
は
じ
め
に

中
世
に
至
っ
て
新
し
い
ジ
ャ
ン
ル
を
形
成
す
る
よ
う
に
な
っ
た
能
楽

が
、
様
々
な
古
典
文
学
を
本
説
に
採
用
し
、
素
材
の
幅
を
広
げ
て
き
た

こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
特
に
『
源
氏
物
語
』
を
本
説
と
し
た
、

所
謂
「
源
氏
能
」「
源
氏
物
」
と
呼
ば
れ
る
作
品
は
、
現
行
曲
で
は

《
葵
上
》《
浮
舟
》《
源
氏
供
養
》《
須
磨
源
氏
》《
住
吉
詣
》《
玉
鬘
》

《
野
宮
》《
半
蔀
》《
夕
顔
》
の
九
曲
で
あ
り
、
そ
の
他
に
金
剛
流
の
み

復
曲
し
た
《
落
葉
》
を
加
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、
室
町
時
代

成
立
の
非
現
行
曲
と
し
て
は
、《
空
蝉
》《
木
霊
浮
舟
》《
陀
羅
尼
落
葉
》

な
ど
が
あ
り
、『
源
氏
物
語
』
の
詞
や
ス
ト
ー
リ
ー
が
一
曲
の
構
想
に

深
く
関
わ
っ
て
い
る
作
品
と
し
て
は
、《
朝
顔
》《
胡
蝶
》《
碁
》
な
ど

を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

『
源
氏
物
語
』
を
素
材
と
し
た
謡
曲
の
う
ち
、《
源
氏
供
養
》（
シ
テ

は
紫
式
部
）
と
《
須
磨
源
氏
》（
シ
テ
は
源
氏
）
を
除
き
、
主
人
公
の

シ
テ
は
皆
物
語
に
登
場
す
る
女
性
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
源
氏
と
交
際
し

て
い
た
多
様
な
女
性
が
能
の
主
人
公
と
し
て
積
極
的
に
取
り
入
れ
ら
れ

た
こ
と
の
表
れ
で
あ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
に
関
し
て
、
岡
崎
正
氏
は
、

『
源
氏
物
語
』
の
中
で
も
特
に
中
編
物
語
ま
た
は
短
編
物
語
を
構
成
す

る
女
性
が
謡
曲
の
シ
テ
と
な
り
、
そ
の
描
か
れ
方
と
し
て
夢
幻
能
の
構

成
が
取
ら
れ
て
い
る
と
い
う
共
通
点
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。1

中
で
も
、
夕
顔
と
い
う
女
性
は
、
朝
を
待
た
ず
に
萎
れ
て
し
ま
う
そ

の
花
の
よ
う
に
物
語
で
の
登
場
時
間
は
非
常
に
短
い
が
、
九
曲
の
現
行

曲
の
中
に
彼
女
の
逸
話
を
扱
っ
た
《
夕
顔
》
と
《
半
蔀
》
の
二
番
が
残

っ
て
い
て
、
源
氏
能
に
お
け
る
夕
顔
の
比
重
の
重
さ
を
う
か
が
う
こ
と

が
で
き
る
。
こ
れ
は
、
源
氏
能
の
成
立
と
特
徴
を
捉
え
る
に
は
、
夕
顔

関
連
曲
に
対
す
る
分
析
と
理
解
が
欠
か
せ
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
で
あ

ろ
う
。
本
稿
で
は
、
謡
曲
《
夕
顔
》
を
対
象
と
し
、
こ
の
曲
に
お
け
る

夢
幻
能
の
形
式
の
採
択
と
、
夕
顔
の
怪
死
を
扱
う
技
法
を
通
じ
て
、
そ

の
成
立
時
期
に
関
す
る
問
題
に
接
近
す
る
。
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一
　
謡
曲
《
夕
顔
》
を
め
ぐ
る
議
論

父
観
阿
弥
と
と
も
に
能
楽
の
大
成
を
成
し
遂
げ
た
世
阿
弥
は
、
そ
の

能
作
法
を
ま
と
め
た
『
三
道
』
で
能
の
主
人
公
に
ふ
さ
わ
し
い
女
体
に

つ
い
て
次
の
よ
う
に
語
る
。

一
、
女
体
の
能
姿
。
風
体
を
飾
り
て
書
く
べ
し
。
是
、
こ
と
に
舞

歌
の
本
風
た
り
。
其
内
に
於
き
て
、
上
々
の
風
体
あ
る
べ
し
。
あ

る
ひ
は
女
御
・
更
衣
、
葵
・
夕
顔
・
浮
舟
な
ど
と
申
た
る
貴
人
の

女
体
、
気
高
き
風
姿
の
、
世
の
常
な
ら
ぬ
か
ゝ
り
・
よ
そ
を
い
を
、

心
得
て
書
べ
し
。（
中
略
）
か
や
う
な
る
人
体
の
種
風
に
、
玉
の

中
の
玉
を
得
た
る
が
ご
と
く
な
る
事
あ
り
。
如
レ

此
の
貴
人
妙
体

の
見
風
の
上
に
、
あ
る
ひ
は
六
条
御
息
所
の
葵
の
上
に
付
祟
り
、

夕
顔
の
上
の
物
の
怪
に
取
ら
れ
、
浮
舟
の
憑
物
な
ど
と
て
、
見
風

の
便
り
あ
る
幽
花
（
の
）
種
、
逢
ひ
が
た
き
風
得
也
。（『
三
道
』、

一
三
七
〜
一
三
八
）2

こ
の
文
章
を
見
る
と
、
葵
上
・
夕
顔
・
浮
舟
の
三
人
は
物
の
怪
に
憑

か
れ
る
と
い
う
共
通
点
を
持
っ
て
お
り
、
世
阿
弥
は
そ
の
事
件
が
観
客

の
目
を
引
く
魅
力
的
な
素
材
で
あ
る
こ
と
に
注
目
し
て
い
る
。
こ
の
発

言
が
あ
っ
た
時
点
で
、
す
で
に
葵
上
と
浮
舟
の
こ
と
を
題
材
と
し
た
作

品
は
存
在
し
て
い
た
ら
し
い
が
、
夕
顔
の
場
合
は
明
確
で
な
い
。
も
し

前
掲
の
「
夕
顔
の
上
の
物
の
怪
に
取
ら
れ
」
と
あ
る
一
文
が
曲
の
存
在

を
前
提
と
す
る
な
ら
ば
、
夕
顔
関
連
曲
の
成
立
の
上
限
は
世
阿
弥
時
代

あ
る
い
は
そ
れ
以
前
に
遡
る
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
が
、
残
念
な
が
ら
、

確
か
な
こ
と
が
言
え
る
文
献
記
録
は
皆
無
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
夕
顔
関
連
の
曲
の
成
立
を
考
え
る
上
で
参
考
に
な
る
の

は
、
各
曲
の
演
能
記
録
で
あ
る
。
謡
曲
《
夕
顔
》
の
文
献
上
の
最
古
の

演
能
記
録
は
、
寛
正
六
年
（
一
四
六
五
）
二
月
二
十
八
日
、
観
世
大
夫

正
盛
の
上
演
（『
親
元
日
記
』）、《
半
蔀
》
は
天
文
十
年
（
一
五
四
一
）

正
月
二
日
（『
証
如
上
人
日
記
』）
で
あ
っ
て
《
夕
顔
》
よ
り
八
十
年
近

く
遅
れ
て
い
る
が
、3

こ
の
記
録
が
必
ず
し
も
曲
の
成
立
時
期
そ
の
も
の

を
表
す
と
は
限
ら
な
い
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

こ
れ
ら
の
成
立
問
題
に
関
し
て
、
西
村
聡
氏
が
《
半
蔀
》
の
成
立
を

「
十
五
世
紀
末
か
ら
十
六
世
紀
初
頭
ま
で
の
幅
」4

と
推
定
す
る
の
に
対

し
て
、
山
中
玲
子
氏
は
『
能
本
作
者
註
文
』（
大
永
四
年
成
立
、
一
五

二
四
）
が
内
藤
（
藤
）
左
衛
門
作
と
挙
げ
た
《
夕
兒
ノ
上
》
と
、
現
行

《
半
蔀
》
と
を
同
一
視
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
厳
密
に
は
不
明
で
あ
る

と
し
、『
能
楽
源
流
考
』
所
載
の
寛
正
六
年
（
一
四
六
五
）
の
演
能
記

録
に
見
ら
れ
る
《
夕
顔
》
を
現
行
《
半
蔀
》
と
全
く
同
じ
で
は
な
い
が
、

そ
れ
に
直
結
す
る
作
品
と
し
て
い
る
。5

こ
の
よ
う
な
議
論
か
ら
わ
か
る

よ
う
に
、
謡
曲
《
夕
顔
》
と
《
半
蔀
》
の
成
立
時
期
を
め
ぐ
る
問
題
は

ま
だ
決
着
が
つ
い
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

ま
た
、
謡
曲
《
夕
顔
》
の
作
者
に
関
し
て
は
、
表
章
氏
が
こ
れ
を
世
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阿
弥
作
で
あ
る
可
能
性
が
強
い
曲
と
捉
え
た
こ
と
に
よ
っ
て
世
阿
弥
作

の
可
能
性
が
浮
上
し
た
。6

と
こ
ろ
が
、
世
阿
弥
は
『
源
氏
物
語
』
を
積

極
的
に
取
り
入
れ
た
作
品
を
あ
ま
り
残
し
て
お
ら
ず
、
現
在
、
世
阿
弥

作
と
さ
れ
る
《
須
磨
源
氏
》7

を
見
て
も
、『
源
氏
物
語
』
と
直
接
関
わ

る
部
分
は
先
行
の
謡
物
の
借
用
の
み
で
、
謡
曲
の
制
作
に
お
い
て
物
語

的
構
想
が
新
た
に
再
構
成
さ
れ
た
と
は
言
い
難
い
。8

よ
っ
て
、
世
阿
弥

以
外
の
人
物
を
想
定
す
る
説
が
浮
上
す
る
よ
う
に
な
り
、
小
西
甚
一
氏

は
こ
れ
を
世
阿
弥
の
周
辺
の
人
物
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
準
世
阿
弥
作
と

説
明
し
、
世
阿
弥
作
と
非
常
に
近
い
と
こ
ろ
に
位
置
づ
け
た
。9

そ
う
す
る
と
、
こ
の
曲
は
い
つ
頃
誰
の
手
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
の
で

あ
ろ
う
か
。

二
　
夢
幻
能
の
形
式
と
謡
曲
《
夕
顔
》
の
成
立

《
夕
顔
》
の
現
存
最
古
の
上
演
記
録
が
寛
正
六
年
（
一
四
六
五
）
二

月
と
い
う
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
こ
の
曲
の
成
立
が
そ
れ
以
前
で
あ
る
こ

と
は
間
違
い
な
い
。
で
は
、
そ
の
上
限
は
ど
の
時
期
ま
で
遡
っ
て
よ
い

の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
問
題
と
関
連
し
て
検
討
し
た
い
の
は
、
本
曲
に
夢

幻
能
の
形
式
が
採
択
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

先
ほ
ど
述
べ
た
よ
う
に
、
本
曲
は
夕
顔
物
語
か
ら
謡
曲
へ
と
ジ
ャ
ン

ル
を
変
換
し
た
際
、
夢
幻
能
と
い
う
能
独
特
の
劇
作
形
式
を
採
択
し
て

い
る
。
夢
幻
能
と
は
能
を
代
表
す
る
形
式
で
、
名
所
を
訪
れ
た
旅
人
や

僧
侶
が
夢
幻
の
う
ち
に
神
・
幽
霊
の
よ
う
な
超
現
実
的
存
在
の
主
人
公

と
会
い
、
そ
の
地
に
ま
つ
わ
る
物
語
や
身
の
上
話
を
聞
く
と
い
う
筋
立

て
を
根
幹
と
す
る
。
夢
幻
能
と
い
う
名
称
は
、
全
体
の
内
容
が
ワ
キ
の

夢
あ
る
い
は
幻
想
と
設
定
さ
れ
た
こ
と
に
由
来
し
た
も
の
で
あ
る
。

そ
の
構
成
を
見
る
と
、
多
く
の
場
合
、
シ
テ
が
現
実
の
人
間
の
姿
で

現
れ
る
前
場
と
、
本
来
の
姿
や
幽
霊
の
姿
で
登
場
す
る
後
場
の
二
場
に

分
か
れ
、
中
で
も
前
場
の
シ
テ
の
物
語
と
、
後
場
の
シ
テ
の
過
去
の
仕

方
話
的
再
現
や
舞
事
に
構
成
の
頂
点
が
置
か
れ
る
、
様
式
と
し
て
一
つ

の
完
成
を
示
す
形
を
成
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
様
式
と
し
て
密
度
の
濃
い
夢
幻
能
は
、
観
阿
弥
（
一
三

三
三
〜
一
三
八
四
）
時
代
に
は
ま
だ
成
立
し
て
い
な
か
っ
た
ら
し
い
が
、

現
実
の
場
に
神
や
鬼
、
霊
の
本
体
が
出
現
す
る
趣
向
の
作
品
は
す
で
に

存
在
し
、
そ
の
よ
う
な
形
態
か
ら
夢
幻
能
が
形
成
さ
れ
た
と
推
定
さ
れ

て
い
る
。10

ま
た
、
夢
幻
能
の
考
案
者
が
誰
で
あ
る
か
は
明
確
で
な
い
が
、

世
阿
弥
に
よ
っ
て
最
終
的
に
完
成
さ
れ
た
後
は
能
作
の
基
本
と
し
て
活

用
さ
れ
て
き
た
。
以
上
の
事
情
を
一
応
念
頭
に
置
け
ば
、
謡
曲
《
夕
顔
》

に
夢
幻
能
の
形
式
が
使
わ
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
曲
の
成
立
が
世

阿
弥
と
同
時
代
か
そ
れ
以
降
で
あ
る
可
能
性
を
示
す
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
で
は
、
そ
の
時
期
は
具
体
的
に
い
つ
頃
で
あ
ろ
う
か
。

謡
曲
《
夕
顔
》
の
内
部
構
造
に
目
を
向
け
る
と
、
ま
ず
、
シ
テ
登
場

の
段
が
﹇
下
ノ
詠
﹈﹇
ク
リ
﹈﹇
サ
シ
﹈
で
始
ま
る
変
っ
た
構
成
で
あ
る

こ
と
に
気
が
つ
く
。
ま
た
、
前
場
の
シ
テ
・
ワ
キ
応
対
の
段
の
﹇
問
答
﹈

か
ら
す
ぐ
に
曲
舞
が
あ
る
こ
と
、
ワ
キ
や
シ
テ
の
登
場
段
の
﹇
サ
シ
﹈
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が
不
完
全
な
旋
律
型
で
あ
る
こ
と
、﹇
ク
セ
﹈
の
大
半
が
七
五
調
定
律

文
で
あ
る
こ
と
な
ど
、
作
風
の
面
で
世
阿
弥
作
を
疑
う
要
素
が
少
な
か

ら
ず
内
在
す
る
。11

こ
の
よ
う
な
趣
向
は
世
阿
弥
時
代
に
あ
ま
り
例
を
見

な
い
も
の
で
、
い
ず
れ
も
世
阿
弥
の
作
風
と
は
懸
け
離
れ
て
い
る
。

す
で
に
圧
倒
的
な
反
響
を
呼
ん
で
い
る
傑
作
が
あ
っ
て
、
こ
れ
に
似

た
作
品
が
盛
ん
に
製
作
さ
れ
て
い
る
な
ら
ば
、
新
し
く
書
か
れ
る
作
品

が
そ
の
影
響
と
拘
束
か
ら
自
由
な
立
場
に
は
い
ら
れ
な
い
こ
と
が
あ

る
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
が
、
も
し
謡
曲
の
制
作
の
場
面
で
起
き
た
と
す

れ
ば
、
い
か
な
る
様
相
を
呈
す
る
だ
ろ
う
か
。

例
え
ば
、
高
い
完
成
度
を
誇
る
夢
幻
能
の
様
式
が
尊
重
さ
れ
れ
ば
さ

れ
る
ほ
ど
、
謡
曲
が
作
ら
れ
る
現
場
で
は
整
備
さ
れ
た
枠
組
み
の
中
に

い
い
加
減
な
詞
章
を
詰
め
込
む
よ
う
な
曲
作
り
が
行
わ
れ
や
す
い
こ
と

は
想
像
に
難
く
な
い
。
現
在
残
っ
て
い
る
作
品
群
を
見
て
も
わ
か
る
よ

う
に
、
内
容
面
で
大
き
な
差
異
が
な
く
曲
自
体
が
与
え
る
印
象
も
薄
い
、

大
同
小
異
の
曲
が
大
量
に
書
か
れ
る
こ
と
も
少
な
く
な
か
っ
た
で
あ
ろ

う
。
こ
れ
は
、
謡
曲
を
書
く
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
決
ま
っ
た
枠
組
み
に

合
せ
て
書
き
下
ろ
す
の
は
最
も
容
易
な
曲
作
り
の
方
法
で
あ
っ
た
こ
と

と
、
さ
ら
に
言
え
ば
、
様
式
に
準
じ
れ
ば
初
心
者
で
も
手
軽
に
曲
作
り

が
で
き
る
こ
と
を
意
味
す
る
。

す
な
わ
ち
、
夢
幻
能
と
い
う
様
式
に
頼
れ
ば
、
専
門
の
作
者
で
な
く

て
も
、
あ
る
程
度
の
古
典
や
文
芸
に
素
養
が
あ
る
人
で
あ
れ
ば
、
誰
で

も
新
し
い
曲
を
書
く
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
。
そ
の
結
果
、
謡
曲

作
者
の
数
が
増
え
、
実
際
上
演
さ
れ
る
か
否
か
と
は
関
係
な
く
謡
曲
作

り
を
楽
し
む
作
者
層
が
厚
く
な
る
。

こ
の
よ
う
に
し
て
確
保
さ
れ
た
書
き
手
の
増
加
に
よ
っ
て
、
古
典
の

同
一
素
材
を
取
り
扱
っ
た
複
数
の
作
品
が
出
現
す
る
一
方
、
謡
曲
に
用

い
ら
れ
る
素
材
の
幅
も
徐
々
に
拡
大
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ

ろ
う
。
世
阿
弥
の
時
代
以
降
、
こ
れ
ま
で
馴
染
み
の
薄
か
っ
た
『
源
氏

物
語
』
を
新
た
な
素
材
と
し
た
謡
曲
が
作
ら
れ
た
こ
と
は
、
こ
の
よ
う

な
一
般
的
な
事
情
と
無
関
係
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。

し
た
が
っ
て
、
謡
曲
《
夕
顔
》
が
夢
幻
能
と
い
う
様
式
を
根
幹
に
敷

き
、
そ
の
中
身
と
し
て
『
源
氏
物
語
』
の
挿
話
を
採
択
し
て
い
る
こ
と

か
ら
い
え
ば
、
こ
の
曲
の
成
立
は
世
阿
弥
の
活
躍
し
た
時
代
以
後
で
あ

る
こ
と
は
間
違
い
な
い
と
思
う
。

三
　
夕
顔
の
怪
死
を
扱
う
技
法
と
謡
曲
《
夕
顔
》
の
成
立

劇
作
の
面
に
お
け
る
謡
曲
《
夕
顔
》
の
特
徴
と
い
え
ば
、
こ
の
曲
が

そ
の
中
心
趣
向
と
な
る
は
ず
の
夕
顔
の
怪
死
と
い
う
場
面
に
触
れ
な
が

ら
、
実
際
の
演
出
で
は
そ
れ
を
う
ま
く
活
か
せ
て
い
な
い
こ
と
で
あ

る
。12

夕
顔
の
怪
死
と
関
わ
る
部
分
を
見
て
み
る
と
、
そ
の
冒
頭
部
に
は
、

﹇
着
キ
ゼ
リ
フ
﹈
ワ
キ

「
不
思
議
や
な
あ
の
屋
端
よ
り
女
の
歌
を
吟

ず
る
声
の
聞
え
候
　
暫
く
あ
ひ
待
ち
尋
ね
ば
や
と
思
ひ
候

﹇
下
ノ
詠
﹈
シ
テ

山
の
端
の
　
心
も
知
ら
で
行
く
月
は
　
上
の
空
に
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て
影
や
絶
え
な
ん
13

（
夕
顔
・
三
七
〇
。
以
下
、
傍
線
は
引
用
者
に
よ
る
。）

と
あ
り
、
シ
テ
は
某
院
に
移
動
す
る
夜
明
け
前
の
夕
顔
の
歌
を
口
に
す

る
。
こ
の
場
面
を
夕
顔
巻
で
確
か
め
る
と
、
以
下
の
よ
う
で
あ
る
。

源
氏

「
い
に
し
へ
も
か
く
や
は
人
の
ま
ど
ひ
け
ん
わ
が
ま
だ
知
ら
ぬ

し
の
の
め
の
道
　
な
ら
ひ
た
ま
へ
り
や
」
と
の
た
ま
ふ
。
女
恥
ぢ

ら
ひ
て
、

夕
顔

「
山
の
端
の
心
も
し
ら
で
ゆ
く
月
は
う
は
の
そ
ら
に
て
影
や
絶

え
な
む
　
心
細
く
」
と
て
、
も
の
恐
ろ
し
う
す
ご
げ
に
思
ひ
た
れ

ば
、

（
夕
顔
巻
・
一
五
九
〜
一
六
〇
）14

こ
こ
に
は
、
今
ま
で
知
ら
な
か
っ
た
夜
明
け
の
恋
の
道
行
き
を
し
て

い
る
と
い
う
源
氏
の
歌
と
、
な
ぜ
か
自
分
の
死
を
予
想
し
て
い
る
か
の

よ
う
な
心
細
い
返
事
を
す
る
夕
顔
の
姿
が
描
か
れ
て
い
る
。
謡
曲
で
は

夕
顔
の
返
歌
だ
け
が
シ
テ
の
台
詞
と
な
っ
て
い
る
が
、
物
語
の
あ
ら
す

じ
を
知
っ
て
い
る
人
で
あ
れ
ば
、
こ
れ
を
聞
い
て
、
夕
顔
は
こ
の
和
歌

を
詠
ん
で
間
も
な
く
某
院
で
怪
死
し
た
と
い
う
内
容
を
思
い
浮
か
べ
る

こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
曲
の
冒
頭
に
来
る
「
山
の
端
の
」

の
一
首
は
、
上
演
開
始
後
間
も
な
く
の
時
点
か
ら
、
観
客
に
夕
顔
の
死

を
喚
起
さ
せ
る
役
割
を
果
た
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
冒
頭
部
の
例
か
ら
見
れ
ば
、
本
曲
に
は
夕
顔
の
死
が
作
品
を
構

成
す
る
一
部
と
し
て
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
は
事
実
で
あ
る
が
、
曲
全
体

の
流
れ
か
ら
い
う
と
、
平
坦
な
口
調
で
さ
り
げ
な
く
語
ら
れ
る
印
象
が

強
い
。
こ
の
よ
う
な
書
き
方
と
関
連
付
け
て
、
作
者
の
源
氏
物
語
観
と
、

作
者
が
中
世
の
梗
概
書
か
ら
受
け
た
影
響
の
二
点
に
つ
い
て
考
え
る
こ

と
に
し
た
い
。

ま
ず
、
作
者
の
夕
顔
巻
に
対
す
る
認
識
が
仄
め
か
さ
れ
る
部
分
と
し

て
、
次
の
よ
う
な
例
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

﹇
ク
リ
﹈
シ
テ

そ
も
そ
も
光
源
氏
の
物
語
　
言
葉
優
艶
を
本
と
し
て

理
浅
き
に
似
た
り
と
い
へ
ど
も
　
地
心
菩
提
心
を
勧
め
て
義
こ
と

に
深
し
　
た
れ
か
は
仮
に
も
語
り
伝
へ
ん

﹇
サ
シ
﹈
シ
テ

中
に
も
こ
の
夕
顔
の
巻
は
　
こ
と
に
勝
れ
て
あ
は
れ

な
る
　
地

情
の
道
も
浅
か
ら
ず
（
夕
顔
・
三
七
二
）

こ
こ
で
の
シ
テ
は
、『
源
氏
物
語
』
は
奥
深
い
内
容
を
持
っ
て
い
て
、

中
で
も
格
別
に
情
趣
に
富
む
巻
と
し
て
夕
顔
巻
に
言
及
し
て
い
る
。
こ

の
発
言
は
シ
テ
を
通
じ
て
示
さ
れ
る
作
者
の
源
氏
物
語
観
の
片
鱗
で
あ

ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
認
識
を
持
つ
作
者
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
謡
曲
の
詞

章
が
、
な
る
べ
く
物
語
の
本
文
に
準
じ
て
そ
の
情
趣
を
表
現
し
て
い
る

こ
と
は
決
し
て
不
自
然
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

こ
れ
に
加
え
て
考
え
ら
れ
る
も
う
一
つ
の
理
由
と
し
て
は
、
作
者
が
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中
世
の
梗
概
書
か
ら
受
け
た
影
響
が
あ
る
。
こ
れ
に
関
し
て
は
本
曲
の

後
場
の
改
作
問
題
を
検
討
の
範
囲
に
入
れ
る
必
要
が
あ
る
が
、
そ
の
準

備
作
業
の
一
環
と
し
て
夕
顔
物
語
の
特
徴
に
つ
い
て
少
し
触
れ
て
み
る
。

早
坂
礼
吾
氏
は
「
帚
木
・
空
蝉
・
夕
顔
」
の
中
で
夕
顔
物
語
の
性
格

に
つ
い
て
、

源
氏
が
五
条
あ
た
り
の
乳
母
を
尋
ね
る
途
中
、
夕
顔
の
白
い
花

が
「
お
の
れ
ひ
と
り
、
笑
み
の
眉
開
け
た
る
」
陋
巷
に
見
出
だ
し

た
女
で
、

心
あ
て
に
そ
れ
か
と
ぞ
見
る
白
露
の
ひ
か
り
そ
へ
た
る
夕
顔

の
花

と
、
も
の
な
れ
た
源
氏
へ
の
呼
び
か
け
に
先
ず
驚
か
さ
れ
る
。

「
半
蔀
は
、
お
ろ
し
て
け
り
。
ひ
ま

く
よ
り
見
ゆ
る
火
の
光
、

蛍
よ
り
、
け
に
ほ
の
か
に
、
あ
は
れ
な
り
」
と
い
う
舞
台
で
、

「
物
思
へ
る
け
は
ひ
」
の
女
を
囲
ん
で
、
女
房
達
が
「
忍
び
て
う

ち
泣
く
さ
ま
」
で
あ
る
。「
昔
物
語
な
ど
に
こ
そ
、
か
ゝ
る
事
は

聞
け
」
と
、
は
じ
め
か
ら
作
者
も
物
語
仕
立
、
怪
談
仕
立
で
あ
る
。15

と
論
じ
、
夕
顔
巻
の
冒
頭
に
見
え
る
夕
顔
と
い
う
女
性
の
大
胆
さ
を
も

っ
て
、
こ
れ
が
最
初
か
ら
物
語
仕
立
あ
る
い
は
怪
談
仕
立
に
書
き
上
げ

ら
れ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
こ
の
怪
談
仕
立
と
い
う
特
徴
を
考
え

る
の
に
欠
か
せ
な
い
の
は
、
主
人
公
を
取
り
囲
む
自
然
描
写
が
特
に
重

要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
具
体
的
に
言
う
と
、
次
の

よ
う
な
例
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

け
近
き
草
木
な
ど
は
こ
と
に
見
ど
こ
ろ
な
く
、
み
な
秋
の
野
ら
に

て
、
池
も
水
草
に
埋
も
れ
た
れ
ば
、
い
と
け
疎
げ
に
な
り
に
け
る

所
か
な
。（
夕
顔
巻
・
一
六
一
）

夜
半
も
過
ぎ
に
け
ん
か
し
、
風
の
や
や
荒
々
し
う
吹
き
た
る
は
。

ま
し
て
松
の
響
き
木
深
く
聞
こ
え
て
、
気
色
あ
る
鳥
の
か
ら
声
に

鳴
き
た
る
も
、
梟
は
こ
れ
に
や
と
お
ぼ
ゆ
。（
夕
顔
巻
・
一
六
八
）

傍
線
部
に
見
え
る
よ
う
に
、
荒
涼
と
し
た
景
色
に
加
え
て
、
松
風
の

音
が
い
っ
そ
う
激
し
く
な
る
中
、
奇
妙
な
声
で
鳥
が
鳴
き
、
こ
れ
を
初

め
て
聞
い
た
源
氏
は
、
梟
と
は
こ
れ
だ
ろ
う
か
と
不
吉
さ
を
感
じ
る
。

こ
の
無
気
味
な
し
わ
が
れ
声
に
よ
っ
て
、
暗
闇
の
中
の
廃
院
は
ま
す
ま

す
恐
怖
の
雰
囲
気
に
染
ま
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。

古
注
以
来
、
こ
の
場
面
に
使
わ
れ
た
梟
の
設
定
の
背
後
に
は
白
居
易

の
「
凶
宅
」
詩
（
白
氏
文
集
・
巻
一
、
諷
諭
）
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
は
、
本
来
、
権
勢
利
欲
に
驕
る
者
の
身
に
は
必
ず
禍
い
が
あ
る
と

い
う
諷
諭
詩
で
、
梟
は
大
邸
宅
の
荒
廃
の
様
子
を
描
写
す
る
た
め
に
用

い
ら
れ
て
い
る
。

長
安
多
大
宅
　
長
安
に
大
宅
多
し
。
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列
在
街
西
東
　
列
っ
て
街
の
西
東
に
あ
り
。

往
往
朱
門
内
　
往
往
朱
門
の
中
、

房
廊
相
対
空
　
房
廊
あ
ひ
対
し
て
空
し
。

梟
鳴
松
桂
枝
　
梟
は
松
桂
の
枝
に
鳴
き
、

狐
蔵
蘭
菊
叢
　
狐
は
蘭
菊
の
叢
に
蔵
る
。

蒼
苔
黄
葉
地
　
蒼
苔
黄
葉
の
地
、

日
暮
多
旋
風
　
日
暮
れ
て
旋
風
多
し
。（
以
下
略
）16

が
ら
空
き
と
な
っ
た
大
邸
宅
は
、
梟
は
松
桂
の
枝
に
鳴
き
狐
は
蘭
菊

の
叢
に
隠
れ
、
秋
の
木
の
葉
が
落
ち
旋
風
が
吹
き
す
さ
ぶ
殺
風
景
な
情

景
に
満
ち
溢
れ
る
。
こ
こ
で
の
梟
は
、
旋
風
と
と
も
に
廃
墟
の
雰
囲
気

を
醸
し
出
す
聴
覚
的
装
置
と
し
て
機
能
し
て
い
る
。『
源
氏
物
語
』
は

漢
詩
文
か
ら
の
発
想
を
も
と
に
し
て
梟
と
不
吉
の
予
兆
を
関
連
づ
け
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
夕
顔
の
怪
死
を
め
ぐ
る
描
写
に
恐
怖
と
不
思
議
さ
を

増
幅
さ
せ
て
い
る
。17

当
時
の
仮
名
文
学
で
は
馴
染
み
の
薄
い
趣
向
を
導

入
し
た
こ
の
設
定
が
、
読
者
に
斬
新
な
恐
怖
感
を
与
え
て
い
た
こ
と
は
、

以
降
登
場
す
る
中
世
梗
概
書
類
に
お
け
る
該
当
場
面
の
記
述
を
通
じ
て

も
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。

永
享
四
年
（
一
四
三
二
）
今
川
範
政
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
『
源
氏
物

語
提
要
』
に
は
、

此
、
何
が
し
の
院
と
い
ふ
は
、
六
条
橘
口
の
か
は
ら
の
院
の
事

也
。
是
は
嵯
峨
の
天
皇
の
皇
子
融
の
大
臣
と
云
人
、
日
本
国
の
名

所
を
都
へ
う
つ
し
て
置
給
へ
り
。（
中
略
）
さ
て
八
月
十
六
日
の

其
夜
し
も
、
雨
風
は
げ
し
く
雷
電
し
、
き
つ
ね
め
く
物
、
梟
な
ど

も
な
き
さ
は
ぎ
、
す
さ
ま
じ
さ
い
は
ん
か
た
な
し
。
物
語
に
鳥
の

か
ら
声
と
い
ふ
は
梟
の
こ
と
な
り
。（
中
略
）
側
に
ふ
し
た
る
右

近
も
お
そ
れ
お
ぢ
て
、
わ
な
ゝ
き
、
気
も
た
ま
し
ゐ
を
う
し
な
へ

り
。
火
も
う
ち
け
し
て
、
や
み

く
と
な
る
所
に
、
夕
顔
の
上
は

い
き
た
え
ぬ
。18
（
以
下
、
句
読
点
、
濁
点
、
傍
線
は
引
用
者
に
よ
る
）

と
あ
り
、
狐
・
梟
の
ほ
か
に
も
、
な
お
「
雨
風
」「
雷
電
」
な
ど
の
素

材
が
加
わ
っ
て
恐
怖
を
煽
る
形
と
な
っ
て
い
る
。
ち
な
み
に
、
無
気
味

に
鳴
く
鳥
の
正
体
に
つ
い
て
、
物
語
で
は
梟
と
い
う
断
定
は
な
く
、
源

氏
の
判
断
を
も
と
に
そ
れ
で
あ
ろ
う
と
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
こ
の

書
は
梟
と
い
う
前
提
で
書
き
進
め
て
い
る
違
い
が
あ
る
。
一
方
、
夕
顔

が
死
に
至
る
様
子
は
、
二
重
傍
線
部
の
よ
う
に
「
い
き
た
え
ぬ
」
と
い

う
簡
単
な
記
述
の
み
で
、
物
の
怪
に
憑
か
れ
た
切
迫
し
た
状
況
は
省
略

さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、『
源
氏
最
要
抄
』
の
場
合
、

月
も
か
た
ぶ
き
て
雨
風
に
は
か
に
ふ
き
わ
た
り
、
か
み
な
り
い

な
び
か
り
お
び
た
ゞ
し
う
し
て
、
お
そ
ろ
し
き
夜
の
あ
り
さ
ま
な

り
。
い
だ
き
て
ふ
し
給
ふ
女
を
、
御
ま
く
ら
も
と
よ
り
お
そ
ろ
し
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き
も
の
が
あ
ざ
ぶ
く
。
を
ん
な
た
ゞ
一
こ
ゑ
、
あ
な
や
と
さ
け
ぶ
。

君
、
御
ば
か
せ
を
ぬ
き
て
、
う
ち
ふ
る
ひ
給
へ
ば
、
ば
け
物
は

こ
ゝ
か
し
こ
に
し
ゝ
め
き
わ
ら
ふ
（
中
略
）
女
を
見
給
へ
ば
、
ね

ぶ
り
た
る
け
し
き
に
て
、
は
や
は
か
な
く
な
り
ぬ
。19

と
あ
り
、
こ
の
書
に
お
い
て
も
、
夕
顔
の
死
を
取
り
囲
む
状
況
は
恐
怖

を
募
ら
せ
る
書
き
方
が
さ
れ
て
い
る
が
、
事
件
の
被
害
者
で
あ
る
夕
顔

の
死
は
、
二
重
傍
線
部
に
あ
る
よ
う
に
、
短
く
書
き
留
め
ら
れ
て
い
る

こ
と
と
は
対
照
的
に
、
こ
の
場
面
で
の
自
然
は
、
雨
風
・
雷
・
稲
光
・

化
け
物
の
笑
い
の
よ
う
な
、
物
語
の
本
文
に
な
い
要
素
が
添
え
ら
れ
て

「
お
そ
ろ
し
き
夜
の
あ
り
さ
ま
」
が
描
き
出
さ
れ
て
い
る
。

つ
ま
り
、『
源
氏
物
語
提
要
』『
源
氏
最
要
抄
』
の
場
合
、
自
然
の
描

写
に
よ
っ
て
怪
談
の
よ
う
な
雰
囲
気
が
い
っ
そ
う
強
調
さ
れ
て
い
る
反

面
、
夕
顔
の
怪
死
は
簡
略
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
と
い
う
共
通
点
が
あ
る
。

以
上
の
二
例
を
参
照
し
な
が
ら
謡
曲
《
夕
顔
》
の
後
場
を
見
て
み
る
。

﹇
掛
ケ
合
﹈（
前
略
）
シ
テ

見
給
へ
こ
こ
も
自
づ
か
ら
　
気
疎
き
秋
の

野
ら
と
な
り
て
ワ
キ

池
は
水
草
に
埋
づ
も
れ
て
　
古
り
た
る
松
の

蔭
暗
く
シ
テ

ま
た
鳴
き
騒
ぐ
鳥
の
嗄
声
身
に
沁
み
わ
た
る
折
か
ら

を
ワ
キ

さ
も
物
凄
く
思
ひ
給
ひ
し
　
シ
テ

心
の
水
は
濁
り
江
に
　
引

か
れ
て
か
か
る
身
と
な
れ
ど
も
（
夕
顔
・
三
七
五
）

こ
こ
に
は
「
古
り
た
る
松
の
蔭
」「
鳴
き
騒
ぐ
鳥
の
嗄
声
」
と
い
う

表
現
に
よ
っ
て
事
件
当
夜
の
情
景
が
語
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
シ
テ

の
死
に
つ
い
て
は
、

﹇
ク
セ
﹈（
前
略
）
松
の
響
き
も
恐
ろ
し
く
　
シ
テ

風
に
瞬
く
灯
し
火

の
　
消
ゆ
る
と
思
ふ
心
地
し
て
　
あ
た
り
を
見
れ
ば
烏
羽
玉
の

闇
の
現
の
人
も
な
く
　
い
か
に
せ
ん
と
か
お
も
ひ
が
は
　
う
た
か

た
び
と
は
息
消
え
て
　
帰
ら
ぬ
水
の
泡
と
の
み
　
散
り
果
て
し
夕

顔
の
　
花
は
再
び
咲
か
め
や
と
　
夢
に
来
た
り
て
申
す
と
て
　
あ

り
つ
る
女
も
　
か
き
消
す
や
う
に
失
せ
に
け
り
　
か
き
消
す
や
う

に
失
せ
に
け
り
（
夕
顔
・
三
七
二
〜
三
七
三
）

と
あ
り
、
物
の
怪
に
憑
か
れ
た
様
子
な
ど
は
描
か
れ
ず
、
前
場
で
そ
れ

と
な
く
語
ら
れ
る
程
度
で
終
わ
っ
て
い
た
。

伊
藤
正
義
氏
は
、
前
掲
し
た
『
三
道
』
で
の
世
阿
弥
の
発
言
に
関
し
て
、

「『
夕
顔
』
が
物
怪
に
取
ら
れ
る
場
面
を
見
風
と
す
る
能
で
は
な
い
か
ら
、

も
し
後
場
に
大
幅
な
改
作
が
施
さ
れ
た
の
で
な
い
な
ら
、
内
容
的
に
も

『
夕
顔
』
の
よ
う
な
作
風
の
能
は
、
そ
の
時
点
で
は
未
だ
出
現
し
て
い
な

い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
」20

と
述
べ
、
謡
曲
《
夕
顔
》
の
成
立
時
期
を
考
え

る
う
え
で
後
場
が
一
つ
の
判
断
基
準
に
な
り
得
る
こ
と
を
示
唆
し
た
。

こ
の
曲
の
後
場
に
果
た
し
て
大
幅
な
改
作
が
行
わ
れ
た
か
ど
う
か
、

関
連
資
料
の
な
い
現
状
で
明
言
は
で
き
な
い
。
し
か
し
、
物
語
自
体
よ
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り
も
注
釈
書
や
梗
概
書
類
を
通
じ
て
『
源
氏
物
語
』
の
関
連
知
識
を
手

に
入
れ
る
の
が
一
般
的
で
あ
っ
た
当
時
の
状
況
を
勘
案
す
れ
ば
、
後
場

に
お
い
て
、
事
件
が
起
き
た
場
の
雰
囲
気
・
自
然
が
怪
談
の
よ
う
な
筆

致
で
記
さ
れ
る
こ
と
と
は
違
い
、
物
の
怪
に
よ
る
夕
顔
の
怪
死
に
つ
い

て
は
具
体
的
な
様
子
は
描
か
れ
ず
、
死
と
い
う
結
果
の
み
が
簡
略
に
言

及
さ
れ
る
形
と
な
っ
た
の
は
、『
源
氏
物
語
提
要
』『
源
氏
最
要
抄
』
の

よ
う
な
中
世
の
梗
概
書
類
に
お
け
る
夕
顔
の
怪
死
の
記
述
と
関
係
が
あ

る
と
思
わ
れ
る
。

つ
ま
り
、
謡
曲
《
夕
顔
》
は
、『
源
氏
物
語
提
要
』『
源
氏
最
要
抄
』
で

の
記
述
と
密
接
に
関
連
し
な
が
ら
、
最
初
か
ら
現
在
の
形
で
書
か
れ
た
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
謡
曲
《
夕
顔
》
の
成

立
は
世
阿
弥
以
降
、
特
に
『
源
氏
物
語
提
要
』『
源
氏
最
要
抄
』
等
が
登

場
す
る
十
五
世
紀
半
ば
前
後
の
時
点
で
あ
る
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。

終
わ
り
に

以
上
、
謡
曲
《
夕
顔
》
を
対
象
と
し
て
、
こ
の
曲
に
お
け
る
夢
幻
能

の
形
式
の
採
択
と
、
夕
顔
の
怪
死
を
扱
う
技
法
と
い
う
二
つ
の
観
点
か

ら
そ
の
成
立
時
期
を
め
ぐ
る
問
題
を
検
討
し
た
。

ま
ず
、
完
成
度
の
高
い
夢
幻
能
の
形
式
に
頼
れ
ば
、
専
門
の
作
者
で

な
く
て
も
、
あ
る
程
度
古
典
や
文
芸
の
素
養
が
あ
れ
ば
、
誰
で
も
新
し

い
曲
を
書
く
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
、
そ
の
結
果
、
謡
曲
を
手
掛

け
る
人
の
数
が
増
え
、
実
際
上
演
さ
れ
る
か
ど
う
か
と
は
関
係
な
く
謡

曲
作
り
を
楽
し
む
作
者
の
層
が
厚
く
な
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
確
保
さ

れ
た
書
き
手
の
増
加
は
、
古
典
の
同
一
素
材
を
取
り
扱
っ
た
複
数
の
作

品
を
出
現
さ
せ
る
と
と
も
に
、
謡
曲
に
用
い
ら
れ
る
素
材
の
幅
を
拡
大

す
る
よ
う
に
な
っ
た
で
あ
ろ
う
。
世
阿
弥
の
時
代
以
降
、『
源
氏
物
語
』

を
素
材
と
し
た
謡
曲
が
多
数
作
ら
れ
た
こ
と
は
、
こ
の
よ
う
な
事
情
と

関
係
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
謡
曲
《
夕
顔
》
が
、
夢
幻

能
の
形
式
の
中
に
『
源
氏
物
語
』
の
挿
話
を
採
択
し
て
い
る
こ
と
は
、

こ
の
曲
の
成
立
が
世
阿
弥
の
活
躍
し
た
時
代
以
後
で
あ
る
こ
と
を
示
し

て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
、
本
曲
の
後
場
に
お
い
て
、
物
の
怪
に
憑
か
れ
た
夕
顔
の
死
亡

の
様
子
は
簡
略
に
述
べ
ら
れ
る
反
面
、
そ
の
場
の
雰
囲
気
と
自
然
が
怪

談
の
よ
う
な
筆
致
で
描
か
れ
る
こ
と
は
、『
源
氏
物
語
提
要
』『
源
氏
最

要
抄
』
に
お
け
る
夕
顔
の
怪
死
場
面
の
記
述
と
類
似
し
て
い
る
。
こ
の

こ
と
に
よ
れ
ば
、
謡
曲
《
夕
顔
》
は
こ
れ
ら
の
梗
概
書
類
の
記
述
と
関

連
を
持
ち
な
が
ら
、
当
初
か
ら
現
在
の
形
で
書
か
れ
た
で
あ
ろ
う
可
能

性
が
あ
り
、
そ
の
成
立
は
世
阿
弥
以
降
、
特
に
十
五
世
紀
半
ば
前
後
の

時
点
に
絞
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
う
の
で
あ
る
。

注1

岡
崎
正
「
謡
曲
の
物
語
的
性
格
」『
駒
沢
短
大
国
文
』
一
九
九
二
・
三
。
こ

― 27 ―



れ
と
関
連
づ
け
て
氏
は
、『
源
氏
物
語
』
の
女
性
の
う
ち
最
も
重
要
な
立
場

に
あ
っ
た
紫
上
が
、
現
行
曲
の
中
で
シ
テ
と
し
て
そ
の
姿
を
表
わ
さ
な
い

の
は
、
彼
女
が
源
氏
と
常
に
形
影
相
伴
う
間
柄
で
あ
り
、
紫
上
が
長
編
光

源
氏
物
語
に
完
全
に
吸
収
さ
れ
て
し
ま
い
、
彼
女
の
み
を
取
り
出
す
こ
と

は
無
意
味
に
な
る
か
ら
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。

2

表
章
・
加
藤
周
一
校
注
　
日
本
思
想
大
系
『
世
阿
弥
・
禅
竹
』
岩
波
書
店
、

一
九
八
五
。

3

能
勢
朝
次
『
能
楽
源
流
考
』（
岩
波
書
店
、
一
九
三
八
）
の
演
能
曲
目
考
に

よ
る
。

4

西
村
聡
「
夕
顔
を
手
折
る
と
い
う
こ
と
―
『
半
蔀
』
ワ
カ
小
考
―
」『
北
陸

古
典
研
究
』
北
陸
古
典
研
究
会
、
一
九
八
九
・
九
。

5

山
中
玲
子
「
素
人
作
の
源
氏
能
」
国
文
学
解
釈
と
鑑
賞
別
冊
『
文
学
史
上

の
源
氏
物
語
』
至
文
堂
、
一
九
九
八
・
五
。

6

表
章
「
世
阿
弥
作
能
考
」『
観
世
』
一
九
六
〇
・
八
。

7

西
村
聡
「
作
品
研
究
『
須
磨
源
氏
』」（『
観
世
』
一
九
九
三
・
三
）
は
、

《
須
磨
源
氏
》
が
世
阿
弥
の
習
作
で
あ
る
可
能
性
を
示
し
て
い
る
。

8

竹
本
幹
夫
「『
夕
顔
』
小
考
」『
銕
仙
』
一
九
九
三
・
七
。

9

小
西
甚
一
「
夕
顔
」『
観
世
』
一
九
八
〇
・
十
。

10

小
田
幸
子
「
夢
幻
能
」『
能
狂
言
事
典
』
平
凡
社
、
一
九
九
九
・
六
。

夢
幻
能
の
成
立
事
情
に
関
し
て
は
、
様
々
な
角
度
か
ら
の
考
察
が
あ
り
、

例
え
ば
、
憑
物
の
形
で
過
去
の
人
物
を
描
く
形
態
が
先
行
し
、
や
が
て
過

去
の
人
物
そ
の
も
の
を
登
場
さ
せ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
説
、
罪
障
懺

悔
の
た
め
に
過
去
を
語
り
演
じ
る
よ
う
な
形
態
か
ら
徐
々
に
宗
教
色
が
失

わ
れ
、
過
去
再
現
の
夢
幻
能
の
構
造
が
完
成
し
た
と
す
る
説
も
あ
る
。
作

劇
法
の
面
か
ら
見
た
場
合
、
歌
舞
的
統
一
体
と
し
て
能
を
完
成
さ
せ
る
た

め
に
考
案
さ
れ
た
の
が
夢
幻
能
形
式
だ
っ
た
と
い
う
説
明
も
あ
る
。

11

注
八
の
前
掲
論
文
。

12

注
八
の
前
掲
論
文
。

13

以
下
の
謡
曲
《
夕
顔
》
の
引
用
は
、
伊
藤
正
義
校
注
　
新
潮
日
本
古
典
集

成
『
謡
曲
集
』
下
（
新
潮
社
、
一
九
八
八
）
に
よ
る
。

14

以
下
の
『
源
氏
物
語
』
の
引
用
は
、
阿
部
秋
生
・
秋
山
虔
・
今
井
源
衛
・

鈴
木
日
出
男
校
注
・
訳
　
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
『
源
氏
物
語
』（
小
学

館
、
一
九
九
四
〜
一
九
九
八
）
に
よ
る
。

15

早
坂
礼
吾
「
帚
木
・
空
蝉
・
夕
顔
」『
源
氏
物
語
講
座
』
第
三
巻
　
有
精
堂
、

一
九
八
二
・
十
一
。

16

佐
久
節
訳
註
　
続
国
訳
漢
文
大
成
『
白
楽
天
全
詩
集
』
日
本
図
書
セ
ン
タ

ー
、
一
九
七
八
。

17

天
野
紀
代
子
氏
は
、
夕
顔
が
死
亡
す
る
幽
墟
の
造
型
に
当
時
通
用
の
決
ま

り
文
句
で
は
な
く
、
白
居
易
の
詩
が
利
用
さ
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
「
作
者

の
新
し
い
冒
険
」
で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
夕
顔
の
女
の
突
然
死
の
不
思

議
さ
が
効
果
的
な
表
現
を
得
た
と
説
明
し
て
い
る
。
天
野
紀
代
子
「
砧
の

女
と
梟
の
院
―
夕
顔
の
巻
の
仕
掛
け
―
」(

『
源
氏
物
語
と
漢
文
学
』
汲
古

書
院
、
一
九
九
三
・
十
）
に
詳
し
い
。

18

稲
賀
敬
二
編
　
源
氏
物
語
古
注
集
成
第
二
巻
『
源
氏
物
語
提
要
』
桜
楓
社
、

一
九
七
八
。

19

中
野
幸
一
編
『
源
氏
物
語
古
註
釈
叢
刊
』
第
五
巻
　
武
蔵
野
書
院
、
一
九

八
三
。

20

伊
藤
正
義
「
各
曲
解
題
　
夕
顔
」
新
潮
日
本
古
典
集
成
『
謡
曲
集
』
下

新
潮
社
、
一
九
八
八
。
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