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一
、
式
部
�
宮
の
言

﹃
源
氏
物
語
﹄
若
菜
巻
に
お
い
て
は
、
真
木
柱
巻
の
後
日
譚
と
も

言
う
べ
き
蛍
兵
部
�
宮
と
真
木
柱
の
結
婚
が
描
か
れ
て
い
る
。
玉
鬘

を
得
た
髭
黒
は
、
今
で
は
﹁
は
じ
め
の
北
の
方
﹂︵
若
菜
下
④
一
五
九
︶

で
あ
る
式
部
�
宮
大
君
と
は
す
っ
か
り
疎
遠
に
な
っ
て
お
り
、
二
人

の
間
の
娘
真
木
柱
は
母
方
の
祖
父
で
あ
る
式
部
�
宮
の
も
と
に
引
き

取
ら
れ
て
い
た
。
祖
父
式
部
�
宮
、
父
髭
黒
い
ず
れ
の
世
評
も
高
い

た
め
、
真
木
柱
へ
の
求
婚
者
も
多
い
の
だ
が
、
式
部
�
宮
は
、﹁
衛
門

督
を
、
さ
も
気
色
ば
ま
ば
﹂︵
若
菜
下
④
一
六
〇
︶
と
、
柏
木
に
そ
の

気
が
あ
れ
ば
婿
に
と
期
待
を
か
け
て
い
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
柏
木

自
身
は
﹁
猫
に
は
思
ひ
お
と
し
た
て
ま
つ
る
に
や
、
か
け
て
も
思
ひ

よ
ら
ぬ
﹂︵
若
菜
下
④
一
六
〇
︶
と
、
形
代
と
し
て
得
た
女
三
の
宮
の

猫
に
夢
中
で
見
向
き
も
し
な
い
。
そ
の
よ
う
な
中
、
依
然
独
身
で
あ

っ
た
蛍
宮
が
真
木
柱
に
求
婚
を
し
、
式
部
�
宮
は
こ
の
申
し
出
を
承

引
す
る
。
蛍
宮
は
、
あ
ま
り
に
も
容
易
に
許
可
さ
れ
た
こ
と
で
却
っ

て
物
足
り
な
く
も
思
う
の
だ
が
、
式
部
�
宮
家
の
声
望
を
考
え
る
と

今
更
言
い
逃
れ
も
で
き
ず
、
真
木
柱
の
も
と
へ
通
い
始
め
る
の
で
あ

っ
た
。

以
上
が
蛍
宮
と
真
木
柱
の
婚
姻
成
立
に
至
る
経
緯
で
あ
る
が
、
こ

こ
で
、
蛍
宮
の
求
婚
を
受
け
入
れ
る
際
の
、
左
記
の
式
部
�
宮
の
台

詞
に
着
目
し
て
み
た
い
。

Ⓐ
大
宮 

︵
＝
式
部
�
宮
︶、﹁
何
か
は
。
か
し
づ
か
む
と
思
は
む
女

子
を
ば
、
宮
仕
に
つ
ぎ
て
は
、
親
王
た
ち
に
こ
そ
は
見
せ
た

て
ま
つ
ら
め
。
た
だ
人
の
、
す
く
よ
か
に
な
ほ
な
ほ
し
き
を

の
み
、
今
の
世
の
人
の
か
し
こ
く
す
る
、
品
な
き
わ
ざ
な
り
﹂

蛍
宮
と
真
木
柱
の
婚
姻

―
﹃
源
氏
物
語
﹄
に
お
け
る
婿
選
び
に
際
す
る
発
言
を
め
ぐ
っ
て

―

青
島　

麻
子
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︵
若
菜
下
④
一
六
一
︶

こ
の
式
部
�
宮
の
言
に
つ
い
て
は
、
新
山
春
道
氏（

1
（

が
、
親
王
家
が

一
般
臣
下
を
婚
姻
の
対
象
と
し
て
い
な
い
こ
と
の
証
左
と
し
て
捉
え

て
い
る
。
氏
は
、
真
木
柱
は
﹁
式
部
�
宮
の
差
配
の
も
と
に
式
部
�

宮
家
と
し
て
の
婚
姻
を
す
る
こ
と
に
な
っ
た
﹂
の
で
あ
り
、
宮
家
の

婚
姻
と
は
、
引
用
Ⓐ
に
あ
る
よ
う
に
、﹁
婚
姻
対
象
を
帝
、
及
び
親
王

に
限
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
﹂
と
論
じ
る
。
氏
の
調
査
に
よ
れ
ば
、
平

安
初
期
か
ら
院
政
期
前
ま
で
の
二
世
女
王
七
五
例（

2
（

中
、
皇
族
出
身
で

は
な
い
一
般
臣
下
と
の
婚
姻
は
、
比
率
に
す
る
と
独
身
︵
四
七
例
︶

の
次
に
多
く
を
占
め
る
一
八
例
存
在
す
る
が
、
そ
の
う
ち
半
数
以
上

の
一
〇
例
が
父
親
王
の
死
後
ま
た
は
出
家
後
に
行
わ
れ
て
い
る
も
の

で
あ
り
、﹁
生
前
に
父
親
王
の
裁
可
を
得
て
な
さ
れ
た
正
式
な
儀
式
婚

は
、
例
外
的
な
も
の
で
、
親
王
家
の
後
見
の
問
題
や
、
政
治
意
識
な

ど
が
推
測
さ
れ
る
場
合
﹂
で
、﹁
父
親
王
生
前
の
婚
姻
で
あ
っ
て
も
、

格
の
低
い
親
王
家
で
は
臣
下
の
威
勢
の
前
に
屈
し
た
形
の
黙
認
や
追

認
な
ど
も
み
と
め
ら
れ
る
が
、
あ
く
ま
で
も
親
王
家
は
、
一
般
臣
下

を
婚
姻
の
対
象
と
し
て
は
い
な
い
﹂
と
主
張
す
る
。

一
方
で
虚
構
の
作
品
で
あ
る
﹃
源
氏
物
語
﹄
に
お
い
て
は
、
二
世

女
王
九
名（

3
（

中
一
般
臣
下
と
の
婚
姻
は
一
例
の
み
︵
髭
黒
・
式
部
�
宮
大

君
︶、
侵
入
に
よ
る
事
実
婚
に
お
い
て
も
接
近
す
る
人
物
は
親
王
︵
匂

宮
・
宇
治
中
の
君
︶
や
一
世
源
氏
︵
光
源
氏
・
末
摘
花
︶
な
ど
と
、﹁
史
実

以
上
に
理
想
化
さ
れ
た
世
界
﹂
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
。
そ
し
て
、

物
語
中
唯
一
の
例
外
と
な
っ
た
一
般
臣
下
と
二
世
女
王
と
の
婚
姻

が
、
真
木
柱
の
両
親
で
も
あ
る
髭
黒
と
式
部
�
宮
大
君
な
の
で
あ
る

が
、
そ
の
婚
姻
を
許
可
し
た
父
親
王
式
部
�
宮
で
さ
え
も
、
引
用
Ⓐ

の
よ
う
に
、
た
だ
人
を
退
け
、
親
王
を
婿
取
る
こ
と
を
望
ま
し
い
と

見
な
し
て
い
る
の
で
あ
り
、﹁
こ
れ
は
、
柏
木
に
顧
み
ら
れ
な
か
っ
た

代
わ
り
に
蛍
兵
部
�
宮
で
妥
協
し
よ
う
と
す
る
強
弁
で
は
あ
る
が
、

こ
れ
を
も
っ
て
自
ら
を
納
得
さ
せ
て
い
こ
う
と
す
る
の
で
あ
る
か

ら
、そ
れ
だ
け
の
力
の
あ
る
原
則
論
で
あ
っ
た
﹂
と
い
う
の
で
あ
る
。

二
世
女
王
と
藤
原
氏
の
婚
姻
は
、
そ
の
実
効
性
は
と
も
か
く
も
法

的
に
は
許
可
さ
れ
て
い
た（

4
（

の
だ
が
、
氏
の
指
摘
通
り
、
そ
の
実
態
と

し
て
は
一
部
の
権
門
に
の
み
見
ら
れ
る
か
な
り
限
定
的
な
婚
姻
で
あ

っ
た
こ
と
は
認
め
ら
れ
よ
う
。
し
か
し
な
が
ら
こ
こ
で
注
意
し
て
お

き
た
い
の
が
、
確
か
に
真
木
柱
は
式
部
�
宮
の
差
配
の
も
と
結
婚
し

て
い
る
と
は
い
え
、
親
王
女
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
式
部

�
宮
の
言
を
親
王
家
の
婚
姻
の
﹁
原
則
論
﹂
と
し
て
の
発
言
と
見
な

す
の
に
は
慎
重
に
な
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

物
語
の
記
述
に
戻
る
と
、
式
部
�
宮
の
発
言
は
新
山
氏
自
身
も
述

べ
て
い
る
通
り
、
そ
も
そ
も
柏
木
に
顧
み
ら
れ
な
か
っ
た
代
わ
り
の

強
弁
以
上
の
も
の
か
疑
わ
し
い
。
式
部
�
宮
は
引
用
Ⓐ
で
、﹁
か
し
づ

か
む
と
思
は
む
女
子
を
ば
、
宮
仕
に
つ
ぎ
て
は
、
親
王
た
ち
に
こ
そ



－35－

は
見
せ
た
て
ま
つ
ら
め
。﹂
と
、
女
子
の
処
遇
と
し
て
は
入
内
を
第

一
と
見
な
す
発
言
を
し
て
い
た
。
宮
の
娘
で
あ
る
式
部
�
宮
中
の
君

が
王
女
御
と
し
て
冷
泉
帝
の
も
と
へ
入
内
し
て
い
る
こ
と
を
考
慮
に

入
れ
れ
ば
、
宮
自
身
の
志
向
と
し
て
そ
れ
な
り
に
説
得
力
の
あ
る
言

で
も
あ
ろ
う
が
、
真
木
柱
の
処
遇
に
関
し
て
見
れ
ば
、
真
っ
先
に
一

般
臣
下
で
あ
る
柏
木
と
の
縁
組
を
想
起
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
東
宮

へ
の
入
内
な
ど
﹁
宮
仕
﹂
が
検
討
さ
れ
た
と
い
う
記
述
は
な
い
。
や

は
り
こ
こ
は
、
柏
木
婿
取
り
を
断
念
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
状
況
下

で
、
蛍
宮
か
ら
求
婚
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
当
初
の
計
画
を
翻
し
、
一

般
臣
下
に
比
し
て
の
皇
族
の
価
値
を
こ
と
さ
ら
に
述
べ
立
て
る
こ
と

で
、自
身
を
納
得
さ
せ
よ
う
と
し
た
発
言
だ
と
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

﹃
源
氏
物
語
﹄
に
お
い
て
は
、
登
場
人
物
の
口
を
借
り
て
し
ば
し

ば
理
想
の
配
偶
や
結
婚
観
が
述
べ
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
が
、
そ
れ
を

も
と
に
平
安
朝
の
婚
姻
慣
習
を
炙
り
出
そ
う
と
す
る
の
で
は
な
く
、

こ
の
よ
う
な
記
述
の
描
か
れ
方
を
こ
そ
問
題
に
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

す
な
わ
ち
本
稿
で
は
、
引
用
Ⓐ
の
式
部
�
宮
の
発
言
か
ら
親
王
家
の

婚
姻
の
原
則
を
探
る
の
で
は
な
く
、実
直
な
﹁
た
だ
人
﹂
よ
り
も
﹁
親

王
﹂
と
い
う
高
貴
性
を
優
先
す
べ
し
と
い
う
よ
う
な
こ
の
記
述
が
、

物
語
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
つ
の
か
検
討
し
、
蛍
宮
と
真

木
柱
の
結
婚
記
事
の
位
置
づ
け
を
探
っ
て
み
た
い
と
思
う
の
で
あ

る
。
更
に
こ
れ
を
手
が
か
り
に
、
婿
選
び
に
際
し
て
物
語
で
反
復
し

て
述
べ
ら
れ
る
、
好
色
だ
が
身
分
高
い
男
と
平
凡
だ
が
実
直
な
男
の

ど
ち
ら
が
よ
い
の
か
―
―
換
言
す
れ
ば
、
身
分
と
愛
情
の
い
ず
れ
を

重
視
す
る
か
―
―
と
い
う
発
言
が
、
物
語
展
開
に
関
わ
る
方
法
と
な

っ
て
い
る
こ
と
を
考
察
し
て
み
た
い
。

二
、
代
替
わ
り
記
事

ま
ず
、
蛍
宮
と
真
木
柱
の
結
婚
記
事
の
置
か
れ
る
位
置
に
着
目
し

て
み
よ
う
。
若
菜
下
巻
の
冒
頭
は
、
上
巻
末
尾
の
記
述
に
直
接
連
接

し
て
い
る
。
六
条
院
で
の
蹴
鞠
の
際
に
女
三
の
宮
を
垣
間
見
し
、
い

っ
そ
う
恋
慕
の
情
を
募
ら
せ
た
柏
木
が
、
宮
の
乳
母
子
で
あ
る
小
侍

従
に
文
を
送
っ
た
と
こ
ろ
で
上
巻
は
閉
じ
ら
れ
て
い
る
の
だ
が
、
下

巻
は
小
侍
従
の
返
事
を
得
た
柏
木
の
様
子
か
ら
語
り
出
さ
れ
、
い
よ

い
よ
煩
悶
す
る
姿
が
描
か
れ
て
い
く
。
物
思
い
に
沈
む
柏
木
の
、
光

源
氏
に
対
す
る
﹁
な
ま
ゆ
が
む
心
﹂︵
若
菜
下
④
一
五
三
︶
や
﹁
お
ほ

け
な
き
﹂︵
若
菜
下
④
一
五
五
︶
思
い
な
ど
の
不
穏
な
予
感
を
孕
み
つ

つ
、
女
三
の
宮
の
猫
を
代
償
と
し
て
愛
玩
す
る
記
述
を
も
っ
て
狂
乱

す
る
柏
木
の
記
事
は
こ
こ
で
一
先
ず
休
止
し
、
一
転
し
て
、
玉
鬘
と

髭
黒
・
式
部
�
宮
家
の
人
々
の
動
向
が
語
ら
れ
始
め
る
。

一
方
、蛍
宮
と
真
木
柱
の
結
婚
記
事
に
続
け
て
は
、﹁
は
か
な
く
て
、

年
月
も
重
な
り
て
、
内
裏
の
帝
御
位
に
即
か
せ
た
ま
ひ
て
十
八
年
に

な
ら
せ
た
ま
ひ
ぬ
。﹂︵
若
菜
下
④
一
六
四
︶
と
、
四
年
の
空
白
が
置
か
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れ
、
冷
泉
帝
か
ら
今
上
帝
へ
の
代
替
わ
り
と
、
そ
れ
に
伴
う
政
界
人

事
の
異
動
が
語
ら
れ
る
。
そ
の
後
、
住
吉
参
詣
や
女
楽
な
ど
の
華
や

か
な
行
事
に
続
き
、
物
語
は
紫
の
上
発
病
へ
と
展
開
し
て
い
く
。

こ
の
よ
う
に
蛍
宮
と
真
木
柱
の
結
婚
記
事
は
、
正
常
心
を
失
い
つ

つ
あ
る
柏
木
の
さ
ま
と
、
代
替
わ
り
の
記
事
に
挟
ま
れ
て
置
か
れ
て

い
る
。
猫
を
愛
玩
す
る
姿
が
語
ら
れ
て
以
来
、
物
語
の
表
舞
台
か
ら

一
旦
退
い
て
い
た
柏
木
の
再
登
場
は
紫
の
上
発
病
後
で
あ
り
、
以
降

女
三
の
宮
と
の
密
通
へ
と
物
語
は
一
気
に
進
む
の
で
あ
る
が
、
真
木

柱
結
婚
の
挿
話
や
代
替
わ
り
記
事
は
、
一
見
、
こ
の
女
三
の
宮
物
語

の
流
れ
を
分
断
し
て
い
る
よ
う
に
も
見
え
よ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、

こ
れ
ら
の
記
事
は
決
し
て
女
三
の
宮
物
語
と
無
関
係
に
置
か
れ
た
も

の
で
は
な
い
と
思
う
の
で
あ
る
。

ま
ず
は
代
替
わ
り
記
事
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
よ
う
。
縄
野
邦
雄

氏（
5
（

も
指
摘
す
る
よ
う
に
、
物
語
に
お
け
る
過
去
二
回
の
代
替
わ
り
と

は
、
主
人
公
光
源
氏
に
と
っ
て
須
磨
退
去
と
京
復
帰
な
ど
の
大
き
な

変
動
を
伴
う
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
物
語
中
最
後
の
代

替
わ
り
で
あ
る
当
場
面
に
お
い
て
は
、
以
下
の
傍
線
部
の
よ
う
に
、

代
替
わ
り
に
も
関
わ
ら
ず
政
界
に
特
段
の
変
化
は
な
い
と
語
ら
れ

る
。

世
の
人
、︵
冷
泉
帝
ガ
︶
飽
か
ず
盛
り
の
御
世
を
、
か
く
の
が
れ

た
ま
ふ
こ
と
と
惜
し
み
嘆
け
ど
、
春
宮
も
お
と
な
び
さ
せ
た
ま

ひ
に
た
れ
ば
、
う
ち
継
ぎ
て
、
世
の
中
の
政
な
ど
こ
と
に
変
る

け
ぢ
め
も
な
か
り
け
り
。 

︵
若
菜
下
④
一
六
四
～
一
六
五
︶

実
際
、
こ
の
記
述
に
続
け
て
多
く
の
人
事
異
動
が
述
べ
ら
れ
る
の

で
あ
る
が
、
光
源
氏
に
と
っ
て
養
女
の
婿
に
あ
た
る
髭
黒
が
右
大
臣

と
な
っ
て
太
政
大
臣
致
仕
後
の
政
権
を
掌
り
、
息
子
夕
霧
も
大
納
言

に
昇
進
、
娘
明
石
女
御
所
生
の
皇
子
が
立
坊
と
、
冷
泉
帝
治
世
下
と

同
様
、
光
源
氏
の
権
勢
に
も
変
化
は
な
い
よ
う
に
見
え
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
物
語
は
表
面
上
変
わ
ら
ぬ
光
源
氏
の
栄
華
の
記

述
に
続
け
て
、
そ
の
内
面
の
苦
悩
を
指
摘
す
る
。

六
条
院
は
、
お
り
ゐ
た
ま
ひ
ぬ
る
冷
泉
院
の
御
嗣つ
ぎ

お
は
し
ま
さ

ぬ
を
飽
か
ず
御
心
の
中
に
思
す
。
同
じ
筋
な
れ
ど
、
思
ひ
悩
ま

し
き
御
事
な
う
て
過
ぐ
し
た
ま
へ
る
ば
か
り
に
、罪
は
隠
れ
て
、

末
の
世
ま
で
は
え
伝
ふ
ま
じ
か
り
け
る
御
宿
世
、
口
惜
し
く
さ

う
ざ
う
し
く
思
せ
ど
、
人
に
の
た
ま
ひ
あ
は
せ
ぬ
こ
と
な
れ
ば

い
ぶ
せ
く
な
む
。 

︵
若
菜
下
④
一
六
五
～
一
六
六
︶

光
源
氏
は
、
冷
泉
帝
の
在
位
中
に
そ
の
出
生
の
秘
事
な
ど
が
暴
か

れ
る
こ
と
も
な
か
っ
た
こ
と
に
安
堵
し
つ
つ
も
、
帝
が
子
を
儲
け
ぬ

ま
ま
退
位
し
た
こ
と
で
そ
の
血
筋
が
絶
え
る
こ
と
を
嘆
く
の
で
あ
る

が
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
は
他
人
に
打
ち
明
け
ら
れ
る
こ
と
で
は
な
い

の
で
、
自
ら
の
心
の
内
に
鬱
屈
と
し
た
思
い
を
抱
え
る
ば
か
り
で
あ

る
と
い
う
。
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心
底
に
憂
愁
を
抱
え
る
の
は
、紫
の
上
に
関
し
て
も
同
様
で
あ
る
。

姫
宮
︵
＝
女
三
ノ
宮
︶
の
御
事
は
、
帝
、
御
心
と
ど
め
て
思
ひ

き
こ
え
た
ま
ふ
。
お
ほ
か
た
の
世
に
も
、
あ
ま
ね
く
も
て
か
し

づ
か
れ
た
ま
ふ
を
、
対
の
上
の
御
勢
ひ
に
は
え
ま
さ
り
た
ま
は

ず
。
年
月
経
る
ま
ま
に
、
御
仲
い
と
う
る
は
し
く
睦
び
き
こ
え

か
は
し
た
ま
ひ
て
、
い
さ
さ
か
飽
か
ぬ
こ
と
な
く
、
隔
て
も
見

え
た
ま
は
ぬ
も
の
か
ら
、﹁
今
は
、
か
う
お
ほ
ぞ
う
の
住
ま
ひ
な

ら
で
、
の
ど
や
か
に
行
ひ
を
も
と
な
む
思
ふ
。
…
﹂
と
ま
め
や

か
に
聞
こ
え
た
ま
ふ
を
り
を
り
あ
る
を
、

 
︵
若
菜
下
④
一
六
六
～
一
六
七
︶

新
帝
と
な
っ
た
今
上
帝
は
、
姉
妹
で
あ
る
女
三
の
宮
に
心
配
り
を

し
て
お
り
、
そ
の
た
め
宮
は
世
人
か
ら
も
重
ん
じ
ら
れ
て
い
る
と
い

う
。
け
れ
ど
も
、
そ
の
よ
う
な
女
三
の
宮
も
、﹁
対
の
上
の
御
勢
ひ
に

は
え
ま
さ
り
た
ま
は
ず
。﹂
と
、
紫
の
上
の
勢
威
に
は
及
ば
な
い
こ

と
が
明
言
さ
れ
る
。
光
源
氏
と
紫
の
上
の
夫
婦
仲
は
、
代
替
わ
り
の

後
、
帝
の
姉
妹
と
し
て
女
三
の
宮
の
重
み
が
増
し
た
こ
と
に
も
影
響

さ
れ
ず
、
時
が
経
つ
に
つ
れ
て
二
人
の
仲
は
一
層
睦
ま
じ
い
も
の
と

な
っ
て
い
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
よ
う
に
紫
の
上
の
変
わ
ら
ぬ
境
遇
が
語
ら

れ
つ
つ
も
、傍
線
部
の
よ
う
に
逆
説
の
接
続
助
詞
に
よ
っ
て
一
転
し
、

そ
の
表
面
的
な
栄
華
と
は
別
に
、﹁
お
ほ
ぞ
う
の
住
ま
ひ
﹂
を
離
脱
し

た
い
と
い
う
彼
女
の
出
家
の
志
が
こ
こ
で
初
め
て
語
ら
れ
る
。
女
三

の
宮
と
の
結
婚
に
よ
っ
て
却
っ
て
光
源
氏
の
愛
情
が
深
ま
っ
た
と
い

う
事
実
は
、紫
の
上
を
充
足
さ
せ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

加
え
て
、
紫
の
上
の
優
位
が
語
ら
れ
た
上
で
そ
の
出
家
の
希
望
が
述

べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
彼
女
の
苦
悩
は
妻
と
し
て
の
地
位
な
ど
と

い
う
次
元
を
超
え
て
い
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
従

来
、
紫
の
上
は
正
妻
か
否
か
と
い
う
問
題
を
め
ぐ
っ
て
は
議
論
が
絶

え
ず
、
未
だ
決
着
を
見
な
い
と
こ
ろ
で
は
あ
る
が
、
物
語
が
そ
の
よ

う
な
点
を
問
題
に
す
る
よ
う
な
描
き
方
を
し
て
は
い
な
い
と
こ
ろ
に

こ
そ
注
目
す
る
べ
き
な
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
代
替
わ
り
は
光
源
氏
の
栄
華
や
紫
の
上
の
境
遇

に
、
表
面
上
は
何
ら
変
化
を
も
た
ら
さ
な
か
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら

そ
の
内
実
は
と
い
う
と
、
両
者
と
も
人
に
は
話
せ
ぬ
深
い
苦
悩
を
抱

え
て
い
た
の
で
あ
る
。
光
源
氏
が
冷
泉
帝
退
位
を
受
け
藤
壺
と
の
密

通
を
想
起
す
る
点
や
、
光
源
氏
か
ら
の
変
わ
ら
ぬ
愛
情
を
受
け
る
紫

の
上
が
初
め
て
出
家
を
願
い
出
る
点
な
ど
、代
替
わ
り
後
の
物
語
は
、

こ
れ
を
端
緒
と
し
て
紫
の
上
発
病
や
女
三
の
宮
の
密
通
と
い
っ
た
今

後
の
事
件
に
深
く
関
連
す
る
両
者
の
心
中
思
惟
を
紡
ぎ
出
し
て
お

り
、
女
三
の
宮
物
語
に
お
い
て
重
要
な
役
割
を
担
っ
て
い
る
と
言
え

る
だ
ろ
う
。
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三
、
光
源
氏
の
身
分
の
捉
え
返
し

さ
て
そ
れ
で
は
、
こ
の
よ
う
な
代
替
わ
り
記
事
直
前
に
置
か
れ
る

蛍
宮
と
真
木
柱
の
結
婚
記
事
に
つ
い
て
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
清
水

好
子
氏（

6
（

は
、
こ
の
記
事
を
も
っ
て
若
菜
巻
頭
か
ら
続
く
時
間
が
閉
じ

て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
が
、
そ
の
よ
う
な
閉
じ
目
に
置
か
れ
る
当

該
場
面
に
お
い
て
も
、
若
菜
巻
の
あ
り
方
と
無
関
係
な
と
こ
ろ
に
存

在
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
真
木
柱
の
結
婚
を

女
三
の
宮
の
結
婚
と
密
接
な
関
係
を
持
つ
も
の
と
し
て
見
る
説（

7
（

も
あ

る
が
、
こ
こ
で
は
引
用
Ⓐ
で
語
ら
れ
た
よ
う
な
婿
選
び
の
際
の
身
分

と
愛
情
に
関
す
る
発
言
に
着
目
し
て
考
察
し
て
み
た
い
。

こ
こ
で
一
旦
視
点
を
移
し
、
先
行
研
究
で
も
既
に
多
く
論
じ
ら
れ

て
い
る
と
こ
ろ（

8
（

で
は
あ
る
が
、
若
菜
巻
に
お
い
て
﹁
た
だ
人
﹂
か
否

か
を
め
ぐ
っ
て
光
源
氏
の
地
位
が
揺
さ
ぶ
ら
れ
て
い
る
点
に
つ
い
て

見
て
み
よ
う
と
思
う
。
若
菜
巻
頭
に
語
ら
れ
る
女
三
の
宮
の
処
遇
問

題
に
際
し
て
、
朱
雀
院
は
﹁
た
だ
人
の
中
に
は
あ
り
が
た
し
﹂︵
若

菜
上
④
二
七
︶
と
述
べ
、
中
宮
以
下
高
貴
な
女
御
た
ち
が
侍
る
冷
泉

帝
へ
の
入
内
や
、
漸
く
雲
居
雁
と
の
結
婚
が
成
っ
た
ば
か
り
の
夕
霧

と
の
結
婚
の
可
能
性
を
否
定
し
た
上
で
、
光
源
氏
を
第
一
候
補
と
し

て
検
討
を
重
ね
て
い
く
。
光
源
氏
に
つ
い
て
は
、
紫
の
上
を
は
じ
め

と
す
る
女
性
た
ち
の
存
在
が
懸
念
さ
れ
て
お
り
、
左
中
弁
や
乳
母
も

危
惧
す
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
の
だ
が
、
し
か
し
な
が
ら
朱
雀
院
は
結

局
、

Ⓑ
︵
朱
雀
院
︶﹁
…
昔
も
、
か
う
や
う
な
る
選
び
に
は
、
何
ご
と

も
人
に
こ
と
な
る
お
ぼ
え
あ
る
に
事
よ
り
て
こ
そ
あ
り
け

れ
。
た
だ
ひ
と
へ
に
ま
た
な
く
用
ゐ
む
方
ば
か
り
を
、
か
し

こ
き
こ
と
に
思
ひ
定
め
む
は
、
い
と
飽
か
ず
口
惜
し
か
る
べ

き
わ
ざ
に
な
む
。
…
﹂ 

︵
若
菜
上
④
三
五
～
三
六
︶

と
、
娘
一
人
の
み
を
大
切
に
す
る
点
よ
り
も
﹁
人
に
こ
と
な
る
お
ぼ

え
﹂
を
優
先
し
た
の
で
あ
っ
た
。

そ
の
他
女
三
の
宮
の
婿
が
ね
と
し
て
、
蛍
宮
・
藤
大
納
言
・
柏
木

な
ど
も
名
乗
り
を
挙
げ
る
が
、
朱
雀
院
の
息
子
東
宮
︵
後
の
今
上
帝
︶

が
、﹁
人
柄
よ
ろ
し
と
て
も
、
た
だ
人
は
限
り
あ
る
を
、
な
ほ
、
し
か

思
し
立
つ
こ
と
な
ら
ば
、
か
の
六
条
院
に
こ
そ
、
親
ざ
ま
に
譲
り
き

こ
え
さ
せ
た
ま
は
め
﹂︵
若
菜
上
④
三
九
︶
と
進
言
し
、
こ
の
言
葉
が

朱
雀
院
の
迷
い
を
吹
き
消
し
、
光
源
氏
へ
の
正
式
打
診
に
至
る
。
こ

の
時
点
で
東
宮
は
わ
ず
か
一
三
歳
に
過
ぎ
ぬ
は
ず
で
あ
り
、
少
々
年

齢
に
そ
ぐ
わ
ぬ
発
言
と
も
言
え
よ
う
が
、多
少
の
無
理
を
押
し
て
も
、

次
代
の
帝
た
る
べ
き
東
宮
が
、
内
親
王
の
結
婚
相
手
と
し
て
﹁
た
だ

人
は
限
り
あ
る
﹂
と
明
言
す
る
こ
と
に
意
味
が
あ
る
の
だ
ろ
う
。
こ

の
よ
う
に
、
朱
雀
院
方
が
女
三
の
宮
を
光
源
氏
へ
託
す
こ
と
を
決
定

し
た
根
拠
は
、
準
太
上
天
皇
で
あ
る
光
源
氏
の
﹁
た
だ
人
﹂
な
ら
ざ
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る
身
分
に
こ
そ
あ
っ
た
は
ず
で
あ
っ
た
。

け
れ
ど
も
、
女
三
の
宮
と
の
結
婚
が
決
定
し
、
い
ざ
六
条
院
に
宮

を
迎
え
入
れ
る
際
に
は
、﹁
た
だ
人
に
お
は
す
れ
ば
、
よ
ろ
づ
の
こ
と

限
り
あ
り
て
﹂︵
若
菜
上
④
六
二
︶と
、語
り
手
に
よ
っ
て
光
源
氏
が﹁
た

だ
人
﹂
で
あ
る
と
断
言
さ
れ
て
し
ま
う
。
更
に
は
柏
木
が
語
る
朱
雀

院
の
台
詞
に
お
い
て
も
、
光
源
氏
は
﹁
た
だ
人
﹂
と
見
な
さ
れ
る
。

若
菜
下
巻
冒
頭
で
猫
を
愛
玩
す
る
姿
が
描
か
れ
て
以
来
、
久
方
ぶ
り

に
再
登
場
し
た
柏
木
は
、
中
納
言
に
昇
進
し
、
更
衣
腹
で
は
あ
る
が

女
三
の
宮
の
姉
に
当
た
る
皇
女
︵
落
葉
の
宮
︶
を
妻
と
し
て
い
た
。

し
か
し
な
が
ら
、﹁
な
ほ
、
か
の
下
の
心
忘
ら
れ
ず
﹂︵
若
菜
下
④
二
一

七
︶
と
、
依
然
と
し
て
女
三
の
宮
へ
の
恋
慕
の
情
は
絶
え
て
い
な
い

こ
と
が
語
ら
れ
、
小
侍
従
を
相
手
に
、
女
三
の
宮
が
光
源
氏
の
多
く

の
妻
た
ち
に
圧
さ
れ
、
孤
閨
を
託
つ
折
々
も
多
い
と
い
う
報
告
を
聞

い
た
朱
雀
院
の
反
応
を
、
伝
聞
と
し
て
以
下
の
よ
う
に
語
る
。

︵
柏
木
︶﹁
…
人
の
奏
し
け
る
つ
い
で
に
も
、︵
朱
雀
院
ハ
︶
す
こ
し

悔
い
思
し
た
る
御
気
色
に
て
、
同
じ
く
は
、
た
だ
人
の
心
や
す

き
後
見
を
定
め
む
に
は
、
ま
め
や
か
に
仕
う
ま
つ
る
べ
き
人
を

こ
そ
定
む
べ
か
り
け
れ
、
と
の
た
ま
は
せ
て
、
女
二
の
宮
︵
＝

落
葉
ノ
宮
︶
の
な
か
な
か
う
し
ろ
や
す
く
、
行
く
末
長
き
さ
ま

に
て
も
の
し
た
ま
ふ
な
る
こ
と
、
と
の
た
ま
は
せ
け
る
を
伝
へ

聞
き
し
に
、
…
﹂ 

︵
若
菜
下
④
二
一
八
～
二
一
九
︶

朱
雀
院
は
、
娘
を
光
源
氏
に
託
し
た
こ
と
を
後
悔
し
、
同
じ
臣
下

な
ら
ば
誠
実
な
男
性
を
選
ぶ
べ
き
で
あ
っ
た
と
し
て
、
柏
木
と
結
婚

し
た
落
葉
の
宮
の
方
が
却
っ
て
安
心
だ
と
述
べ
た
と
い
う
の
で
あ

る
。
前
述
の
よ
う
に
、
当
初
朱
雀
院
は
﹁
た
だ
人
﹂
な
ら
ざ
る
光
源

氏
の
身
分
を
重
視
し
、
引
用
Ⓑ
で
は
﹁
た
だ
ひ
と
へ
に
ま
た
な
く
用

ゐ
む
方
﹂
よ
り
も
﹁
何
ご
と
も
人
に
こ
と
な
る
お
ぼ
え
﹂
を
優
先
し

て
い
た
は
ず
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
柏
木
の
伝
え
る
院
の
発
言
で
は

あ
る
も
の
の
、光
源
氏
を
﹁
た
だ
人
﹂
と
捉
え
直
し
、一
転
し
て
﹁
ま

め
や
か
に
仕
う
ま
つ
る
べ
き
人
﹂
に
価
値
を
見
い
だ
し
て
い
る
の
で

あ
る
。
こ
こ
で
柏
木
は
、
同
じ
く
皇
女
と
結
婚
し
た
﹁
た
だ
人
﹂
と

い
う
こ
と
で
、
光
源
氏
と
同
一
俎
上
に
自
ら
を
置
い
た
の
で
あ
り
、

そ
れ
に
続
け
て
﹁
世
は
い
と
定
め
な
き
も
の
を
﹂︵
若
菜
下
④
二
二
〇
︶

な
ど
と
、
自
身
と
女
三
の
宮
の
結
婚
の
可
能
性
を
探
る
よ
う
な
発
言

を
な
し
つ
つ
、
女
三
の
宮
の
側
近
く
で
直
接
胸
の
内
を
打
ち
明
け
た

い
と
懇
願
、
遂
に
小
侍
従
か
ら
手
引
き
の
承
諾
を
引
き
出
す
に
至
る

の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
女
三
の
宮
の
処
遇
問
題
を
め
ぐ
っ
て
は
、
朱
雀
院
方

に
よ
っ
て
男
の
身
分
と
愛
情
い
ず
れ
を
重
視
す
べ
き
か
の
問
い
が
繰

り
返
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
物
語
の
展
開
を
切
り
開
い
て
い
た
。
す

な
わ
ち
、
光
源
氏
の
好
色
心
を
不
問
に
付
し
、﹁
人
に
こ
と
な
る
お
ぼ

え
﹂
に
価
値
を
見
い
だ
す
朱
雀
院
の
言
が
、
光
源
氏
と
女
三
の
宮
の
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結
婚
へ
と
繋
が
り
、
ま
た
一
方
で
、
光
源
氏
の
﹁
人
に
こ
と
な
る
お

ぼ
え
﹂
を
棚
上
げ
し
、
同
じ
臣
下
と
し
て
誠
実
さ
を
求
め
る
院
の
言

の
伝
聞
が
、
柏
木
と
女
三
の
宮
の
密
通
を
手
繰
り
寄
せ
て
い
た
の
で

あ
る
。四

、
親
王
の
価
値
の
捉
え
返
し

蛍
宮
と
真
木
柱
の
結
婚
記
事
に
お
い
て
も
、﹁
た
だ
人
﹂
を
め
ぐ
る

光
源
氏
と
同
様
、﹁
捉
え
返
し
﹂
が
指
摘
で
き
な
い
だ
ろ
う
か
。
前
掲

引
用
Ⓐ
で
、
式
部
�
宮
は
﹁
た
だ
人
の
、
す
く
よ
か
に
な
ほ
な
ほ
し

き
﹂
者
に
比
し
て
親
王
と
い
う
身
分
に
重
き
を
お
い
て
い
た
の
で
あ

る
が
、
い
ざ
蛍
宮
と
の
夫
婦
仲
が
芳
し
く
な
い
と
見
る
や
、
以
下
の

よ
う
に
棚
上
げ
し
た
は
ず
の
二
心
の
問
題
が
、
式
部
�
宮
の
妻
大
北

の
方
の
言
葉
に
よ
り
再
び
呼
び
起
こ
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

︵
式
部
�
宮
大
北
ノ
方
︶﹁
親
王
た
ち
は
、
の
ど
か
に
二
心
な
く
て

見
た
ま
は
む
を
だ
に
こ
そ
、
は
な
や
か
な
ら
ぬ
慰
め
に
は
思
ふ

べ
け
れ
﹂ 

︵
若
菜
下
④
一
六
三
︶

大
北
の
方
の
批
判
は
、
自
身
が
親
王
の
妻
で
あ
る
彼
女
の
、
皮
肉

と
も
言
う
べ
き
発
言
で
あ
ろ
う
。
特
に
﹁
二
心
な
し
﹂
に
つ
い
て
は
、

夫
の
他
妻
を
許
さ
ず
未
だ
継
子
紫
の
上
を
憎
む
彼
女
の
、
当
て
こ
す

り
と
も
言
え
る
だ
ろ
う
が
、
こ
こ
で
﹁
た
だ
人
の
、
す
く
よ
か
に
な

ほ
な
ほ
し
き
﹂
者
と
異
な
っ
て
い
た
は
ず
の
親
王
の
価
値
が
、﹁
は
な

や
か
な
ら
ぬ
﹂
と
転
換
さ
れ
、﹁
の
ど
か
に
二
心
な
﹂
き
こ
と
が
唯
一

の
取
り
柄
で
あ
る
と
述
べ
ら
れ
る
の
で
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
で
、
前
記
の
新
山
春
道
氏
が
真
木
柱
の
婚
姻
を
﹁
親
王
家

と
し
て
の
婚
姻
﹂
と
考
え
た
よ
う
に
、当
該
場
面
に
お
い
て
﹁
親
王
﹂

と
い
う
身
分
の
強
調
が
見
ら
れ
る
こ
と
は
認
め
ら
れ
よ
う
。
引
用
Ⓐ

に
お
い
て
は
、婿
と
し
て
の
親
王
の
価
値
が
述
べ
立
て
ら
れ
て
お
り
、

ま
た
そ
う
主
張
す
る
式
部
�
宮
自
身
が
他
な
ら
ぬ
親
王
で
あ
り
、
し

か
も
﹁
東
宮
を
除
く
最
上
席
親
王
﹂
が
任
じ
ら
れ
る
式
部
�（

9
（

の
官
職

に
あ
っ
た
。
更
に
、
当
該
場
面
に
お
い
て
は
引
用
Ⓐ
を
は
じ
め
と
し

て
三
例
、
式
部
�
宮
を
﹁
大
宮
﹂
と
呼
称
し
た
用
例
が
見
い
だ
せ
る

こ
と
に
も
着
目
し
た
い
。

式
部
�
宮
に
対
す
る
﹁
大
宮
﹂
の
呼
称（
（₀
（

は
こ
の
場
面
の
み
で
あ
り
、

﹁
蛍
兵
部
�
宮
と
区
別
す
る
た
め
の
呼
称
﹂︵﹃
新
編
日
本
古
典
文
学
全

集
﹄
頭
注
︶
な
ど
と
の
説
明
が
な
さ
れ
て
は
い
る
も
の
の
、
そ
も
そ

も
単
に
宮
同
士
の
識
別
の
た
め
な
ら
ば
﹁
式
部
�
宮
﹂
も
し
く
は
当

該
場
面
に
も
登
場
す
る
﹁
祖お
ほ
ぢ父

宮
﹂︵
若
菜
下
④
一
五
九
︶
な
ど
の
呼

称
で
も
よ
い
と
思
わ
れ
る
。
他
の
物
語
を
参
照
し
て
も
、
男
性
を
対

象
と
し
た
﹁
大
宮
﹂
呼
称
は
異
例
で
あ
り（
（（
（

、
わ
ざ
わ
ざ
こ
の
呼
称
を

用
い
た
こ
と
に
は
、
単
な
る
蛍
宮
と
の
識
別
に
留
ま
ら
な
い
意
味
が

あ
ろ
う
。
平
安
朝
物
語
に
お
け
る
﹁
大
宮
﹂
呼
称
の
対
象
人
物
と
し

て
は
、
そ
の
殆
ど
が
后
︵
す
な
わ
ち
帝
の
妻
も
し
く
は
母
︶
で
あ
り
、
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そ
れ
以
外
の
人
物
も
帝
の
姉
妹
で
あ
る（
（₂
（

こ
と
を
考
慮
に
入
れ
れ
ば
、

こ
こ
で
も
式
部
�
宮
を
﹁
大
宮
﹂
と
呼
称
す
る
こ
と
で
、
帝
、
す
な

わ
ち
甥
に
当
た
る
冷
泉
帝
と
の
近
縁
を
我
々
に
意
識
さ
せ
て
い
る
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

加
え
て
当
該
場
面
に
お
い
て
は
、
式
部
�
宮
が
世
間
の
評
判
も
高

く
、
冷
泉
帝
か
ら
の
信
頼
も
厚
い
こ
と
や
、
光
源
氏
・
太
政
大
臣
に

次
ぐ
権
勢
家
で
あ
り
、
ま
さ
に
当
代
の
重
鎮
で
あ
る
こ
と
が
記
述
さ

れ
、そ
の
重
い
位
置
づ
け
が
示
さ
れ
て
い
た
。
こ
こ
で
、蛍
宮
の
﹁
親

王
﹂
と
い
う
身
分
の
高
貴
性
に
価
値
を
見
い
だ
し
、
堅
実
な
臣
下
に

優
る
と
し
た
式
部
�
宮
の
判
断
は
、
大
北
の
方
に
よ
り
、
華
や
か
な

生
活
の
で
き
な
い
親
王
の
価
値
は
二
心
な
き
と
こ
ろ
に
あ
る
と
捉
え

返
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
真
木
柱
結
婚
に
先
立
ち
、
式
部
�
宮
の
重

い
位
置
づ
け
を
こ
と
さ
ら
に
記
す
こ
と
で
、
帝
と
も
密
な
間
柄
で
あ

り
、
光
源
氏
ら
に
次
い
で
﹁
人
も
参
り
仕
う
ま
つ
﹂
る
︵
若
菜
下
④

一
六
〇
︶
存
在
の
は
ず
の
式
部
�
宮
の
妻
が
、
親
王
を
﹁
は
な
や
か

な
ら
ぬ
﹂
と
断
じ
る
点
が
際
立
つ
の
で
あ
る
。

蛍
宮
と
真
木
柱
の
結
婚
成
立
の
後
、
物
語
は
唐
突
に
蛍
宮
の
亡
妻

へ
の
思
慕
の
念
を
語
る
。
亡
妻
の
面
影
を
求
め
る
蛍
宮
は
、
真
木
柱

の
も
と
へ
は
﹁
通
ひ
た
ま
ふ
さ
ま
い
と
も
の
う
げ
な
り
。﹂︵
若
菜
下

④
一
六
二
︶
と
い
う
状
態
で
あ
り
、
そ
れ
が
式
部
�
宮
一
家
や
実
父

髭
黒
の
悲
嘆
や
不
満
、
更
に
は
玉
鬘
に
お
い
て
は
自
身
の
身
の
処
し

方
へ
の
安
堵
の
思
い
な
ど
、
周
辺
人
物
の
様
々
な
思
念
を
引
き
起
こ

し
て
い
た
。
一
方
、
蛍
宮
自
身
も
真
木
柱
の
こ
と
は
﹁
心
苦
し
﹂
と

感
じ
て
い
た
の
だ
が
、
上
記
の
大
北
の
方
の
批
判
を
耳
に
す
る
こ
と

で
、
ま
す
ま
す
通
い
は
滞
り
が
ち
に
な
る
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
、
そ
の
通
い
の
間
遠
さ
を
﹁
二
心
﹂
ゆ
え
と
し
て
批

判
す
る
大
北
の
方
ら
と
、
亡
妻
追
慕
の
念
に
囚
わ
れ
る
蛍
宮
と
の
意

識
の
ず
れ
が
描
き
出
さ
れ
て
い
る
点
は
注
目
に
値
し
よ
う
。
今
井
上

氏（
（₃
（

は
、
様
々
な
見
解
に
揺
さ
ぶ
ら
れ
、
二
者
択
一
的
な
議
論
を
無
効

に
す
る
よ
う
な
若
菜
巻
の
あ
り
方
を
指
摘
し
、
物
語
が
﹁
多
様
な
解

釈
を
許
す
も
の
と
し
て
﹁
女
三
宮
降
嫁
﹂
の
一
件
を
構
え
て
い
る
﹂

と
論
じ
る
の
だ
が
、
蛍
宮
と
真
木
柱
の
結
婚
記
事
に
つ
い
て
も
、
こ

の
よ
う
な
若
菜
巻
の
あ
り
方
と
無
縁
で
は
な
か
ろ
う
。
蛍
宮
の
﹁
親

王
﹂
と
い
う
身
分
の
高
貴
性
に
価
値
を
見
い
だ
し
、
堅
実
な
臣
下
に

優
る
と
し
た
式
部
�
宮
の
判
断
は
、
大
北
の
方
に
よ
り
、
華
や
か
な

生
活
の
で
き
な
い
親
王
の
価
値
は
二
心
な
き
と
こ
ろ
に
の
み
あ
る
と

捉
え
返
さ
れ
る
。
け
れ
ど
も
、
唐
突
な
蛍
宮
の
亡
妻
追
慕
の
記
載
に

よ
り
、
大
北
の
方
が
捉
え
返
し
て
み
せ
た
そ
の
認
識
に
も
ず
れ
が
あ

る
こ
と
が
示
唆
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

真
木
柱
の
結
婚
記
事
は
特
に
掘
り
下
げ
ら
れ
る
こ
と
も
な
く
、
真

木
柱
巻
の
後
日
譚
を
語
る
短
い
挿
話
と
し
て
閉
じ
ら
れ
る
の
だ
が
、

以
上
の
よ
う
な
価
値
の
転
換
や
解
釈
の
ず
れ
に
着
目
す
れ
ば
、﹁
た
だ
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人
﹂
の
語
を
鍵
語
と
し
て
光
源
氏
の
地
位
を
揺
さ
ぶ
り
物
語
を
展
開

し
て
い
た
女
三
の
宮
物
語
の
手
法
が
、
当
挿
話
に
も
集
約
的
に
示
さ

れ
て
い
る
と
言
え
な
い
だ
ろ
う
か
。
代
替
わ
り
記
事
が
、
光
源
氏
に

よ
る
藤
壺
と
の
密
通
想
起
や
紫
の
上
の
出
家
願
い
と
い
っ
た
、
今
後

の
事
件
に
深
く
関
わ
る
両
者
の
思
惟
を
引
き
出
し
て
い
た
点
は
前
述

し
た
が
、
そ
の
代
替
わ
り
直
前
の
﹁
閉
じ
目
﹂
に
置
か
れ
た
蛍
宮
と

真
木
柱
の
結
婚
記
事
に
つ
い
て
も
、
若
菜
巻
の
物
語
の
方
法
と
分
か

ち
が
た
い
も
の
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

五
、
身
分
と
愛
情
の
問
い

以
上
、
蛍
宮
を
め
ぐ
る
婿
と
し
て
の
親
王
の
価
値
に
つ
い
て
の
発

言
に
着
目
し
、
蛍
宮
と
真
木
柱
の
結
婚
記
事
と
若
菜
巻
の
論
理
と
の

関
わ
り
を
指
摘
し
て
み
た
。
当
該
場
面
で
は
、式
部
�
宮
に
よ
り﹁
す

く
よ
か
に
な
ほ
な
ほ
し
き
﹂
た
だ
人
と
は
異
な
る
と
さ
れ
た
は
ず
の

親
王
の
価
値
が
、
一
転
し
て
妻
大
北
の
方
に
よ
っ
て
、
親
王
は
﹁
は

な
や
か
な
ら
ぬ
﹂
存
在
で
﹁
二
心
な
﹂
き
こ
と
が
せ
め
て
も
の
代
償

で
あ
る
と
転
換
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
婿
と
し
て
の
価
値
を
繰
り

返
し
問
う
こ
と
で
、
一
旦
は
不
問
に
付
し
た
は
ず
の
側
面
に
再
度
光

を
当
て
、
ま
た
別
の
側
面
を
棚
上
げ
す
る
な
ど
と
の
多
角
的
な
視
点

が
呼
び
込
ま
れ
、
物
語
の
展
開
を
切
り
開
い
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ

う
。

同
様
に
、
朱
雀
院
方
に
よ
り
男
の
身
分
と
愛
情
の
い
ず
れ
を
重
視

す
べ
き
か
の
問
い
が
反
復
さ
れ
る
こ
と
で
、
女
三
の
宮
物
語
の
そ
の

後
の
展
開
が
手
繰
り
寄
せ
ら
れ
て
い
た
点
は
前
述
の
通
り
で
あ
る

が
、
最
後
に
、
こ
れ
ら
と
同
じ
く
物
語
の
方
法
と
し
て
理
解
で
き
る
、

娘
六
の
君
の
婿
選
び
に
際
し
て
の
夕
霧
の
記
述
に
つ
い
て
、
簡
単
に

触
れ
て
お
き
た
い
。

︵
夕
霧
心
中
︶
さ
ば
れ
、
な
ほ
ざ
り
の
す
き
に
は
あ
り
と
も
、
さ

る
べ
き
に
て
御
心
と
ま
る
や
う
も
な
ど
か
な
か
ら
ん
、
水
漏
る

ま
じ
く
思
ひ
定
め
ん
と
て
も
、
な
ほ
な
ほ
し
き
際
に
下
ら
ん
、

は
た
、
い
と
人
わ
ろ
く
飽
か
ぬ
心
地
す
べ
し
、
な
ど
思
し
な
り

に
た
り
。 

︵
宿
木
⑤
三
八
〇
︶

夕
霧
は
、
い
く
ら
水
も
漏
ら
さ
ぬ
よ
う
な
深
い
情
愛
を
抱
く
男
が

相
手
で
も
、
平
凡
な
身
分
の
者
と
娘
を
娶
せ
る
の
は
体
裁
が
悪
く
不

満
で
あ
る
と
し
て
、
匂
宮
の
好
色
心
を
不
問
に
付
す
の
だ
が
、
夕
霧

の
こ
の
思
考
の
背
景
に
は
、
自
身
の
権
勢
へ
の
自
負
が
あ
ろ
う
。
実

際
、匂
宮
も
﹁
親
王
た
ち
は
、御
後
見
か
ら
こ
そ
と
も
か
く
も
あ
れ
。﹂

︵
宿
木
⑤
三
八
一
︶
と
の
明
石
中
宮
の
言
葉
の
前
に
、﹁
げ
に
、
こ
の
大

臣
︵
＝
夕
霧
︶
に
あ
ま
り
怨
ぜ
ら
れ
は
て
ん
も
あ
い
な
か
ら
ん
﹂︵
宿

木
⑤
三
八
一
︶
と
思
い
直
し
、
遂
に
そ
の
縁
組
を
承
諾
す
る
に
至
っ

た
の
で
あ
っ
た
。

匂
兵
部
�
巻
で
は
﹁
次
の
坊
が
ね
﹂
は
匂
宮
の
同
母
兄
二
の
宮
と
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さ
れ
、
匂
宮
は
父
帝
・
母
中
宮
の
寵
愛
を
受
け
な
が
ら
も
、
気
楽
な

生
活
を
送
る
皇
子
と
語
ら
れ
て
い
た
︵
匂
兵
部
�
⑤
一
八
︶。
し
か
し

な
が
ら
、
総
角
巻
で
中
の
君
と
の
恋
が
本
格
的
に
開
始
す
る
と
、
突

如
と
し
て
次
期
東
宮
候
補
と
造
型
さ
れ
直
さ
れ（
（₄
（

、
重
々
し
い
身
分
ゆ

え
に
宇
治
行
き
が
困
難
と
さ
れ
る
と
と
も
に
、
そ
の
坊
が
ね
と
し
て

の
立
場
か
ら
、
後
見
と
な
る
べ
き
当
代
一
の
権
力
者
夕
霧
と
の
縁
組

も
派
生
し
て
く
る
。
以
上
の
よ
う
な
匂
宮
の
造
型
の
変
化
は
、
宇
治

へ
の
通
い
の
間
遠
さ
と
権
勢
家
と
の
縁
談
を
引
き
起
こ
し
、
大
君
の

苦
悩
を
深
め
死
に
至
ら
し
め
ら
れ
る
役
割
を
負
っ
て
い
た
の
だ
が
、

前
引
の
夕
霧
の
心
中
思
惟
は
、
匂
宮
の
好
色
も
、
夕
霧
の
勢
威
の
前

で
は
簡
単
に
不
問
に
付
さ
れ
得
る
も
の
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
こ
と
を

示
唆
し
、
匂
宮
の
﹁
月
草
の
色
な
る
御
心
﹂︵
総
角
⑤
二
九
八
︶
へ
の

悲
嘆
の
あ
ま
り
落
命
し
た
大
君
の
姿
を
相
対
化
す
る
も
の
と
な
っ
て

い
る
と
言
え
よ
う
。
こ
の
よ
う
に
、
好
色
心
へ
の
懸
念
よ
り
も
男
の

高
貴
性
を
重
視
し
た
夕
霧
の
判
断
も
、
宇
治
の
物
語
を
相
対
化
す
る

宿
木
巻
の
方
法
と
深
く
関
わ
る
も
の
と
し
て
解
す
る
こ
と
が
で
き
る

の
で
あ
る
。

以
上
見
て
き
た
よ
う
に
、﹃
源
氏
物
語
﹄
に
お
い
て
は
、し
ば
し
ば
、

好
色
の
懸
念
は
あ
れ
ど
人
品
優
れ
た
人
物
か
、
平
凡
だ
が
二
心
な
い

人
物
か
の
問
い
が
女
の
親
に
よ
り
持
ち
出
さ
れ
、
多
妻
や
二
心
を
危

惧
す
る
思
い
は
そ
の
男
の
魅
力
に
よ
っ
て
不
問
に
付
さ
れ
て
い
た
。

本
稿
で
は
、
蛍
宮
と
真
木
柱
の
結
婚
記
事
が
若
菜
巻
の
あ
り
方
と
連

関
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
考
察
し
、
そ
の
検
討
を
通
じ
て
、
婿
選

び
の
際
に
反
復
し
て
述
べ
ら
れ
る
上
記
の
記
述
が
、
物
語
展
開
を
切

り
開
く
仕
組
み
と
も
言
え
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
こ
の
よ
う
に
、﹁
親

王
﹂
に
し
て
も
﹁
た
だ
人
﹂
に
し
て
も
、
そ
の
両
価
性
を
意
図
的
に

利
用
し
て
い
く
こ
と
が
、
第
二
部
以
降
の
物
語
の
重
要
な
方
法
の
一

つ
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
両
価
性
の
利
用
が
、

婚
姻
に
際
す
る
場
面
で
特
に
見
い
だ
さ
れ
る
こ
と
に
は
留
意
す
べ
き

で
あ
ろ
う
。

﹃
源
氏
物
語
﹄
の
成
立
し
た
一
一
世
紀
前
後
は
、
父
権
の
増
大
や

官
職
の
世
襲
化
な
ど
の
時
代
的
転
換
点
に
あ
り
、
家
父
長
主
導
で
の

儀
式
婚
の
広
が
り
や
、
正
妻
と
妾
妻
の
地
位
の
隔
絶
な
ど
、
そ
の
変

化
は
特
に
婚
姻
の
様
相
に
お
い
て
顕
著
で
あ
っ
た
。
物
語
は
、
婚
姻

に
お
い
て
家
格
や
身
分
が
よ
り
重
視
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
如

上
の
時
代
状
況
を
敏
感
に
感
じ
取
っ
て
は
い
る
も
の
の
、
一
方
で
前

述
来
の
よ
う
に
、﹁
親
王
﹂
や
﹁
た
だ
人
﹂
と
い
う
身
分
を
め
ぐ
る
揺

れ
を
、物
語
展
開
の
方
法
と
し
て
巧
み
に
利
用
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
、婿
選
び
に
際
し
て
の
式
部
�
宮
の
発
言
を
端
緒
と
し
て
、

物
語
で
述
べ
ら
れ
る
理
想
の
配
偶
や
結
婚
観
に
関
す
る
記
述
を
、
歴

史
的
実
態
に
還
元
す
る
の
で
は
な
く
、
物
語
を
紡
ぎ
出
し
て
い
く
仕

組
み
と
し
て
捉
え
返
し
て
み
た
。



－44－

※
﹃
源
氏
物
語
﹄
の
引
用
は
﹃
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
﹄︵
小

学
館
︶
に
よ
り
、
巻
数
及
び
頁
数
を
示
し
た
。

︻
注
︼

︵
1
︶
新
山
春
道
﹁
二
世
女
王
の
婚
姻
―
朝
顔
の
姫
君
を
中
心
に
―
﹂︵﹃
中

古
文
学
﹄
六
七
号
、
平
成
一
三
年
五
月
︶、
同
﹁
式
部
�
宮
家
の
婚
姻
﹂

︵﹃
源
氏
物
語
の
鑑
賞
と
基
礎
知
識　

三
四
若
菜
下
︵
前
半
︶﹄
平
成
一

六
年
五
月
︶。

︵
2
︶
新
山
氏
前
掲
﹁
式
部
�
宮
家
の
婚
姻
﹂
に
よ
る
数
値
。﹁
名
前
と
そ
の

父
親
王
が
確
認
出
来
る
二
世
女
王
七
四
名
﹂
に
、
入
内
の
後
藤
原
実

資
と
結
婚
し
た
婉
子
女
王
の
重
複
を
含
め
る
。
以
下
、
入
内
四
例
、

皇
族
と
の
婚
姻
三
例
、
賜
姓
源
氏
と
の
婚
姻
三
例
と
続
く
。
そ
の
内

訳
は
同
氏
前
掲
﹁
二
世
女
王
の
婚
姻
―
朝
顔
の
姫
君
を
中
心
に
―
﹂

に
詳
し
い
。

︵
3
︶
新
山
氏
は
、﹁
親
王
家
が
自
家
の
女
子
と
し
て
父
宮
裁
可
の
も
と
で
な

し
た
婚
姻
で
は
な
﹂
い
紫
の
上
と
浮
舟
に
つ
い
て
は
二
世
女
王
の
人

数
か
ら
除
外
し
て
い
る
。

︵
4
︶﹁
詔
曰
。
云
々
。
見
任
大
臣
良
家
子
孫
。
許
レ
嫁
二
三
世
已
下
王
一
。
但

藤
原
氏
者
。累
代
相
承
。摂
政
不
レ
絶
。以
レ
此
論
レ
之
。不
レ
可
レ
同
レ
等
。

殊
可
レ
聴
レ
娶
二
二
世
已
下
王
一
者
。
云
々
。﹂︵
新
訂
増
補
国
史
大
系
﹃
日

本
紀
略
﹄
延
暦
一
二
年
九
月
一
〇
日
条
︶。
ま
た
こ
の
詔
に
つ
い
て
は
、

安
田
政
彦
﹁
延
暦
十
二
年
詔
﹂︵
同
﹃
平
安
時
代
皇
親
の
研
究
﹄
吉
川

弘
文
館
、
平
成
一
〇
年
︶、
栗
原
弘
﹁
皇
親
女
子
と
臣
下
の
婚
姻
史
―

藤
原
良
房
と
潔
姫
の
結
婚
の
意
義
の
理
解
の
た
め
に
―
﹂︵﹃
名
古
屋

文
理
大
学
紀
要
﹄
二
号
、
平
成
一
四
年
四
月
︶。

︵
5
︶
縄
野
邦
雄
﹁
若
菜
下
巻
の
代
替
り
に
つ
い
て
―
真
木
柱
巻
の
後
日
譚

と
の
関
係
を
中
心
に
―
﹂︵﹃
中
古
文
学
論
攷
﹄
一
四
号
、
平
成
六
年

三
月
︶。

︵
6
︶
清
水
好
子
﹁
若
菜
上
・
下
巻
の
主
題
と
方
法
﹂︵
同
﹃
源
氏
物
語
の
文

体
と
方
法
﹄
東
京
大
学
出
版
会
、
昭
和
五
五
年
︶。

︵
7
︶
柳
町
時
敏
﹁
螢
宮
﹂︵
秋
山
虔
編
﹃
別
冊
国
文
学
一
三　

源
氏
物
語
必

携
Ⅱ
﹄
学
燈
社
、
昭
和
五
七
年
︶、
阿
部
好
臣
﹁
螢
兵
部
�
宮
の
位
相
﹂

︵﹃
語
文
﹄
八
三
輯
、
平
成
四
年
六
月
︶。
柳
町
氏
は
、
蛍
宮
と
真
木
柱

の
結
婚
を
﹁
女
三
の
宮
物
語
の
も
た
ら
し
た
も
う
一
つ
の
悲
劇
﹂
と

位
置
づ
け
、
藤
壺
と
縁
続
き
の
女
三
の
宮
を
得
た
光
源
氏
の
不
幸
が
、

当
該
場
面
に
凝
縮
さ
れ
て
い
る
と
す
る
。

︵
8
︶
山
本
佳
津
江
﹁
光
源
氏
世
界
の
終
着
点
―
﹁
た
だ
人
﹂
の
語
が
示
唆

す
る
も
の
―
﹂︵﹃
平
安
朝
文
学
研
究
﹄
復
刊
九
号
、
平
成
一
二
年
一

二
月
︶、浅
尾
広
良﹁
昼
渡
る
光
源
氏
―
女
三
宮
と
の
婚
姻
儀
礼
―
﹂︵
同

﹃
源
氏
物
語
の
准
拠
と
系
譜
﹄
翰
林
書
房
、平
成
一
六
年
︶、今
井
上
﹁
若
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菜
巻
の
主
題
的
変
容
―
光
源
氏
の
相
対
化
を
め
ぐ
っ
て
―
﹂︵﹃
日
本

文
学
﹄
五
七
―
二
号
、
平
成
二
〇
年
二
月
︶
な
ど
。

︵
9
︶
藤
本
勝
義
﹁
式
部
�
宮
―
﹁
少
女
﹂
巻
の
構
造
―
﹂︵
同
﹃
源
氏
物
語

の
想
像
力
―
史
実
と
虚
構
―
﹄笠
間
書
院
、平
成
六
年
︶、安
田
政
彦﹁
平

安
時
代
の
式
部
�
﹂︵
同
﹃
平
安
時
代
皇
親
の
研
究
﹄
吉
川
弘
文
館
、

平
成
一
〇
年
︶、
袴
田
光
康
﹁﹃
源
氏
物
語
﹄
に
お
け
る
式
部
�
任
官

の
論
理
―
先
帝
と
一
院
の
皇
統
に
関
す
る
一
視
点
―
﹂︵﹃
国
語
と
国

文
学
﹄
七
七
号
、
平
成
一
二
年
九
月
︶
な
ど
。

︵
10
︶
土
居
奈
生
子
﹁︿
大
宮
﹀
考
―
﹃
源
氏
物
語
﹄
と
そ
の
前
後
―
﹂︵﹃
静

大
国
文
﹄
四
四
号
、
平
成
一
七
年
三
月
︶、
同
﹁
源
氏
物
語
︿
大
宮
﹀

考
―
式
部
�
宮
の
場
合
―
﹂︵﹃
古
代
中
世
文
学
論
考
﹄
一
九
集
、
新

典
社
、
平
成
一
九
年
︶
な
ど
一
連
の
研
究
に
詳
し
い
。

︵
11
︶
平
安
朝
物
語
に
お
い
て
は
こ
の
他
に
、﹃
落
窪
物
語
﹄
に
お
け
る
唯
一

の
﹁
大
宮
﹂
用
例
の
﹁
故
大
宮
﹂︵
巻
三
・
二
一
三
︶
が
男
性
を
指
す

例
と
解
せ
る
の
み
で
あ
る
。
但
し
こ
れ
に
つ
い
て
は
解
釈
が
分
か
れ

る
と
こ
ろ
で
あ
り
、﹁
大
宮
﹂
＝
女
性
と
見
な
し
、
落
窪
の
君
の
祖
母

宮
と
見
な
す
注
釈
書
が
多
い︵
柿
本
奨﹃
落
窪
物
語
注
釈
﹄・﹃
新
全
集
﹄

・﹃
新
大
系
﹄︶
よ
う
だ
が
、
室
城
秀
之
訳
注
﹃
落
窪
物
語
﹄︵
角
川
ソ

フ
ィ
ア
文
庫
、
平
成
一
六
年
︶
の
指
摘
の
よ
う
に
、﹁
母
方
の
祖
父
な

り
け
る
宮
﹂︵
巻
三
・
二
二
二
︶
を
﹁
故
大
宮
﹂
と
同
一
人
物
と
捉
え

て
お
き
た
い
。

︵
12
︶列
挙
す
る
と
、﹃
落
窪
﹄﹁
故
大
宮
﹂、﹃
う
つ
ほ
﹄正
頼
妻
・
嵯
峨
院
后
、﹃
源

氏
﹄
左
大
臣
妻
︵
葵
の
上
母
︶・
弘
徽
殿
大
后
・
式
部
�
宮
・
明
石
中

宮
、﹃
寝
覚
﹄
大
皇
の
宮
、﹃
狭
衣
﹄
嵯
峨
院
皇
太
后
・
堀
川
の
上
・
嵯

峨
院
中
宮
。

前
述
﹃
落
窪
﹄
の
用
例
と
今
回
問
題
に
し
て
い
る
﹃
源
氏
﹄
式
部
�

宮
の
例
を
除
く
と
、﹃
う
つ
ほ
﹄正
頼
妻
・﹃
源
氏
﹄左
大
臣
妻
・﹃
狭
衣
﹄

堀
川
の
上
が
帝
の
姉
妹
︵
堀
川
の
上
は
狭
衣
即
位
後
は
帝
の
母
と
し

て
皇
太
后
に
据
え
ら
れ
る
。
但
し
﹁
大
宮
﹂
呼
称
の
用
例
は
狭
衣
即

位
以
前
の
も
の
も
存
す
る
︶、
残
り
は
全
て
后
。
因
み
に
歴
史
物
語
に

お
い
て
は
、﹃
栄
花
﹄
で
は
彰
子
・
妍
子
・
威
子
・
禎
子
内
親
王
・
章

子
内
親
王
、﹃
大
鏡
﹄
で
は
彰
子
と
、
全
て
后
を
対
象
と
し
て
用
い
ら

れ
て
い
る
。

︵
13
︶
今
井
上
氏
前
掲
論
文
。

︵
14
︶
匂
宮
の
次
期
東
宮
へ
の
据
え
直
し
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
﹁
宿
木
巻
に

お
け
る
婚
姻
―
﹁
た
だ
人
﹂
の
語
を
め
ぐ
っ
て
―
﹂︵﹃
国
語
と
国
文
学
﹄

八
五
│
四
号
、
平
成
一
六
年
四
月
︶。


