
通
っ
た
か
た
ち
で
登
場
し
な
が
ら
も
、
光
源
氏
と
は
異

な
っ
て
、
そ
の
誕
生
に
か
か
わ
り
「
家
の
再
生
」
と
い
う
課
題
を
担
わ
さ
れ
て
は

い
な
い
こ
と
を
述
べ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
点
が
桐
壺
巻
の
な
ぞ
り
の
意
味
す
る
と

こ
ろ
だ
と
考
え
ら
れ
る
と
し
た
。
こ
の
よ
く
似
通
っ
た
両
者
の
差
異
に
目
を
向
け

る
こ
と
で
、
光
源
氏
の
特
異
性
・
超
越
性
が
光
源
氏
死
後
の
世
界
を
描
く
竹
河
巻

に
至
っ
て
再
確
認
で
き
る
よ
う
に
形
作
ら
れ
て
い
る
と
み
ら
れ
る
。
そ
の
点
か
ら

す
れ
ば
、
光
源
氏
は
冷
泉
院
の
皇
子
と
対
照
さ
れ
な
が
ら
賛
美
さ
れ
て
い
る
よ
う

に
見
え
る
。
だ
が
、
は
た
し
て
そ
の
賛
美
は
全
面
的
な
も
の
な
の
か
、
あ
る
い
は

光
源
氏
の
賛
美
が
こ
の
巻
の
意
図
す
る
と
こ
ろ
の
一
つ
で
あ
る
か
ど
う
か
の
判
断

に
つ
い
て
は
慎
重
を
要
す
る
。
と
い
う
の
も
、
前
稿
、
前
々
稿
で
検
討
し
た
と
こ

ろ
で
は
、
竹
河
巻
の
進
行
過
程
と
光
源
氏
賛
美
は
関
連
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
か
ら

だ
。

（
　
）

竹
河
巻
が
進
行
し
て
い
く
に
従
い
、
光
源
氏
の
権
威
や
超
越
性
は
も
は
や
力

を
持
ち
得
な
く
な
っ
て
い
く
さ
ま
が
見
て
取
れ
る
の
だ
。
詳
細
に
つ
い
て
は
そ
れ

ぞ
れ
の
稿
を
参
照
し
て
い
た
だ
く
と
し
て
、
こ
こ
で
は
、
前
稿
、
前
々
稿
に
お
い

て
述
べ
た
と
こ
ろ
の
概
要
を
以
下
に
示
す
の
み
と
す
る
。

検
討
材
料
と
し
て
ま
ず
取
り
上
げ
た
の
は
、
竹
河
巻
の
序
文
の
中
に
見
ら
れ
る

「
離
れ
た
ま
へ
り
し
」
と
い
う
表
現
で
あ
る
。
こ
の
表
現
は
、
親
疎
関
係
を
問
題

に
す
る
も
の
と
し
て
捉
え
る
べ
き
も
の
で
、
そ
の
立
場
に
立
つ
と
き
問
題
に
な
る

の
は
、
玉
鬘
家
は
い
つ
六
条
院
家
と
疎
遠
に
な
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

そ
れ
は
ま
さ
に
竹
河
巻
の
内
部
で
進
行
し
て
い
く
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
を

私
見
と
し
て
提
起
し
た
。
具
体
的
に
は
、
夕
霧
の
玉
鬘
方
へ
の
対
応
が
変
化
し
て

い
く
中
に
、
両
者
の
類
縁
関
係
の
破
綻
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。「
こ
の
院
荒

ら
さ
ず
、
ほ
と
り
の
大
路
な
ど
人
影
離
れ
は
つ
ま
じ
う
」（
⑤
匂
兵
部
卿
・
二
〇
）

と
、
光
源
氏
の
遺
志
に
沿
お
う
と
す
る
あ
り
方
を
当
初
は
示
す
も
の
の
、
そ
こ
か

ら
徐
々
に
逸
脱
し
て
い
く
。
匂
兵
部
卿
巻
や
竹
河
巻
の
前
半
で
み
ら
れ
た
、
光
源

氏
の
遺
志
を
尊
重
し
、
玉
鬘
を
厚
遇
し
よ
う
と
す
る
夕
霧
の
姿
は
、
竹
河
巻
末
に

向
か
う
に
し
た
が
い
見
ら
れ
な
く
な
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
最
終
的
に
玉
鬘
家

は
夕
霧
に
よ
っ
て
切
り
捨
て
ら
れ
、
没
落
へ
と
向
か
う
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
っ

た
。
六
条
院
家
と
玉
鬘
家
の
関
係
崩
壊
こ
そ
が
、
竹
河
巻
に
お
い
て
悪
御
達
に
よ

っ
て
語
ら
れ
た
物
語
で
あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
。
悪
御
達
の
語
り
は
、
光
源
氏
亡
き

後
、
そ
の
不
在
を
追
懐
し
つ
つ
も
、
実
際
の
と
こ
ろ
は
玉
鬘
方
の
視
線
に
よ
っ
て

明
る
み
に
さ
れ
る
六
条
院
家
の
享
楽
的
な
暮
ら
し
ぶ
り
や
、
光
源
氏
の
遺
言
と
し

て
の
玉
鬘
厚
遇
を
果
た
さ
ぬ
夕
霧
の
姿
を
露
わ
に
映
し
出
す
。
こ
の
こ
と
は
、
光

源
氏
を
尊
重
し
よ
う
と
し
た
夕
霧
を
し
て
光
源
氏
の
遺
志
が
今
や
効
力
を
持
た
な

10
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い
こ
と
を
も
明
確
に
示
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。
匂
兵
部
卿
巻
に
見
ら
れ
た
夕
霧
の

光
源
氏
尊
重
の
念
と
そ
の
あ
り
よ
う
は
、
竹
河
巻
に
お
い
て
真
相
を
あ
ぶ
り
だ
さ

れ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
う
し
た
事
柄
を
よ
り
明
瞭
に
示
す
役
割

が
竹
河
巻
の
序
文
に
あ
っ
た
「
ひ
が
事
」
と
い
う
一
語
で
あ
る
。「
紫
の
ゆ
か
り
」

の
語
り
に
み
ら
れ
る
匂
兵
部
卿
巻
の
夕
霧
は
、
光
源
氏
の
遺
志
を
引
き
継
ぎ
、
縁

故
者
を
後
見
・
庇
護
し
た
と
さ
れ
て
い
た
が
、
実
際
の
と
こ
ろ
は
玉
鬘
の
切
り
捨

て
を
行
い
、
光
源
氏
の
遺
志
に
背
い
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
を
述
べ
る
の
が
悪
御

達
の
主
目
的
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
た
。
つ
ま
り
、
悪
御
達
の
語
り
と
は
、

光
源
氏
尊
重
の
念
が
ど
れ
ほ
ど
の
も
の
で
あ
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に

す
る
、
い
わ
ば
異
議
申
し
立
て
・
疑
義
を
中
心
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

そ
し
て
、
こ
の
こ
と
は
、
光
源
氏
の
遺
志
が
形
骸
化
し
て
い
る
こ
と
を
浮
き
彫
り

に
し
、
そ
の
影
響
力
の
永
遠
性
の
否
定
、
終
焉
ま
で
を
も
語
っ
て
い
る
の
だ
と
み

ら
れ
る
。

以
上
が
こ
れ
ま
で
に
検
討
し
て
き
た
内
容
で
あ
る
。
こ
の
流
れ
に
沿
う
な
ら
ば
、

光
源
氏
賛
美
の
あ
り
よ
う
に
つ
い
て
は
、
竹
河
巻
の
物
語
の
推
移
と
あ
わ
せ
て
検

討
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

冷
泉
院
の
男
皇
子
の
誕
生
は
巻
の
後
半
部
に
見
ら
れ
る
が
、
こ
の
皇
子
の
誕
生

後
、
玉
鬘
家
に
対
す
る
周
囲
の
風
当
た
り
は
本
格
的
に
強
ま
っ
て
い
る
。
誕
生
記

事
の
直
後
に
、

女
一
の
宮
を
限
り
な
き
も
の
に
思
ひ
き
こ
え
た
ま
ひ
し
を
、
か
く
さ
ま
ざ
ま

に
う
つ
く
し
く
て
数
そ
ひ
た
ま
へ
れ
ば
、
め
づ
ら
か
な
る
方
に
て
、
い
と
こ

と
に
思
い
た
る
を
な
ん
、
女
御
も
、
あ
ま
り
か
う
て
は
も
の
し
か
ら
む
と
御

心
動
き
け
る
。
事
に
ふ
れ
て
安
か
ら
ず
く
ね
く
ね
し
き
こ
と
出
で
来
な
ど
し

て
、
お
の
づ
か
ら
御
仲
も
隔
た
る
べ
か
め
り
。
世
の
こ
と
と
し
て
、
数
な
ら

ぬ
人
の
仲
ら
ひ
に
も
、
も
と
よ
り
こ
と
わ
り
え
た
る
方
に
こ
そ
、
あ
い
な
き

お
ほ
よ
そ
の
人
も
心
を
寄
す
る
わ
ざ
な
め
れ
ば
、
院
の
内
の
上
下
の
人
々
、

い
と
や
む
ご
と
な
く
て
久
し
く
な
り
た
ま
へ
る
御
方
に
の
み
こ
と
わ
り
て
、

は
か
な
い
こ
と
に
も
、
こ
の
御
方
ざ
ま
を
よ
か
ら
ず
と
り
な
し
な
ど
す
る
を
、

御
せ
う
と
の
君
た
ち
も
、「
さ
れ
ば
よ
。
あ
し
う
や
は
聞
こ
え
お
き
け
る
」

と
い
と
ど
申
し
た
ま
ふ
。
心
や
す
か
ら
ず
、
聞
き
苦
し
き
ま
ま
に
、「
か
か

ら
で
、
の
ど
や
か
に
め
や
す
く
て
世
を
過
ぐ
す
人
も
多
か
め
り
か
し
。
限
り

な
き
幸
ひ
な
く
て
、
宮
仕
の
筋
は
思
ひ
よ
る
ま
じ
き
わ
ざ
な
り
け
り
」
と
、

大
上
は
嘆
き
た
ま
ふ
。

（
⑤
竹
河
・
一
〇
四
〜
一
〇
五
）

と
描
か
れ
、
玉
鬘
家
の
苦
境
が
顕
在
化
し
て
い
く
。
さ
ら
に
、
し
ば
ら
く
後
の
記

述
か
ら
巻
末
に
か
け
て
も
昇
進
に
関
す
る
話
題
が
出
て
く
る
が
、「
よ
ろ
こ
び
し

た
ま
へ
る
人
々
、
こ
の
御
族
（
六
条
院
家
・
紅
梅
大
納
言
家
）
よ
り
外
に
人
な
き

こ
ろ
ほ
ひ
に
な
ん
あ
り
け
る
」（
⑤
竹
河
・
一
〇
七
）
と
二
家
ば
か
り
が
栄
進
し
、

「
右
兵
衛
督
、
右
大
弁
に
て
、
み
な
非
参
議
な
る
を
愁
は
し
と
思
へ
り
。
侍
従
と

聞
こ
ゆ
め
り
し
ぞ
、
こ
の
こ
ろ
頭
中
将
と
聞
こ
ゆ
め
る
。
年
齢
の
ほ
ど
は
か
た
は

な
ら
ね
ど
、
人
に
後
る
と
嘆
き
た
ま
へ
り
」（
⑤
竹
河
・
一
一
三
）
と
、
玉
鬘
家

の
息
子
た
ち
は
こ
と
ご
と
く
六
条
院
家
や
紅
梅
大
納
言
家
に
差
を
つ
け
ら
れ
て
し

ま
っ
た
と
い
う
。
玉
鬘
家
の
没
落
・
退
廃
が
予
見
さ
れ
る
内
容
で
あ
る
が
、
こ
の

こ
と
は
玉
鬘
の
苦
境
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
光
源
氏
の
遺
志
と
は
異
な
る
方
向

性
で
玉
鬘
の
後
半
生
・
晩
年
は
動
い
て
い
く
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
。

六
条
院
に
は
、
す
べ
て
、
な
ほ
、
昔
に
変
ら
ず
数
ま
へ
き
こ
え
た
ま
ひ
て
、

亡
せ
た
ま
ひ
な
む
後
の
こ
と
ど
も
書
き
お
き
た
ま
へ
る
御
処
分
の
文
ど
も
に

も
、
中
宮
の
御
次
に
加
へ
た
て
ま
つ
り
た
ま
へ
れ
ば
、
右
の
大
殿
な
ど
は
、

な
か
な
か
そ
の
心
あ
り
て
、
さ
る
べ
き
を
り
を
り
訪
れ
き
こ
え
た
ま
ふ
。

（
竹
河
、
六
〇
）

引
用
し
た
箇
所
内
に
見
受
け
ら
れ
る
光
源
氏
の
遺
志
は
、
鬚
黒
と
結
婚
し
て
も

な
お
一
族
の
範
疇
に
玉
鬘
を
位
置
づ
け
る
も
の
で
あ
っ
た
と
み
え
、
夕
霧
も
そ
れ

に
準
じ
た
対
応
を
当
初
は
と
っ
て
い
た
と
さ
れ
る
。
し
か
し
、
昇
進
の
記
事
に
お
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い
て
は
、
明
ら
か
な
差
を
つ
け
ら
れ
て
お
り
、
も
は
や
一
族
の
範
疇
に
は
据
え
置

か
れ
て
い
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
光
源
氏
の
遺
志
は

顧
み
ら
れ
る
こ
と
が
な
く
な
っ
て
い
き
、
忘
れ
去
ら
れ
て
い
く
。
こ
の
こ
と
は
、

光
源
氏
の
意
向
は
も
は
や
力
を
持
ち
得
な
く
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
示
し
て

い
よ
う
。
表
面
的
に
は
賛
美
の
対
象
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
い
て
、
実
の

と
こ
ろ
光
源
氏
は
過
去
の
存
在
で
あ
る
こ
と
を
決
定
づ
け
ら
れ
、
物
語
か
ら
退
場

す
る
こ
と
を
強
い
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
、
光
源
氏
の
時
代
は
終
焉
を
迎
え

て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

こ
こ
に
、
桐
壺
巻
の
な
ぞ
り
、
す
な
わ
ち
光
源
氏
と
冷
泉
院
の
男
皇
子
の
問
題

は
ど
の
よ
う
に
関
わ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
冷
泉
院
の
男
皇
子
と
光
源
氏
の
対
照
は
、

光
源
氏
の
人
生
の
一
回
的
な
性
質
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
、
そ
の
点
に
お
い
て
は
稀

有
で
超
越
的
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
想
起
さ
せ
も
す
る
。
だ
が
、
結
局
は
前
述

の
ご
と
く
、
光
源
氏
は
い
か
に
賛
美
さ
れ
よ
う
と
も
、
竹
河
巻
が
進
行
す
る
中
で
、

そ
の
権
威
性
は
引
き
失
わ
れ
て
い
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
こ
の
男
皇
子
と
の
対

照
は
、
光
源
氏
の
特
異
性
を
示
す
も
の
で
は
あ
る
も
の
の
、
巻
全
体
の
中
に
お
い

て
は
、
光
源
氏
が
絶
対
的
な
存
在
で
あ
り
続
け
る
こ
と
を
許
容
し
な
い
語
り
の
中

に
引
き
合
い
に
出
さ
れ
つ
つ
、
最
後
は
回
収
さ
れ
て
し
ま
う
も
の
で
あ
っ
た
。

五
　
ま
と
め

こ
こ
ま
で
、
竹
河
巻
に
お
い
て
桐
壺
巻
の
な
ぞ
り
が
見
ら
れ
る
箇
所
に
つ
い
て

検
討
し
て
き
た
。
そ
の
際
、
匂
宮
三
帖
と
い
う
枠
組
み
の
中
で
こ
の
問
題
を
と
ら

え
返
し
た
。
こ
の
一
連
の
巻
々
は
、
宇
治
十
帖
へ
の
架
け
橋
と
し
て
の
み
機
能
し

て
い
る
の
で
は
な
く
、
正
編
の
物
語
内
容
の
結
末
部
、
閉
じ
目
と
し
て
の
役
割
を

も
担
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
う
し
た
性
質
を
持
っ
た
巻
と
し
て
竹
河
巻
を
と

ら
え
る
と
き
、
桐
壺
巻
の
な
ぞ
り
の
場
面
も
、
正
編
の
物
語
を
閉
じ
る
は
た
ら
き

を
担
っ
て
い
る
の
だ
と
考
え
る
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
。
具
体
的
に
は
、
光
源
氏

の
権
威
や
理
想
性
、
一
回
性
の
問
題
が
、
桐
壺
巻
の
光
源
氏
と
竹
河
巻
の
冷
泉
院

男
皇
子
の
誕
生
の
対
照
を
要
求
し
な
が
ら
現
出
し
て
く
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、

そ
れ
は
単
に
光
源
氏
と
い
う
稀
有
な
存
在
を
強
調
す
る
こ
と
の
み
で
終
息
す
る
の

で
は
な
い
。
竹
河
巻
の
物
語
全
体
を
通
し
て
示
さ
れ
る
玉
鬘
家
の
退
廃
と
い
う
問

題
に
目
を
向
け
れ
ば
、
光
源
氏
は
賛
美
さ
れ
な
が
ら
も
、
玉
鬘
家
の
衰
退
と
機
を

一
に
し
な
が
ら
、
同
時
進
行
的
に
そ
の
権
威
は
形
骸
化
し
、
忘
れ
去
ら
れ
て
い
く
。

過
去
の
稀
な
る
現
象
、
一
回
性
の
強
い
人
生
、
再
現
不
可
能
な
存
在
と
し
て
光
源

氏
は
描
か
れ
る
も
の
の
、
結
局
は
こ
の
世
を
去
っ
た
後
に
は
絶
対
的
存
在
と
し
て

残
り
え
な
い
こ
と
が
確
認
さ
れ
て
い
る
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
う
し
た
意
味
で

は
、
桐
壺
巻
の
な
ぞ
り
は
、
光
源
氏
が
稀
有
な
存
在
で
あ
る
こ
と
を
一
度
は
示
し

つ
つ
、
そ
の
権
威
と
絶
対
性
の
問
題
を
俎
上
に
乗
せ
る
役
割
を
担
っ
て
い
た
と
み

ら
れ
る
。

最
後
に
、
光
源
氏
の
位
置
づ
け
が
、
そ
の
死
後
に
お
い
て
過
去
の
存
在
へ
と
移

行
し
て
い
く
こ
と
に
つ
い
て
、
宇
治
十
帖
の
中
に
も
そ
れ
を
示
唆
す
る
と
思
し
き

箇
所
が
存
す
る
こ
と
を
述
べ
て
お
き
た
い
。
次
に
引
く
宿
木
巻
の
一
節
で
あ
る
。

「
故
院
の
亡
せ
た
ま
ひ
て
後
、
二
三
年
ば
か
り
の
末
に
、
世
を
背
き
た
ま
ひ

し
嵯
峨
院
に
も
、
六
条
院
に
も
、
さ
し
の
ぞ
く
人
の
心
を
さ
め
ん
方
な
く
な

ん
は
べ
り
け
る
。
木
草
の
色
に
つ
け
て
も
、
涙
に
く
れ
て
の
み
な
ん
帰
り
は

べ
り
け
る
。
か
の
御
あ
た
り
の
人
は
、
上
下
心
浅
き
人
な
く
こ
そ
は
べ
り
け

れ
、
方
々
集
ひ
も
の
せ
ら
れ
け
る
人
々
も
、
み
な
所
ど
こ
ろ
あ
か
れ
散
り
つ

つ
、
お
の
お
の
思
ひ
離
る
る
住
ま
ひ
を
し
た
ま
ふ
め
り
し
に
、
は
か
な
き
ほ

ど
の
女
房
な
ど
は
、
ま
し
て
心
を
さ
め
ん
方
な
く
お
ぼ
え
け
る
ま
ま
に
、
も

の
お
ぼ
え
ぬ
心
に
任
せ
つ
つ
山
、
林
に
入
り
ま
じ
り
、
す
ず
ろ
な
る
田
舎
人

に
な
り
な
ど
、
あ
は
れ
に
ま
ど
ひ
散
る
こ
そ
多
く
は
べ
り
け
れ
。
さ
て
、
な

か
な
か
み
な
荒
ら
し
は
て
、
忘
れ
草
生
ほ
し
て
後
な
ん
、
こ
の
右
大
臣
も
渡

り
住
み
、
宮
た
ち
な
ど
も
方
々
も
の
し
た
ま
へ
ば
、
昔
に
返
り
た
る
や
う
に

は
べ
め
る
。」

（
⑥
宿
木
・
三
九
五
〜
三
九
六
）



竹
河
巻
に
お
け
る
桐
壺
巻
の
な
ぞ
り
　
廏
野

九

こ
の
箇
所
は
、
夕
霧
の
娘
六
の
君
と
匂
宮
の
結
婚
が
お
し
進
め
ら
れ
て
い
く
中
、

悲
嘆
に
く
れ
、
宇
治
を
恋
う
中
君
に
対
し
て
薫
が
か
け
た
言
葉
で
あ
る
。
こ
の
中

で
薫
は
六
条
院
の
荒
廃
に
言
及
し
て
い
る
。
六
条
院
の
荒
廃
は
、
そ
れ
以
前
の

巻
々
に
は
見
え
な
い
内
容
だ
。
こ
の
箇
所
に
つ
い
て
、
玉
上
卓
彌
氏
は
「
六
条
の

院
を
維
持
経
営
す
る
力
が
夕
霧
に
な
か
っ
た
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
」
と
す
る
。

（
　
）

た
し
か
に
夕
霧
が
こ
の
段
階
で
光
源
氏
並
み
の
力
を
持
ち
得
て
い
た
と
は
考
え
に

く
い
こ
と
も
あ
り
、
そ
の
可
能
性
は
否
め
な
い
。
だ
が
、
薫
の
言
に
従
え
ば
、
相

当
に
荒
廃
が
進
ん
だ
後
に
夕
霧
が
移
り
住
み
、
よ
う
や
く
再
興
さ
れ
た
こ
と
に
な

る
。
こ
の
荒
廃
が
進
む
期
間
の
長
さ
は
わ
か
ら
な
い
も
の
の
、
あ
る
程
度
の
時
間

の
経
過
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
み
ら
れ
る
。
夕
霧
が
光
源
氏
並
み
の
力
を
持

ち
え
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
こ
こ
ま
で
荒
廃
を
進
め
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
は
考

え
う
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
い
か
よ
う
な
理
由
が
あ
る
の
か
は
定
め
が
た
い
と
こ
ろ

で
は
あ
る
の
だ
が
、
か
つ
て
光
源
氏
の
権
力
の
象
徴
と
し
て
あ
っ
た
六
条
院
は
、

も
は
や
そ
の
主
を
光
源
氏
と
人
々
が
見
な
し
得
な
く
な
り
つ
つ
あ
る
こ
と
が
浮
き

彫
り
に
な
っ
て
い
る
箇
所
だ
と
言
え
る
の
で
は
な
い
か
。
少
な
く
と
も
、
光
源
氏

の
余
慶
を
も
っ
て
六
条
院
が
存
続
し
て
い
る
の
で
は
な
い
こ
と
は
確
か
だ
。
そ
の

意
味
で
、
光
源
氏
は
過
去
の
存
在
に
帰
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。

（
　
）

こ
の
箇
所
に
は
さ
ら
な
る
問
題
も
潜
ん
で
い
る
。
前
に
引
用
し
た
箇
所
で
あ
る

が
、
匂
兵
部
卿
巻
に
お
い
て
、
夕
霧
は
「
こ
の
院
荒
ら
さ
ず
、
ほ
と
り
の
大
路
な

ど
、
人
影
離
れ
果
つ
ま
じ
う
」
と
述
べ
て
い
た
。
明
ら
か
に
薫
の
語
っ
た
と
こ
ろ

と
の
間
に
矛
盾
が
存
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
竹
河
巻
の
捉
え
方
に
も
影

響
を
及
ぼ
す
余
地
が
あ
る
。
匂
兵
部
卿
巻
の
内
容
に
対
し
て
、
竹
河
巻
の
語
り
手

で
あ
る
悪
御
達
は
し
ば
し
ば
信
憑
性
の
な
い
語
り
だ
と
み
な
さ
れ
る
が
、
こ
の
箇

所
の
存
在
は
、
そ
の
捉
え
方
に
つ
い
て
再
考
を
要
す
る
こ
と
を
迫
る
。
匂
兵
部
卿

巻
で
語
ら
れ
た
内
容
が
、
必
ず
し
も
正
し
い
見
解
で
あ
る
と
は
み
な
せ
な
く
な
る

の
で
あ
る
。
そ
の
点
に
お
い
て
、
悪
御
達
の
語
り
の
信
憑
性
の
判
断
に
つ
い
て
は
、

慎
重
な
態
度
を
と
ら
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
付
言
し
て
お
く
。
こ
う
し
た

問
題
と
あ
わ
せ
、
竹
河
巻
に
お
け
る
桐
壺
巻
以
外
の
巻
と
の
類
似
点
に
つ
い
て
は
、

機
を
あ
ら
た
め
検
討
し
た
い
。

注（
１
）
表
現
、
内
容
を
は
じ
め
と
し
た
多
く
の
点
で
問
題
を
は
ら
む
巻
と
し
て
認
識
さ
れ
、
ま
た

作
者
別
人
説
が
提
起
さ
れ
た
こ
と
も
あ
り
、他
巻
に
比
し
て
低
い
評
価
が
な
さ
れ
て
き
た
。

こ
の
巻
に
関
す
る
研
究
史
に
つ
い
て
は
、
池
田
一
臣
「
匂
宮
・
紅
梅
・
竹
河
三
帖
の
成
立
」

（『
講
座
　
源
氏
物
語
の
世
界
』
七
・
有
斐
閣
・
昭
和
五
七
年
）
や
、
竹
河
巻
研
究
史
を
概

括
し
た
、
星
山
健
「「
竹
河
」
巻
論
序
説
―
―
語
り
手
「
悪
御
達
」
に
よ
る
物
語
取
り
と

そ
の
意
図
」（『
新
物
語
研
究
』
四
・
若
草
書
房
・
平
成
八
年
）
な
ど
が
詳
し
い
。

（
２
）
武
田
宗
俊
「「
竹
河
の
巻
」
に
就
い
て
―
―
そ
の
紫
式
部
の
作
で
あ
り
得
な
い
こ
と
に
就

い
て
―
―
」（『
源
氏
物
語
の
研
究
』
岩
波
書
店
・
昭
和
二
九
年
）。
作
者
別
人
説
に
つ
い

て
は
、
そ
の
真
偽
が
定
め
が
た
い
と
こ
ろ
が
あ
る
。
現
時
点
で
は
態
度
を
保
留
に
し
つ
つ
、

『
源
氏
物
語
』
の
中
の
一
帖
と
し
て
、
現
行
の
巻
序
で
読
ま
れ
て
き
た
こ
と
を
重
視
し
、

単
に
四
十
四
番
目
の
巻
と
し
て
と
ら
え
て
い
く
。

（
３
）
前
掲
注
（
２
）
武
田
氏
論
文
参
照
。

（
４
）
國
枝
久
美
子
「「
竹
河
」
巻
の
筋
立
て
と
描
写
―
―
他
の
巻
々
と
の
類
似
性
に
つ
い
て
―

―
」（『
国
文
鶴
見
』
一
九
・
昭
和
五
九
年
）

（
５
）
前
掲
注
（
１
）
星
山
氏
論
文
参
照
。

（
６
）
星
山
氏
は
、
玉
鬘
大
君
と
蔵
人
少
将
や
薫
の
不
義
密
通
を
予
見
さ
せ
な
が
ら
、
そ
れ
が
実

際
に
は
実
現
さ
れ
な
い
こ
と
で
、間
接
的
に
冷
泉
院
や
薫
の
出
生
の
秘
密
も
存
在
し
な
い
、

つ
ま
り
「
紫
の
ゆ
か
り
」
の
語
り
は
「
ひ
が
事
」
だ
と
悪
御
達
は
語
ろ
う
と
し
て
い
る
の

だ
と
す
る
。
だ
が
、
竹
河
巻
で
は
密
通
が
起
こ
ら
な
い
こ
と
を
理
由
に
、
正
編
の
二
つ
の

密
通
事
件
も
捏
造
さ
れ
た
も
の
と
主
張
し
て
い
る
と
解
せ
る
か
ど
う
か
に
は
疑
問
が
残

る
。

（
７
）
陣
野
英
則
「「
光
源
氏
の
物
語
」
と
し
て
の
匂
宮
三
帖
」（『
学
術
研
究
』
四
七
・
早
稲
田

大
学
教
育
学
部
・
平
成
一
一
年
）
参
照
。

（
８
）『
源
氏
物
語
』
本
文
の
引
用
は
、
小
学
館
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
『
源
氏
物
語
』
に
拠

11

12



千
葉
経
済
大
学
短
期
大
学
部
研
究
紀
要
　
第
７
号

一
〇

っ
た
。
な
お
、
引
用
す
る
際
に
は
、
末
尾
に
巻
数
・
巻
名
・
掲
載
ペ
ー
ジ
数
を
括
弧
付
き

で
付
す
。

（
９
）
日
向
一
雅
「
光
源
氏
論
へ
の
一
視
点
―
―
「
家
」
の
遺
志
と
王
権
と
―
―
」（『
源
氏
物
語

の
主
題
　
家
の
遺
志
と
宿
世
の
物
語
の
構
造
』
桜
楓
社
・
昭
和
五
八
年
）、「
桐
壺
帝
と
桐

壺
更
衣
―
―
親
政
の
理
想
と
「
家
」
の
遺
志
、
そ
し
て
「
長
恨
」
の
主
題
―
―
」（『
源
氏

物
語
の
準
拠
と
話
型
』
至
文
堂
・
平
成
一
一
年
）
参
照
。

（
10
）
拙
稿
「『
源
氏
物
語
』
竹
河
巻
冒
頭
表
現
考
―
―
切
り
捨
て
ら
れ
る
玉
鬘
一
家
と
形
骸
化

す
る
光
源
氏
の
遺
志
―
―
」（『
千
葉
経
済
大
学
短
期
大
学
部
紀
要
』
五
・
平
成
二
一
年
）、

「「
落
ち
と
ま
り
残
れ
る
」
悪
御
達
―
―
「『
源
氏
物
語
』
竹
河
巻
冒
頭
表
現
考
」
補
遺
―

―
」（『
千
葉
経
済
大
学
短
期
大
学
部
紀
要
』
六
・
平
成
二
二
年
）。

（
11
）
玉
上
卓
彌
『
源
氏
物
語
評
釈
』
一
一
（
角
川
書
店
・
昭
和
四
三
年
）

（
12
）
池
田
節
子
「
光
源
氏
は
、
ど
の
よ
う
に
、
第
三
部
に
登
場
し
て
い
る
か
」『
源
氏
物
語
の

解
釈
と
鑑
賞
　
宿
木
（
前
半
）』（
至
文
堂
・
平
成
一
七
年
）
で
は
、「
六
条
院
が
一
度
荒

廃
し
て
か
ら
復
活
し
た
と
い
う
こ
と
は
、
六
条
院
の
死
と
再
生
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
ろ

う
。「
宿
木
」
巻
は
久
々
に
舞
台
が
都
に
戻
っ
た
巻
で
あ
る
が
、
都
の
世
界
が
源
氏
色
を

払
拭
し
て
、
新
し
い
時
代
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
が
、
こ
の
言
及
に
よ
っ
て
示
さ
れ
て
い

る
と
い
え
よ
う
。
だ
が
、『
源
氏
物
語
』
は
、
正
編
を
超
え
て
新
し
く
展
開
し
て
い
く
か

と
い
う
と
、
そ
う
は
な
ら
な
い
。「
宿
木
」
巻
は
、
中
の
君
の
煩
悶
が
紫
の
上
の
そ
れ
に

酷
似
す
る
な
ど
、
正
編
の
二
番
煎
じ
と
思
わ
れ
る
箇
所
が
少
な
く
な
い
。
や
が
て
突
然
浮

舟
が
登
場
し
て
、
舞
台
は
再
び
宇
治
に
移
る
。
物
語
が
沈
滞
し
て
い
る
こ
と
と
、
光
源
氏

へ
の
言
及
が
多
い
こ
と
は
無
関
係
で
は
な
い
の
で
は
な
い
か
。
光
源
氏
の
時
代
は
過
ぎ
去

っ
た
と
し
て
、
光
源
氏
を
越
え
よ
う
と
す
る
が
越
え
ら
れ
な
い
。
つ
ま
り
都
で
は
、
正
編

の
物
語
と
光
源
氏
の
存
在
が
大
き
す
ぎ
て
、
物
語
が
有
効
に
展
開
し
て
い
か
な
い
よ
う
に

思
わ
れ
る
。」
と
し
て
い
る
。


