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は
じ
め
に

『
源
氏
物
語
』
の
遺
言
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
主
に
遺
言
を
受

け
と
め
た
者
を
規
制
す
る
働
き
に
注
目
し
て
検
討
さ
れ
て
き
た
。
長

谷
川
政
春
氏
は
、
薫
や
大
君
、
中
の
君
だ
け
で
な
く
、
作
者
の
思
惟

ま
で
も
「
呪
縛
」
す
る
八
の
宮
の
遺
言
の
働
き
を
論
じ
た⎝
１
⎠。

ま
た
藤

井
貞
和
氏
は
、
桐
壺
更
衣
の
「
聞
こ
え
ま
ほ
し
げ
な
る
こ
と
」（
桐

壺
①
二
三
頁
）
を
光
源
氏
の
立
坊
を
望
む
「
遺
言
」
と
解
釈
し
、「
光

宮
が
将
来
、
天
皇
位
に
た
わ
む
れ
て
ゆ
く
」
構
想
を
見
出
す⎝
２
⎠。

こ
の

藤
井
説
に
対
し
て
関
根
賢
治
氏
は
、
更
衣
の
「
聞
こ
え
ま
ほ
し
げ
な

る
こ
と
」
や
高
麗
相
人
の
観
相
の
内
容
を
後
の
叙
述
か
ら
遡
っ
て
解

釈
し
て
い
る
と
批
判
し
、
若
紫
巻
の
夢
告
や
澪
標
巻
の
宿
曜
の
勘
申

な
ど
も
含
め
て
「
構
想
が
変
奏
さ
れ
、増
幅
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

物
語
表
現
が
受
肉
化
さ
れ
る
」
と
説
い
た⎝
３
⎠。

以
上
の
諸
論
で
は
遺
言

の
内
容
や
規
制
力
へ
の
着
眼
を
通
し
て
、
物
語
展
開
の
方
法
や
作
り

手
の
構
想
、
物
語
の
長
編
化
の
様
相
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

一
方
受
け
手
を
規
制
す
る
遺
言
の
働
き
で
は
な
く
、「
後
見
」
の
関

係
を
結
び
つ
け
る
働
き
に
注
目
し
た
の
が
加
藤
洋
介
氏
で
あ
る
。
加

藤
氏
は
、
親
の
「
後
見
」
を
持
た
な
い
姫
君
が
そ
の
代
役
と
し
て
の

夫
を
得
る
過
程
を
描
く
『
う
つ
ほ
物
語
』
や
『
落
窪
物
語
』
に
対
し
、

『
源
氏
物
語
』
で
は
「
死
や
出
家
を
目
前
に
し
た
親
が
娘
の
「
後
見
」

を
他
者
に
依
託
（
遺
言
）
し
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
に
実
行
さ
れ
て
ゆ

く
の
か
を
描
か
れ
て
ゆ
く
こ
と
が
多
く
な
る
」
と
指
摘
す
る⎝
４
⎠。
そ
し

て
物
語
文
学
の
「
後
見
」
は
「
特
定
の
人
間
関
係
に
限
定
さ
れ
ず
、

他
者
に
依
託
す
る
こ
と
で
次
々
と
補
完
さ
れ
て
ゆ
く
」
と
説
明
し
た

う
え
で
、
朱
雀
帝
や
春
宮
冷
泉
の
「
後
見
」
を
外
戚
右
大
臣
や
兵
部

『
源
氏
物
語
』
に
お
け
る
後
見
の
依
託

―
―
遺
言
の
物
語
の
型
に
つ
い
て
―
―

山
口　

一
樹
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卿
宮
で
は
な
く
光
源
氏
に
託
す
桐
壺
院
の
遺
言
や
、秋
好
の
「
後
見
」

を
光
源
氏
に
託
す
六
条
御
息
所
の
遺
言
に
よ
っ
て
、
外
戚
で
は
な
い

光
源
氏
の
政
権
獲
得
が
可
能
に
な
る
と
説
い
た⎝
５
⎠。

『
源
氏
物
語
』
の
遺
言
を
概
観
す
る
と
、
光
源
氏
が
玉
鬘
の
処
遇

に
つ
い
て
指
示
し
た
「
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
」（
竹
河
⑤
六
〇
頁
）
の
よ
う
に
財
産
分
与
を

定
め
る
遺
言
や
、
宿
願
が
叶
わ
な
け
れ
ば
海
に
身
を
投
げ
る
よ
う
娘

を
戒
め
た
と
い
う
明
石
入
道
の
「
遺
言
」（
若
紫
①
二
〇
四
頁
）
な
ど

受
け
手
の
み
に
関
わ
る
内
容
を
指
示
す
る
遺
言
も
み
ら
れ
る
。
し
か

し
多
く
は
、
遺
言
を
の
こ
す
者
が
遺
言
を
受
け
る
者
に
、
あ
る
人
物

の
後
事
を
託
す
形
式
の
も
の
で
あ
る
。『
源
氏
物
語
』
の
遺
言
は
人

物
の
関
係
を
新
た
に
結
び
つ
け
る
も
の
が
多
い
と
い
え
よ
う
。
そ
し

て
依
託
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
大
方
の
場
合
、
遺
言
を
の
こ

す
者
が
庇
護
し
て
い
た
子
供
で
あ
る
。

本
稿
で
は
加
藤
説
の
成
果
を
受
け
、
こ
れ
ら
子
供
の
後
事
を
託
す

遺
言
に
つ
い
て
物
語
展
開
の
類
型
性
に
焦
点
を
充
て
検
討
を
お
こ
な

う
。
主
に
加
藤
説
で
は
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
遺
言
、
も
し
く
は
遺
言

と
捉
え
ら
れ
る
作
中
人
物
の
言
動
を
「
後
見
」
や
「
遺
言
」
の
語
の

有
無
に
拘
ら
ず
取
り
上
げ
る⎝
６
⎠。
各
事
例
の
検
討
に
お
い
て
は
、
誰
か

ら
誰
へ
子
供
の
後
事
が
託
さ
れ
て
い
る
か
、
と
い
う
点
に
注
目
し
た

い
。
後
事
を
託
す
人
物
と
託
さ
れ
る
人
物
の
続
柄
に
着
目
す
る
と
、

子
供
の
両
親
の
間
で
依
託
を
行
う
場
合
と
子
供
の
親
が
親
以
外
の
者

へ
依
託
を
行
う
場
合
に
大
別
で
き
、
そ
の
中
に
も
共
通
す
る
性
格
の

遺
言
が
存
在
す
る
こ
と
に
気
づ
く
。『
源
氏
物
語
』
は
、
似
た
遺
言

を
繰
り
返
す
な
か
で
新
た
な
趣
向
の
物
語
を
生
み
出
し
て
い
る
の
で

は
な
い
か
。
以
下
、『
源
氏
物
語
』
に
は
男
親
が
女
親
に
娘
の
入
内
を

託
す
発
想
や
男
君
が
後
見
の
依
託
を
仕
立
て
上
げ
る
発
想
、
娘
の
後

事
を
託
す
こ
と
で
男
君
と
の
関
係
が
成
立
す
る
発
想
を
物
語
の
型
と

し
て
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
、と
い
う
問
題
に
つ
い
て
考
察
し
た
い
。

（
一
）
子
供
の
両
親
の
間
で
の
依
託

ま
ず
、
両
親
の
間
で
子
供
の
後
事
を
依
託
す
る
場
合
に
つ
い
て
考

え
る
。
そ
の
う
ち
男
親
か
ら
女
親
へ
の
依
託
と
い
え
る
の
が
、
桐
壺

更
衣
父
大
納
言
の
遺
言
で
あ
る
。
先
行
研
究
に
は
家
の
遺
志
の
存
在

か
ら
故
大
納
言
家
と
明
石
一
族
の
相
似
に
注
目
す
る
論
も
あ
る
が⎝
７
⎠、

こ
こ
で
は
桐
壺
更
衣
父
大
納
言
の
遺
言
と
竹
河
巻
の
鬚
黒
の
遺
言
と

の
類
似
に
つ
い
て
検
討
し
て
お
き
た
い⎝
８
⎠。

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
諫
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
、
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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
、 

（
桐
壺
①
三
〇
頁
）

桐
壺
更
衣
の
母
君
は
、
靫
負
命
婦
に
夫
大
納
言
が
娘
の
入
内
に
つ

い
て
遺
言
し
た
過
去
を
語
り
、
桐
壺
更
衣
が
身
に
余
る
帝
の
寵
愛
か

ら
妬
ま
れ
、
死
に
至
っ
た
こ
と
へ
の
恨
み
を
口
に
す
る
。
大
納
言
の

遺
言
は
娘
の
「
宮
仕
の
本
意
」
を
妻
に
託
す
も
の
だ
が
、
そ
の
内
容

が
す
で
に
実
行
さ
れ
た
時
点
で
回
想
的
に
語
り
出
さ
れ
て
い
る
点
が

特
徴
で
あ
る
。
妻
が
夫
の
遺
志
を
実
行
す
る
経
緯
に
眼
目
が
あ
る
の

で
は
な
く
、
靫
負
命
婦
を
介
し
て
帝
に
伝
え
ら
れ
る
こ
と
に
意
義
が

あ
る
と
思
し
い
。

次
の
本
文
は
、
桐
壺
帝
が
命
婦
か
ら
母
君
の
様
子
を
聞
き
伝
え
た

場
面
で
あ
る
。

「
故
大
納
言
の
遺
言
あ
や
ま
た
ず
、
宮
仕
の
本
意
深
く
も
の
し

た
り
し
よ
ろ
こ
び
は
、
か
ひ
あ
る
さ
ま
に
と
こ
そ
思
ひ
わ
た
り

つ
れ
、
言
ふ
か
ひ
な
し
や
」
と
う
ち
の
た
ま
は
せ
て
、
い
と
あ

は
れ
に
思
し
や
る
。「
か
く
て
も
、
お
の
づ
か
ら
、
若
宮
な
ど

生
ひ
出
で
た
ま
は
ば
、
さ
る
べ
き
つ
い
で
も
あ
り
な
む
。
寿
く

と
こ
そ
思
ひ
念
ぜ
め
」
な
ど
の
た
ま
は
す
。 

（
桐
壺
①
三
四
頁
）

桐
壺
帝
は
、
母
君
が
大
納
言
の
遺
言
を
守
っ
て
更
衣
を
入
内
さ
せ

た
こ
と
に
対
し
て
、
更
衣
の
存
命
中
に
礼
を
示
す
こ
と
の
で
き
な
か

っ
た
無
念
を
語
り
、
光
源
氏
が
成
長
し
た
あ
か
つ
き
に
「
さ
る
べ
き

つ
い
で
」
も
あ
ろ
う
と
言
う
。
こ
の
「
さ
る
べ
き
つ
い
で
」
は
、『
湖

月
抄
』
が
「
若
宮
を
春
宮
に
も
と
お
ぼ
し
め
す
御
心
な
る
べ
し
」
と

注
し⎝
９
⎠、

前
掲
の
藤
井
氏
も
説
く
よ
う
に⎠

₁₀
⎝

、
光
源
氏
の
立
坊
を
含
ま
せ

た
言
葉
と
み
た
い
。
す
な
わ
ち
、
母
君
が
桐
壺
帝
に
大
納
言
の
「
宮

仕
の
本
意
」
と
更
衣
を
亡
く
し
た
恨
み
を
伝
え
る
こ
と
は
、
家
の
遺

志
を
負
う
更
衣
が
無
理
な
入
内
を
果
た
し
た
に
も
拘
わ
ら
ず
報
い
る

こ
と
の
で
き
な
か
っ
た
帝
の
無
念
さ
を
喚
起
し
、
代
償
と
し
て
光
源

氏
立
坊
を
思
い
立
た
せ
る
の
で
あ
る
。
以
後
第
一
皇
子
立
坊
に
よ
り

光
源
氏
の
立
坊
が
断
念
さ
れ
た
時
点
で
母
君
は
亡
く
な
る
こ
と
に
な

る
（
桐
壺
①
三
八
頁
）。

桐
壺
巻
の
物
語
に
お
い
て
大
納
言
の
遺
言
は
、
母
君
が
後
見
不
在

の
な
か
で
更
衣
を
入
内
さ
せ
た
理
由
を
示
す
と
と
も
に
、
桐
壺
帝
が

光
源
氏
立
坊
を
決
意
す
る
脈
絡
の
う
え
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
と

い
え
よ
う
。
そ
の
た
め
か
、
更
衣
の
母
君
が
遺
言
を
実
行
す
る
過
程

は
描
か
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。

桐
壺
更
衣
父
大
納
言
の
遺
言
が
す
で
に
実
行
さ
れ
た
時
点
で
語
り

出
さ
れ
て
い
た
の
に
対
し
、
竹
河
巻
で
は
物
語
冒
頭
で
娘
た
ち
の
入

内
を
願
う
鬚
黒
の
遺
志
が
語
ら
れ
て
い
る
。

尚
侍
の
御
腹
に
、
故
殿
の
御
子
は
男
三
人
、
女
二
人
な
む
お
は

し
け
る
を
、
さ
ま
ざ
ま
に
か
し
づ
き
た
て
む
こ
と
を
思
し
お
き

て
て
、
年
月
の
過
ぐ
る
も
心
も
と
な
が
り
た
ま
ひ
し
ほ
ど
に
、
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あ
へ
な
く
亡
せ
た
ま
ひ
に
し
か
ば
、
夢
の
や
う
に
て
、
い
つ
し

か
と
急
ぎ
思
し
し
御
宮
仕
も
お
こ
た
り
ぬ
。

 

（
竹
河
⑤
五
九 

─ 
六
〇
頁
）

鬚
黒
が
玉
鬘
に
娘
た
ち
の
入
内
に
つ
い
て
遺
言
し
た
こ
と
は
、
の

ち
蔵
人
少
将
か
ら
大
君
参
院
を
嘆
く
手
紙
が
送
ら
れ
て
き
た
場
面

で
、
玉
鬘
が
「
限
り
な
き
に
て
も
、
た
だ
人
に
は
か
け
て
あ
る
ま
じ

き
も
の
に
故
殿
の
思
し
お
き
て
た
り
し
も
の
を
」（
竹
河
⑤
八
七
頁
）

と
回
想
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
読
み
取
れ
る
。
竹
河
巻
の
物
語
で
は

冒
頭
で
夫
鬚
黒
の
遺
志
が
語
ら
れ
た
の
ち
、
そ
れ
を
継
ぐ
妻
玉
鬘
の

判
断
を
語
る
こ
と
が
展
開
の
主
軸
と
な
っ
て
い
く
。

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
、
お
と
な
び
た
ま
ひ
ぬ
ら
む
年
月
を
推
し

は
か
ら
せ
た
ま
ひ
て
仰
せ
言
絶
え
ず
あ
れ
ど
、
中
宮
の
い
よ
い

よ
並
び
な
く
の
み
な
り
ま
さ
り
た
ま
ふ
御
け
は
ひ
に
お
さ
れ

て
、
皆
人
無
徳
に
も
の
し
た
ま
ふ
め
る
末
に
参
り
て
、
遥
か
に

目
を
そ
ば
め
ら
れ
た
て
ま
つ
ら
む
も
わ
づ
ら
は
し
く
、
ま
た
人

に
劣
り
数
な
ら
ぬ
さ
ま
に
て
見
む
、
は
た
、
心
づ
く
し
な
る
べ

き
を
思
ほ
し
た
ゆ
た
ふ
。 

（
竹
河
⑤
六
一
頁
）

玉
鬘
は
鬚
黒
の
遺
志
を
受
け
、
姫
君
た
ち
の
行
く
末
を
ど
の
よ
う

に
定
め
る
べ
き
か
悩
む
。
鬚
黒
が
今
上
に
も
姫
君
た
ち
の
「
宮
仕
の

本
意
」
に
つ
い
て
言
い
遺
し
て
い
た
た
め
、
帝
か
ら
も
入
内
を
求
め

ら
れ
る
が
、
明
石
中
宮
が
寵
を
独
占
し
て
い
る
こ
と
に
憚
り
姫
君
た

ち
の
参
内
を
た
め
ら
う
。

桐
壺
更
衣
の
母
君
と
異
な
り
、
玉
鬘
は
夫
の
遺
志
を
引
き
受
け
な

が
ら
も
、
自
ら
の
判
断
の
も
と
で
行
動
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
以
後

玉
鬘
は
、
冷
泉
院
の
意
に
反
し
て
鬚
黒
の
妻
と
な
っ
た
過
去
の
償
い

に
大
君
を
参
院
さ
せ
、中
の
君
は
今
上
へ
尚
侍
と
し
て
出
仕
さ
せ
る
。

桐
壺
巻
と
竹
河
巻
に
は
夫
が
妻
へ
娘
の
入
内
を
託
す
遺
言
が
共
通
し

て
み
ら
れ
る
が
、
物
語
の
文
脈
に
お
け
る
位
置
づ
け
が
異
な
り
、
竹

河
巻
で
は
妻
が
夫
の
遺
志
を
受
け
娘
の
処
遇
を
定
め
て
い
く
過
程
が

描
か
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
『
源
氏
物
語
』
の
子
供
の
後
事
を
託
す
遺
言
に
つ
い

て
、
そ
の
託
さ
れ
方
に
注
目
す
る
と
、
似
た
形
式
の
遺
言
が
繰
り
返

さ
れ
て
い
る
こ
と
や
、
繰
り
返
し
の
な
か
で
過
去
と
は
異
な
る
趣
向

の
物
語
が
描
き
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。『
源
氏
物
語
』

内
で
似
た
構
図
の
物
語
の
反
復
が
み
ら
れ
る
こ
と
は
多
く
指
摘
が
あ

る
が
、遺
言
の
発
想
に
関
し
て
も
同
様
の
こ
と
が
言
え
る
の
で
あ
る
。

ま
た
物
語
内
で
似
た
形
式
の
遺
言
が
み
ら
れ
る
こ
と
は
、
そ
の
内

容
の
解
釈
に
も
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
次
に
、
女

親
か
ら
男
親
へ
子
供
の
後
事
が
託
さ
れ
る
事
例
と
し
て
八
の
宮
北
の

方
の
遺
言
を
取
り
上
げ
る
。

限
り
の
さ
ま
に
て
、何
ご
と
も
思
し
わ
か
ざ
り
し
ほ
ど
な
が
ら
、
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こ
れ
を
い
と
心
苦
し
と
思
ひ
て
、「
た
だ
、
こ
の
君
を
ば
形
見
に

見
た
ま
ひ
て
、
あ
は
れ
と
思
せ
」
と
ば
か
り
、
た
だ
一
言
な
ん

宮
に
聞
こ
え
お
き
た
ま
ひ
け
れ
ば
、
前
の
世
の
契
り
も
つ
ら
き

を
り
ふ
し
な
れ
ど
、
さ
る
べ
き
に
こ
そ
は
あ
り
け
め
と
、

 

（
橋
姫
⑤
一
一
九
頁
）

臨
終
前
に
八
の
宮
北
の
方
は
、
中
の
君
を
自
身
の
形
見
と
し
て
育

て
る
よ
う
八
の
宮
に
言
い
遺
し
た
。
姫
君
に
仕
え
る
女
房
た
ち
が
中

の
君
を
厭
う
の
に
対
し
、
八
の
宮
は
北
の
方
の
遺
言
を
思
い
、
姉
君

と
分
け
隔
て
な
く
妹
君
を
養
育
す
る
。
北
の
方
の
遺
言
は
、
八
の
宮

が
在
俗
の
ま
ま
中
の
君
を
受
け
容
れ
養
育
す
る
契
機
に
な
っ
て
い
る

の
だ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
宇
治
の
物
語
の
始
発
に
女
親
が
男
親
へ
子
供
の
後
事

を
託
す
遺
言
が
存
在
す
る
こ
と
は
、
正
篇
の
始
発
に
位
置
す
る
臨
終

前
の
桐
壺
更
衣
の
「
聞
こ
え
ま
ほ
し
げ
な
る
こ
と
」
に
つ
い
て
、
光

源
氏
の
後
事
を
託
し
た
と
す
る
解
釈
が
生
じ
る
こ
と
と
関
わ
る
の
で

は
な
い
か
。

「
限
り
あ
ら
む
道
に
も
後
れ
先
立
た
じ
と
契
ら
せ
た
ま
ひ
け
る

を
。
さ
り
と
も
う
ち
棄
て
て
は
え
行
き
や
ら
じ
」
と
の
た
ま
は

す
る
を
、
女
も
い
と
い
み
じ
と
見
た
て
ま
つ
り
て
、

　
　

 「
か
ぎ
り
と
て
別
る
る
道
の
悲
し
き
に
い
か
ま
ほ
し
き
は

命
な
り
け
り

い
と
か
く
思
ひ
た
ま
へ
ま
し
か
ば
」
と
、
息
も
絶
え
つ
つ
、
聞

こ
え
ま
ほ
し
げ
な
る
こ
と
は
あ
り
げ
な
れ
ど
、
い
と
苦
し
げ
に

た
ゆ
げ
な
れ
ば
、 

（
桐
壺
①
二
二 

─ 
三
頁
）

臨
終
前
の
桐
壺
更
衣
の
言
葉
は
「
い
と
か
く
思
ひ
た
ま
へ
ま
し
か

ば
」
で
中
断
さ
れ
る
。「
聞
こ
え
ま
ほ
し
げ
な
る
こ
と
は
あ
り
げ
な

れ
ど
」
と
何
か
言
い
た
げ
な
更
衣
の
様
子
が
帝
の
目
を
通
し
て
語
ら

れ
る
の
み
で
、
語
り
手
に
よ
っ
て
更
衣
の
内
面
が
明
か
さ
れ
る
こ
と

は
な
い
。
三
田
村
雅
子
氏
は
「
い
と
か
く
思
ひ
た
ま
へ
ま
し
か
ば
」

の
反
実
仮
想
の
意
味
に
つ
い
て
、「
不
分
明
な
ま
ま
、
最
期
の
別
れ
の

歌
の
、
生
き
た
い
（「
い
か
ま
ほ
し
き
は
命
な
り
け
り
」）
と
い
う
言
葉

の
意
味
ま
で
曖
昧
な
も
の
と
な
っ
た
ま
ま
投
げ
出
さ
れ
て
い
る
の
で

あ
る
」
と
説
く⎠

₁₁
⎝

。
三
田
村
説
の
と
お
り
桐
壺
更
衣
の
沈
黙
は
、
当
座

に
お
い
て
複
数
の
解
釈
を
惹
起
す
る
性
格
を
持
つ
で
あ
ろ
う
。

様
々
に
理
解
さ
れ
得
る
桐
壺
更
衣
の
「
聞
こ
え
ま
ほ
し
げ
な
る
こ

と
」
に
光
源
氏
の
将
来
を
託
そ
う
と
す
る
意
志
を
汲
み
取
る
の
は
、

読
み
手
が
後
の
叙
述
や
先
行
文
学
と
の
関
係
を
踏
ま
え
て
解
釈
を
行

う
こ
と
に
よ
る
。の
ち
に
語
ら
れ
る
父
大
納
言
の
遺
言
か
ら
遡
れ
ば
、

そ
の
遺
志
を
継
い
だ
「
遺
言
」
と
読
む
こ
と
が
で
き⎠

₁₂
⎝

、『
漢
書
』
外
戚

伝
の
李
夫
人
の
故
事
を
重
ね
合
わ
せ
て
も
、
帝
に
子
の
将
来
を
託
そ

う
と
す
る
願
い
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る⎠

₁₃
⎝

。
賢
木
巻
以
後
の
桐
壺

帝
の
遺
言
に
ま
つ
わ
る
物
語
が
故
大
納
言
の
遺
言
遵
守
に
よ
る
桐
壺



－102－

更
衣
の
入
内
を
想
起
さ
せ
、
光
源
氏
の
将
来
を
託
す
「
遺
言
」
と
す

る
解
釈
を
喚
起
す
る
と
い
う
説
も
あ
る⎠

₁₄
⎝

。

そ
れ
ら
に
加
え
て
八
の
宮
北
の
方
の
遺
言
も
、
桐
壺
更
衣
の
「
聞

こ
え
ま
ほ
し
げ
な
る
こ
と
」
を
妻
が
夫
に
子
供
の
後
事
を
託
そ
う
と

し
た
遺
言
と
す
る
解
釈
を
引
き
起
こ
す
働
き
を
も
つ
の
で
は
な
い

か
。八
の
宮
北
の
方
の
母
の
遺
言
と
桐
壺
更
衣
の
臨
終
前
の
沈
黙
は
、

と
も
に
主
人
公
格
と
な
る
人
物
の
母
の
死
に
伴
う
叙
述
で
あ
る
。
共

通
す
る
図
式
の
な
か
に
あ
る
言
葉
、
沈
黙
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

似
た
内
容
の
遺
言
と
し
て
読
み
手
に
理
解
さ
れ
得
る
も
の
で
あ
る
と

考
え
た
い
。

以
上
、
桐
壺
巻
か
ら
竹
河
巻
へ
夫
が
妻
に
娘
の
入
内
を
託
す
遺
言

が
繰
り
返
さ
れ
る
な
か
で
、
竹
河
巻
で
は
桐
壺
巻
で
描
か
れ
て
い
な

か
っ
た
夫
の
遺
志
を
受
け
た
妻
の
判
断
が
描
か
れ
て
い
く
こ
と
や
、

八
の
宮
北
の
方
の
遺
言
は
、
桐
壺
更
衣
の
沈
黙
に
つ
い
て
妻
が
夫
に

子
供
の
後
事
を
託
そ
う
と
し
た
も
の
と
す
る
解
釈
を
喚
起
し
得
る
こ

と
を
指
摘
し
た
。
次
節
で
は
子
供
の
親
が
親
以
外
の
者
へ
子
供
の
後

事
を
依
託
す
る
場
合
を
取
り
上
げ
、
親
同
士
で
依
託
を
行
う
場
合
と

の
相
違
に
つ
い
て
、
と
く
に
紫
の
上
祖
母
尼
君
の
遺
言
を
取
り
上
げ

検
討
す
る
。

（
二
）
子
供
の
親
か
ら
親
以
外
の
者
へ
の
依
託

は
じ
め
に
参
照
し
た
加
藤
説
で
は
六
条
御
息
所
の
遺
言
に
つ
い

て
、
光
源
氏
に
「
秋
好
を
「
思
ほ
し
人
」
め
か
し
て
考
え
ぬ
よ
う
に

と
諌
め
て
い
る
の
も
、
異
性
間
の
「
後
見
」
が
、
多
く
結
婚
形
態
を

と
る
こ
と
で
実
行
さ
れ
て
い
く
か
ら
で
あ
る
」
と
指
摘
し
て
い
る⎠

₁₅
⎝

。

す
な
わ
ち
男
女
間
の
後
見
は
結
婚
の
形
式
を
と
っ
て
行
わ
れ
る
の
が

基
本
で
あ
る
た
め
、
親
か
ら
親
以
外
の
者
へ
、
子
供
と
く
に
娘
の
後

事
を
託
す
こ
と
は
親
か
ら
親
へ
の
依
託
と
異
な
り
男
女
関
係
の
成
立

に
つ
な
が
り
得
る
の
で
あ
る
。
六
条
御
息
所
の
遺
言
の
場
合
、
光
源

氏
が
娘
に
懸
想
す
る
こ
と
を
禁
じ
た
こ
と
で
結
婚
に
発
展
す
る
こ
と

は
な
く
、
依
託
を
後
ろ
盾
と
す
る
冷
泉
後
宮
へ
の
入
内
に
移
行
す
る

が
、
後
事
を
託
す
こ
と
が
男
女
関
係
の
容
認
を
意
味
す
る
場
合
も
あ

る
。
紫
の
上
祖
母
尼
君
の
遺
言
で
あ
る
。

「
乱
り
心
地
は
、
い
つ
と
も
な
く
の
み
は
べ
る
が
、
限
り
の
さ
ま

に
な
り
は
べ
り
て
、
い
と
か
た
じ
け
な
く
立
ち
寄
ら
せ
た
ま
へ

る
に
、
み
づ
か
ら
聞
こ
え
さ
せ
ぬ
こ
と
。
の
た
ま
は
す
る
こ
と

の
筋
、
た
ま
さ
か
に
も
思
し
め
し
変
ら
ぬ
や
う
は
べ
ら
ば
、
か

く
わ
り
な
き
齢
過
ぎ
は
べ
り
て
、
か
な
ら
ず
数
ま
へ
さ
せ
た
ま

へ
。
い
み
じ
う
心
細
げ
に
見
た
ま
へ
お
く
な
ん
、
願
ひ
は
べ
る

道
の
絆
に
思
ひ
た
ま
へ
ら
れ
ぬ
べ
き
」な
ど
聞
こ
え
た
ま
へ
り
。
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（
若
紫
①
二
三
六 

─ 
七
頁
）

尼
君
は
紫
の
上
の
祖
母
で
は
あ
る
が
故
母
君
の
親
代
わ
り
で
も
あ

り
、
そ
の
言
葉
は
「
限
り
の
さ
ま
に
な
り
は
べ
り
て
」
と
死
期
を
予

感
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。見
舞
い
に
訪
れ
た
光
源
氏
に
、

紫
の
上
が
あ
る
程
度
の
年
齢
ま
で
育
っ
た
の
ち
顧
み
て
ほ
し
い
と
後

事
を
託
し
、条
件
付
き
で
は
あ
る
が
二
人
の
関
係
を
許
す
の
で
あ
る
。

こ
の
遺
言
の
特
徴
は
、紫
の
上
の
後
事
を
光
源
氏
に
託
す
一
方
で
、

父
親
で
あ
る
兵
部
卿
宮
に
託
さ
な
い
こ
と
で
あ
る
。
本
来
実
の
父
親

で
あ
る
兵
部
卿
宮
は
、
ま
だ
幼
い
紫
の
上
の
世
話
役
と
し
て
最
も
ふ

さ
わ
し
い
人
物
で
は
な
い
か
。

紫
の
上
の
後
事
を
父
親
へ
託
さ
な
い
こ
と
の
背
景
に
は
、
継
母
に

対
す
る
警
戒
を
読
み
取
り
た
い
。
北
山
の
僧
都
が
光
源
氏
に
語
っ
た

言
葉
に
は
、「
も
と
の
北
の
方
や
む
ご
と
な
く
な
ど
し
て
、
安
か
ら
ぬ

こ
と
多
く
て
、
明
け
暮
れ
も
の
を
思
ひ
て
な
ん
亡
く
な
り
は
べ
り
に

し
」（
若
紫
①
二
一
三
頁
）
と
紫
の
上
の
母
は
先
妻
と
の
関
係
に
生
じ

る
心
労
に
よ
り
亡
く
な
っ
た
と
あ
る
。
尼
君
が
亡
く
な
っ
た
の
ち
少

納
言
の
乳
母
は
、
光
源
氏
に
「
あ
ま
た
も
の
し
た
ま
ふ
な
る
中
の
侮

ら
は
し
き
人
に
て
交
じ
り
た
ま
は
ん
な
ど
、
過
ぎ
た
ま
ひ
ぬ
る
も
、

世
と
と
も
に
思
し
嘆
き
つ
る
も
」（
若
紫
①
二
四
一
頁
）
と
尼
君
は
紫

の
上
が
継
子
と
し
て
虐
待
さ
れ
る
こ
と
を
危
惧
し
て
い
た
と
伝
え
て

い
る
。
の
ち
に
光
源
氏
は
、
式
部
卿
宮
が
迎
え
る
前
に
紫
の
上
を
二

条
院
に
連
れ
去
る
。
紫
の
上
の
成
長
を
待
た
ず
に
盗
み
出
す
こ
と
は

一
面
で
は
尼
君
の
遺
言
を
違
え
る
こ
と
に
な
る
が
、
継
母
北
の
方
に

よ
る
継
子
い
じ
め
を
回
避
す
る
意
味
も
も
つ
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
親
か
ら
親
以
外
の
者
へ
子
供
の
後
事
を
託
す
場

合
、
男
女
関
係
に
発
展
す
る
可
能
性
を
含
む
こ
と
が
確
認
さ
れ
、
尼

君
に
よ
る
光
源
氏
へ
の
依
託
は
、
少
納
言
乳
母
の
発
言
な
ど
か
ら
継

母
の
虐
待
を
回
避
し
よ
う
と
す
る
意
図
を
読
み
解
く
こ
と
が
で
き

る
。
そ
し
て
親
が
男
君
へ
娘
の
後
事
を
託
す
発
想
は
、
こ
の
尼
君
の

遺
言
の
の
ち
男
君
が
後
見
の
依
託
を
仕
立
て
上
げ
る
形
へ
と
変
化
が

加
え
ら
れ
、
朱
雀
院
に
よ
る
女
三
宮
の
後
事
の
依
託
や
八
の
宮
に
よ

る
娘
た
ち
の
後
事
の
依
託
に
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

次
節
以
後
、
さ
ら
に
検
討
を
加
え
る
。

（
三
）
依
託
を
仕
立
て
上
げ
る
男
君

次
の
本
文
は
、
玉
鬘
の
尚
侍
出
仕
に
つ
い
て
光
源
氏
が
夕
霧
か
ら

詰
問
を
受
け
る
場
面
で
あ
る
。
夕
霧
は
、
光
源
氏
が
蛍
兵
部
卿
宮
と

の
縁
談
を
断
り
、
す
で
に
秋
好
中
宮
と
弘
徽
殿
女
御
が
寵
を
独
占
し

て
い
る
冷
泉
後
宮
に
玉
鬘
を
出
仕
さ
せ
る
不
自
然
さ
を
突
く
。

「
か
の
母
君
の
あ
は
れ
に
言
ひ
お
き
し
こ
と
の
忘
れ
ざ
り
し
か

ば
、
心
細
き
山
里
に
な
む
と
聞
き
し
を
、
か
の
大
臣
は
た
、
聞

き
入
れ
た
ま
ふ
べ
く
も
あ
ら
ず
と
愁
へ
し
に
、
い
と
ほ
し
く
て
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か
く
渡
し
は
じ
め
た
る
な
り
。こ
こ
に
か
く
も
の
め
か
す
と
て
、

か
の
大
臣
も
人
め
か
い
た
ま
ふ
な
め
り
」
と
つ
き
づ
き
し
く
の

た
ま
ひ
な
す
。 

（
藤
袴
③
三
三
五
頁
）

夕
霧
の
詰
問
に
対
し
て
光
源
氏
は
、
玉
鬘
の
母
か
ら
娘
の
後
事
を

託
さ
れ
て
い
た
の
で
、
玉
鬘
が
内
大
臣
か
ら
顧
み
ら
れ
ず
「
山
里
」

で
生
活
を
送
っ
て
い
る
の
を
不
憫
に
思
っ
て
六
条
院
に
迎
え
た
の
だ

と
言
う
。
こ
の
「
母
君
の
あ
は
れ
に
言
ひ
お
き
し
こ
と
」
に
つ
い
て

『
岷
江
入
楚
』
の
三
条
院
実
枝
説
聞
書
で
は
「
夕
か
ほ
の
上
の
事
を

源
の
ゝ
給
ひ
い
た
す
也　

此
段
は
さ
も
な
き
事
を
つ
く
り
出
し
て
の

給
ふ
也　

仍
つ
き
〳
〵
し
き
と
い
へ
り
」
と
解
す
る⎠

₁₆
⎝

。
実
際
、
夕
顔

が
娘
の
後
事
を
光
源
氏
に
託
し
た
と
い
う
遺
言
は
物
語
に
語
ら
れ
て

い
な
い
。
夕
顔
は
玉
鬘
の
存
在
を
光
源
氏
に
打
ち
明
け
る
こ
と
な
く

亡
く
な
る
の
で
あ
り
、
光
源
氏
は
右
近
に
「
人
に
さ
と
は
知
ら
せ
で

我
に
得
さ
せ
よ
。
あ
と
は
か
な
く
い
み
じ
と
思
ふ
御
形
見
に
、
い
と

う
れ
し
か
る
べ
く
な
ん
」（
夕
顔
①
一
八
六
頁
）
と
自
ら
玉
鬘
の
養
育

を
申
し
出
て
い
る
。
光
源
氏
は
存
在
し
な
い
遺
言
を
作
り
上
げ
る
こ

と
で
、
玉
鬘
を
引
き
取
り
尚
侍
と
し
て
出
仕
さ
せ
る
の
も
母
君
の
遺

志
を
継
ぐ
行
為
で
あ
る
と
主
張
す
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
男
君
が
後
事
を
託
す
遺
言
を
仕
立
て
上
げ
る
発
想

は
、
夕
霧
巻
で
夕
霧
が
言
及
す
る
一
条
御
息
所
の
「
遺
言
」
に
も
共

通
す
る
の
で
は
な
い
か
。
光
源
氏
に
よ
る
夕
顔
の
遺
言
の
捏
造
は
、

そ
の
場
を
取
り
繕
う
以
上
の
意
味
は
持
た
な
い
が
、
夕
霧
が
一
条
御

息
所
の
遺
言
を
仕
立
て
上
げ
る
こ
と
は
、
落
葉
宮
を
得
る
展
開
と
深

く
関
わ
っ
て
い
る
と
考
え
る
。

次
は
落
葉
宮
を
一
条
宮
へ
移
し
た
こ
と
に
つ
い
て
花
散
里
が
夕
霧

に
当
否
を
尋
ね
る
場
面
で
あ
る
。

「
故
御
息
所
は
、
い
と
心
強
う
あ
る
ま
じ
き
さ
ま
に
言
ひ
放
ち

た
ま
う
し
か
ど
、
限
り
の
さ
ま
に
御
心
地
の
弱
り
け
る
に
、
ま

た
見
譲
る
べ
き
人
の
な
き
や
悲
し
か
り
け
む
、
亡
か
ら
む
後
の

後
見
に
と
や
う
な
る
こ
と
の
は
べ
り
し
か
ば
、
も
と
よ
り
の
心

ざ
し
も
は
べ
り
し
こ
と
に
て
、
か
く
思
た
ま
へ
な
り
ぬ
る
を
、

さ
ま
ざ
ま
に
、
い
か
に
人
あ
つ
か
ひ
は
べ
ら
む
か
し
。」

 

（
夕
霧
④
四
六
九
頁
）

夕
霧
は
取
り
沙
汰
さ
れ
て
い
る
落
葉
宮
と
の
関
係
が
事
実
で
あ
る

こ
と
を
認
め
な
が
ら
も
、
一
条
御
息
所
に
後
見
を
託
さ
れ
て
い
た
の

だ
と
言
う
。
そ
し
て
、
仮
に
落
葉
宮
が
出
家
を
果
た
し
た
と
し
て
も

御
息
所
の
遺
言
を
違
え
ま
い
と
思
う
か
ら
今
も
心
厚
く
世
話
を
し
て

い
る
の
だ
と
述
べ
、
機
会
が
あ
れ
ば
光
源
氏
に
も
今
伝
え
た
よ
う
に

と
り
な
し
て
欲
し
い
と
頼
む
。

「
亡
か
ら
む
後
の
後
見
に
」
に
つ
い
て
、『
湖
月
抄
』
は
「
夕
霧
の

空
言
に
の
た
ま
ふ
也
」
と
説
く
。
一
条
御
息
所
の
「
遺
言
」
は
、
全

く
の
事
実
無
根
で
は
な
い
が
夕
霧
に
よ
っ
て
仕
立
て
上
げ
ら
れ
た
も
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の
で
あ
る
と
考
え
た
い
。
御
息
所
は
生
前
夕
霧
の
薄
情
さ
を
あ
て
こ

す
る
手
紙
を
送
っ
て
い
る
。

な
ほ
、
い
か
が
の
た
ま
ふ
と
気
色
を
だ
に
見
む
と
、
心
地
の
か

き
乱
り
く
る
る
や
う
に
し
た
ま
ふ
目
押
し
し
ぼ
り
て
、
あ
や
し

き
鳥
の
跡
の
や
う
に
書
き
た
ま
ふ
。「
頼
も
し
げ
な
く
な
り
に

て
は
べ
る
、
と
ぶ
ら
ひ
に
渡
り
た
ま
へ
る
を
り
に
て
、
そ
そ
の

か
し
き
こ
ゆ
れ
ど
、
い
と
晴
れ
晴
れ
し
か
ら
ぬ
さ
ま
に
も
の
し

た
ま
ふ
め
れ
ば
、
見
た
ま
へ
わ
づ
ら
ひ
て
な
む
、

　
　

 

女
郎
花
し
を
る
る
野
辺
を
い
づ
こ
と
て
ひ
と
夜
ば
か
り
の

宿
を
か
り
け
む
」 
（
夕
霧
④
四
二
五 

─ 
六
頁
）

夕
霧
か
ら
落
葉
宮
の
も
と
に
送
ら
れ
て
き
た
手
紙
は
薄
情
さ
を
な

じ
る
も
の
で
あ
り
、
契
り
を
交
わ
し
た
者
の
後
朝
の
文
と
し
て
は
情

の
浅
い
内
容
で
あ
っ
た
。
実
際
に
は
夕
霧
は
落
葉
宮
に
拒
ま
れ
実
事

に
至
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、
落
葉
宮
の
世
評
を
憂
慮
す
る
御
息

所
は
夕
霧
の
意
中
を
確
か
め
る
べ
く
手
紙
を
送
る
。

『
河
海
抄
』
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
御
息
所
の
和
歌
に
は
引
歌
と

し
て
「
秋
の
野
に
か
り
ぞ
暮
れ
ぬ
る
女
郎
花
今
夜
ば
か
り
の
宿
は
か

さ
な
ん
」（『
貫
之
集
』・
一
五
・
詞
書
「
こ
た
か
が
り
」
／
『
古
今
六
帖
』

二
・
こ
た
か
が
り
・
一
二
〇
一
・
紀
貫
之
・
下
句
「
こ
よ
ひ
ば
か
り
の
や
ど

も
か
さ
な
ん
」）
が
認
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う⎠

₁₇
⎝

。
引
歌
の
発
想
に
拠
り
な

が
ら
詠
歌
の
視
点
を
「
女
郎
花
（
女
）」
の
側
に
寄
せ
、
戯
れ
の
つ

も
り
で
娘
の
も
と
を
尋
ね
た
の
か
と
訴
え
た
も
の
で
あ
る
。
夕
霧
の

側
か
ら
す
れ
ば
、
た
し
か
に
落
葉
宮
と
の
関
係
が
許
容
さ
れ
た
も
の

と
読
む
こ
と
は
で
き
る
。

し
か
し
一
条
御
息
所
の
手
紙
は
、
あ
く
ま
で
も
夕
霧
の
来
訪
を
促

し
意
中
を
確
か
め
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
り
、
死
期
を
悟
っ
て
娘
の

後
事
を
託
し
た
も
の
で
は
な
い
。
夕
霧
が
「
遺
言
」
と
呼
ぶ
ほ
ど
の

意
義
を
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
夕
霧
自
身
、
雲
居
雁

に
奪
わ
れ
た
御
息
所
の
手
紙
を
発
見
し
た
際
に
は
「
お
ぼ
ろ
け
に
思

ひ
あ
ま
り
て
や
は
、
か
く
書
き
た
ま
う
つ
ら
む
、
つ
れ
な
く
て
今
宵

の
明
け
つ
ら
む
」（
夕
霧
⑤
四
三
三
頁
）
と
そ
の
心
中
を
察
し
て
も
い

る
。夕

霧
は
一
条
御
息
所
か
ら
送
ら
れ
て
き
た
手
紙
を
、
自
分
の
都
合

に
合
わ
せ
て
「
遺
言
」
に
仕
立
て
上
げ
た
の
で
あ
る
。
先
に
述
べ
た

通
り
、
親
が
男
君
へ
娘
の
後
事
を
託
す
こ
と
は
関
係
を
容
認
す
る
意

味
も
含
む
。
夕
霧
と
落
葉
宮
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
皇
女
へ
の
憧
憬

に
基
づ
く
私
通
婚
で
あ
る
藤
原
師
輔
と
醍
醐
天
皇
の
皇
女
た
ち
の
関

係
な
ど
と
共
通
す
る
と
捉
え
る
説
も
あ
る
が⎠

₁₈
⎝

、
実
態
が
私
通
婚
で
あ

っ
て
も
夕
霧
は
表
向
き
母
御
息
所
か
ら
の
裁
可
を
受
け
た
結
婚
に
見

せ
か
け
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
御
息
所
の
「
遺
言
」
を

後
ろ
盾
と
す
る
こ
と
で
、
雲
居
雁
を
妻
に
持
ち
な
が
ら
そ
の
兄
の
妻

で
あ
っ
た
落
葉
宮
と
関
係
を
も
つ
こ
と
や
皇
女
独
身
の
旧
い
通
念
に
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反
す
る
こ
と
を
正
当
化
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
だ
と
い
え
よ
う
。

こ
れ
は
光
源
氏
が
夕
顔
の
後
見
の
遺
言
を
捏
造
し
玉
鬘
の
処
遇
を

正
当
化
し
よ
う
と
し
た
こ
と
と
類
似
す
る
の
で
は
な
い
か
。
光
源
氏

に
よ
る
夕
顔
の
遺
言
の
捏
造
が
場
当
た
り
的
で
結
果
と
し
て
玉
鬘
を

鬚
黒
に
奪
わ
れ
た
の
に
対
し
、
夕
霧
は
一
条
御
息
所
の
「
遺
言
」
を

大
義
名
分
に
す
る
こ
と
で
身
内
の
追
及
を
逃
れ
、
落
葉
宮
と
の
結
婚

を
実
現
さ
せ
る
。
す
な
わ
ち
、
男
君
が
遺
言
を
捏
造
し
た
り
仕
立
て

上
げ
た
り
す
る
発
想
を
繰
り
返
す
な
か
で
、
夕
霧
巻
で
は
、
親
以
外

の
者
へ
後
事
の
依
託
を
行
う
こ
と
が
男
女
関
係
の
成
立
に
つ
な
が
り

得
る
こ
と
を
背
景
に
、
夕
霧
と
落
葉
宮
の
恋
を
描
き
得
て
い
る
の
で

あ
る
。（

四
）
朱
雀
院
と
八
の
宮
に
よ
る
依
託

祖
母
尼
君
に
よ
る
紫
の
上
の
後
事
の
依
託
の
よ
う
に
、
女
君
の
庇

護
者
が
男
君
に
後
事
を
託
す
こ
と
が
男
女
関
係
の
契
機
に
な
る
と
い

う
意
味
に
お
い
て
、
朱
雀
院
に
よ
る
女
三
宮
の
後
事
の
依
託
や
八
の

宮
に
よ
る
娘
た
ち
の
後
事
の
依
託
も
類
似
の
事
例
と
捉
え
ら
れ
る
の

で
は
な
い
か
。
そ
し
て
朱
雀
院
に
よ
る
依
託
で
は
、
依
託
相
手
を
選

ぶ
経
緯
が
詳
細
に
描
か
れ
る
点
に
特
徴
が
あ
る
と
考
え
た
い
。

光
源
氏
へ
の
女
三
宮
降
嫁
は
、
作
中
人
物
同
士
の
対
話
を
経
て
必

然
の
結
果
と
し
て
導
び
か
れ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
が⎠

₁₉
⎝

、
女
三

宮
の
後
事
を
婿
と
な
り
得
る
者
へ
依
託
す
る
に
至
る
事
情
も
周
到
に

設
定
さ
れ
て
い
る
。
朱
雀
院
の
場
合
、
出
家
山
籠
り
を
前
に
女
三
宮

の
後
事
を
他
者
へ
託
す
必
要
に
迫
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
当
初
は
春

宮
や
承
香
殿
女
御
へ
女
三
宮
の
後
事
を
託
そ
う
と
し
て
い
た
。

「
三
の
宮
な
ん
、
い
は
け
な
き
齢
に
て
、
た
だ
一
人
を
頼
も
し

き
も
の
と
な
ら
ひ
て
、
う
ち
棄
て
て
ん
後
の
世
に
漂
ひ
さ
す
ら

へ
む
こ
と
、
い
と
い
と
う
し
ろ
め
た
く
悲
し
く
は
べ
る
」
と
、

御
目
お
し
拭
ひ
つ
つ
聞
こ
え
知
ら
せ
さ
せ
た
ま
ふ
。女
御
に
も
、

心
う
つ
く
し
き
さ
ま
に
聞
こ
え
つ
け
さ
せ
た
ま
ふ
。
さ
れ
ど
、

母
女
御
の
、
人
よ
り
は
ま
さ
り
て
時
め
き
た
ま
ひ
し
に
、
み
な

い
ど
み
か
は
し
た
ま
ひ
し
ほ
ど
、
御
仲
ら
ひ
ど
も
え
う
る
は
し

か
ら
ざ
り
し
か
ば
、
そ
の
な
ご
り
に
て
、
げ
に
、
今
は
わ
ざ
と

憎
し
な
ど
は
な
く
と
も
、
ま
こ
と
に
心
と
ど
め
て
思
ひ
後
見
む

と
ま
で
は
思
さ
ず
も
や
と
ぞ
推
し
は
か
ら
る
る
か
し
。

 

（
若
菜
上
④
二
〇 

─ 
一
頁
）

の
ち
に
朱
雀
院
が
語
る
皇
女
の
結
婚
を
軽
薄
な
も
の
と
す
る
考
え

や
、
当
代
で
は
皇
女
へ
の
私
通
が
多
発
し
て
い
る
と
い
う
認
識
（
若

菜
上
④
三
二
―
三
頁
）
は
、『
継
嗣
令
』
に
象
徴
さ
れ
る
皇
女
独
身
主
義

や
、
と
く
に
醍
醐
朝
以
後
他
氏
に
よ
る
私
通
婚
が
増
加
す
る
史
実
と

共
通
す
る⎠

₂₀
⎝

。
女
三
宮
の
後
事
を
春
宮
に
託
す
こ
と
は
、
女
三
宮
が
独

身
で
い
る
こ
と
を
可
能
に
し
、
起
こ
り
得
る
私
通
を
未
然
に
防
ぐ
こ
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と
に
も
つ
な
が
る
だ
ろ
う
。
春
宮
は
内
親
王
で
あ
る
女
三
宮
が
身
を

寄
せ
る
相
手
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
者
で
あ
っ
た
と
考
え
る
。

し
か
し
朱
雀
院
は
、
藤
壺
女
御
と
寵
を
争
っ
た
過
去
を
も
つ
承
香

殿
女
御
が
女
三
宮
に
心
を
寄
せ
後
見
し
な
い
で
あ
ろ
う
と
予
測
す

る
。
承
香
殿
女
御
が
女
三
宮
と
確
執
を
持
つ
こ
と
は
、
そ
の
子
春
宮

に
よ
る
庇
護
も
期
待
で
き
な
い
こ
と
を
示
唆
す
る
の
で
は
な
い
か
。

朱
雀
院
が
予
想
し
た
通
り
、
こ
の
場
面
の
の
ち
承
香
殿
女
御
が
女
三

宮
に
心
寄
せ
る
様
子
は
み
ら
れ
な
い
。
そ
し
て
東
宮
が
女
三
宮
の
後

見
役
と
し
て
行
動
す
る
姿
が
語
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
即
位
後
の

こ
と
で
あ
る
が
（
若
菜
下
④
一
六
六
頁
）、
承
香
殿
女
御
の
死
（
若
菜
下

④
一
六
五
頁
）
が
語
ら
れ
た
後
の
時
点
で
も
あ
る
。
朱
雀
院
が
逝
去

し
た
の
ち
の
宿
木
巻
に
父
の
依
託
を
重
ん
じ
出
家
し
た
女
三
宮
に
心

を
配
る
様
子
は
み
ら
れ
る
が
（
宿
木
⑤
四
七
七
頁
）、
春
宮
に
と
っ
て

母
の
存
在
も
大
き
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
か
つ
て
朱
雀
帝
自
身
が

母
弘
徽
殿
女
御
の
意
に
背
く
こ
と
が
で
き
ず
、
父
桐
壺
院
の
遺
言
を

違
え
た
時
と
似
た
事
情
が
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

春
宮
や
承
香
殿
女
御
へ
の
後
事
の
依
託
は
、
後
宮
で
の
不
和
に
発

す
る
継
母
継
子
関
係
の
軋
轢
に
よ
り
意
味
を
な
さ
ず
、
以
後
朱
雀
院

は
夕
霧
、
冷
泉
帝
、
蛍
宮
、
藤
大
納
言
、
柏
木
を
女
三
宮
の
婿
候
補

と
し
て
吟
味
し
た
う
え
で
、
光
源
氏
に
嫁
す
る
こ
と
を
決
め
る
。

「
か
た
は
ら
い
た
き
譲
り
な
れ
ど
、
こ
の
い
は
け
な
き
内
親
王

ひ
と
り
、
と
り
わ
き
て
は
ぐ
く
み
思
し
て
、
さ
る
べ
き
よ
す
が

を
も
、
御
心
に
思
し
定
め
て
預
け
た
ま
へ
と
聞
こ
え
ま
ほ
し
き

を
。
権
中
納
言
な
ど
の
独
り
も
の
し
つ
る
ほ
ど
に
、
進
み
寄
る

べ
く
こ
そ
あ
り
け
れ
、
大
臣
に
先
ぜ
ら
れ
て
、
ね
た
く
お
ぼ
え

は
べ
る
」
と
聞
こ
え
た
ま
ふ
。 

（
若
菜
上
④
四
九
頁
）

朱
雀
院
は
光
源
氏
に
女
三
宮
の
将
来
の
婿
選
び
も
託
し
て
い
る

が
、
結
果
的
に
両
者
の
関
係
は
結
婚
の
形
で
結
ば
れ
る
。

尼
君
に
よ
る
紫
の
上
の
後
事
の
依
託
と
朱
雀
院
に
よ
る
女
三
宮
の

後
事
の
依
託
に
一
定
の
共
通
性
を
認
め
つ
つ
相
違
点
を
考
え
れ
ば
、

孫
の
後
事
を
依
託
す
る
に
至
る
尼
君
の
葛
藤
は
、
先
述
の
通
り
光
源

氏
の
視
点
に
即
し
た
語
り
の
な
か
で
乳
母
の
発
言
な
ど
か
ら
推
測
す

る
形
に
な
っ
て
い
た
の
に
対
し
て
、
朱
雀
院
の
依
託
で
は
、
尼
君
の

場
合
に
は
描
か
れ
な
か
っ
た
依
託
相
手
を
選
ぶ
ま
で
の
経
緯
が
詳
細

に
描
か
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

さ
ら
に
八
の
宮
が
娘
の
後
事
を
薫
に
託
す
こ
と
も
、
尼
君
や
朱
雀

院
の
依
託
と
共
通
す
る
発
想
と
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
。
橋
姫

巻
で
は
阿
闍
梨
が
冷
泉
院
に
八
の
宮
の
噂
を
語
る
場
面
に
お
い
て
、

朱
雀
院
に
よ
る
光
源
氏
へ
の
依
託
が
回
想
さ
れ
て
も
い
る
。

こ
の
院
の
帝
は
、
十
の
皇
子
に
ぞ
お
は
し
ま
し
け
る
。
朱
雀
院

の
、
故
六
条
院
に
あ
づ
け
き
こ
え
た
ま
ひ
し
入
道
の
宮
の
御
例

を
思
ほ
し
出
で
て
、
か
の
君
た
ち
を
が
な
、
つ
れ
づ
れ
な
る
遊
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び
が
た
き
に
、
な
ど
う
ち
思
し
け
り
。 

（
橋
姫
⑤
一
二
九
頁
）

阿
闍
梨
の
話
を
聞
い
た
冷
泉
院
は
八
の
宮
か
ら
姫
君
た
ち
を
迎
え

た
く
思
う
が
、
八
の
宮
が
か
つ
て
立
坊
争
い
で
敵
対
し
た
院
に
娘
の

後
事
を
託
す
と
は
考
え
が
た
い
。
実
際
娘
の
後
事
を
託
す
相
手
に
つ

い
て
思
案
す
る
場
面
で
は
、
冷
泉
院
の
存
在
は
意
識
さ
れ
て
い
な
い

（
椎
本
⑤
一
七
七 

─ 
八
頁
）。

朱
雀
院
に
よ
る
女
三
宮
の
後
事
の
依
託
を
想
起
さ
せ
な
が
ら
、
大

君
と
中
の
君
の
後
事
は
薫
に
託
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。

「
亡
か
ら
む
後
、
こ
の
君
た
ち
を
さ
る
べ
き
も
の
の
た
よ
り
に

も
と
ぶ
ら
ひ
、
思
ひ
棄
て
ぬ
も
の
に
数
ま
へ
た
ま
へ
」
な
ど
お

も
む
け
つ
つ
聞
こ
え
た
ま
へ
ば
、「
一
言
に
て
も
う
け
た
ま
は
り

お
き
て
し
か
ば
、
さ
ら
に
思
ひ
た
ま
へ
怠
る
ま
じ
く
な
ん
。
世

の
中
に
心
を
と
ど
め
じ
と
は
ぶ
き
は
べ
る
身
に
て
、
何
ご
と
も

頼
も
し
げ
な
き
生
ひ
先
の
少
な
さ
に
な
む
は
べ
れ
ど
、
さ
る
方

に
て
も
め
ぐ
ら
ひ
は
べ
る
限
り
は
、
変
ら
ぬ
心
ざ
し
を
御
覧
じ

知
ら
せ
ん
と
な
む
思
ひ
た
ま
ふ
る
」
な
ど
聞
こ
え
た
ま
へ
ば
、

う
れ
し
と
思
い
た
り
。 

（
椎
本
⑤
一
七
九
頁
）

親
か
ら
の
後
事
の
依
託
を
受
け
、
薫
が
八
の
宮
の
娘
た
ち
と
関
係

を
も
つ
こ
と
は
容
認
さ
れ
た
に
等
し
い
。
し
か
し
八
の
宮
は
、
姫
君

た
ち
に
は
軽
薄
な
結
婚
を
慎
む
よ
う
遺
言
し
（
椎
本
⑤
一
八
四 

─ 
五

頁
）、
女
房
た
ち
も
同
じ
よ
う
に
戒
め
る
（
椎
本
⑤
一
八
六
頁
）。
先
行

研
究
の
指
摘
す
る
通
り
、
八
の
宮
の
遺
言
は
内
容
が
微
妙
に
食
い
違

い
、
そ
れ
ぞ
れ
の
受
け
手
の
判
断
の
も
と
で
物
語
は
進
展
し
て
い

く⎠
₂₁
⎝

。
と
く
に
大
君
に
と
っ
て
父
の
遺
言
は
、
薫
の
求
婚
を
拒
否
す
る

動
機
の
一
つ
と
な
る
。

す
な
わ
ち
八
の
宮
に
よ
る
娘
た
ち
の
後
事
の
依
託
は
、
そ
れ
以
前

に
繰
り
返
さ
れ
た
後
事
の
依
託
に
よ
り
女
君
と
男
君
の
関
係
が
成
立

す
る
発
想
の
系
譜
に
位
置
し
、
男
君
へ
の
依
託
と
対
抗
す
る
内
容
の

遺
言
も
存
在
す
る
こ
と
で
、
結
婚
拒
否
の
物
語
が
進
展
す
る
一
助
と

な
り
得
て
い
る
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

『
源
氏
物
語
』
に
お
い
て
子
供
の
後
事
を
依
託
す
る
遺
言
は
作
中

人
物
同
士
の
関
係
性
を
新
た
に
結
び
つ
け
る
常
套
と
し
て
用
い
ら
れ

て
い
る
が
、
そ
の
託
さ
れ
方
に
注
目
す
る
と
発
想
の
型
を
見
出
す
こ

と
が
で
き
る
。
具
体
的
に
本
稿
で
は
、
男
親
か
ら
女
親
へ
娘
の
入
内

を
託
す
事
例
と
し
て
故
大
納
言
と
鬚
黒
の
遺
言
を
、
男
君
が
後
見
の

依
託
を
仕
立
て
上
げ
る
事
例
と
し
て
夕
顔
と
一
条
御
息
所
の
遺
言

を
、
後
事
の
依
託
に
よ
っ
て
女
君
と
男
君
の
関
係
が
成
立
す
る
事
例

と
し
て
尼
君
と
朱
雀
院
、
八
の
宮
に
よ
る
依
託
を
取
り
上
げ
た
。
そ

れ
ぞ
れ
後
の
事
例
で
は
、
前
の
事
例
に
は
描
か
れ
な
か
っ
た
遺
言
を

実
行
す
る
経
緯
や
依
託
に
よ
っ
て
拓
か
れ
る
展
開
、
依
託
相
手
を
選
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ぶ
過
程
な
ど
が
描
か
れ
る
よ
う
に
な
る
。

こ
の
よ
う
に
『
源
氏
物
語
』
で
は
、
似
た
発
想
の
遺
言
を
繰
り
返

す
な
か
で
微
細
な
ず
ら
し
が
加
え
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
新
た
な

趣
向
の
物
語
が
生
み
出
さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

︻
注
︼

（
１
）
長
谷
川
政
春
「
宇
治
十
帖
の
世
界
―
八
宮
の
遺
言
の
呪
縛
性
―
」（『
物

語
史
の
風
景
』
若
草
書
房
、
一
九
九
七
年
、
初
出
一
九
七
〇
年
）。
長

谷
川
説
の
の
ち
、
遺
言
の
受
け
手
で
あ
る
薫
、
姫
君
、
女
房
ら
は
、

三
者
三
様
の
主
体
的
な
判
断
の
も
と
で
遺
言
を
引
き
受
け
て
い
る
こ

と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
森
一
郎
「
大
君
と
中
君
」（『
源
氏
物
語
作

中
人
物
論
』
笠
間
書
院
、
一
九
七
九
年
、
初
出
一
九
七
六
年
）、
三
谷

邦
明
「
源
氏
物
語
第
三
部
の
方
法
―
―
中
心
の
喪
失
あ
る
い
は
不
在

の
物
語
―
―
」（『
物
語
文
学
の
方
法　

Ⅱ
』
有
精
堂
出
版
、
一
九
八

九
年
、
初
出
一
九
八
二
年
）、
神
田
龍
身
「
薫
と
大
君
―
―
不
能
的
愛

の
快
楽
」（『
源
氏
物
語
＝
性
の
迷
宮
へ
』
講
談
社
、
二
〇
〇
一
年
）、

沼
尻
利
通
「
八
宮
の
遺
言
の
動
態
―
「
一
言
」「
い
さ
め
」「
い
ま
し
め
」

か
ら
―
」（
小
山
清
文
・
袴
田
光
康
編
『
源
氏
物
語
の
新
研
究
―
宇
治

十
帖
を
考
え
る
』
新
典
社
、
二
〇
〇
九
年
）
等
。

（
2
）
藤
井
貞
和
「
ふ
た
た
び
「
桐
壺
の
巻
」
に
つ
い
て
」『
源
氏
物
語
入
門
』

（
講
談
社
、
一
九
九
六
年
、
初
出
一
九
七
二
年
）。

（
3
）
関
根
賢
司
「
遺
言
と
予
言　

源
氏
物
語
を
読
む
」（『
源
氏
物
語
論　

言
語
／
表
現
攷
』
お
う
ふ
う
、
二
〇
一
四
年
、
初
出
二
〇
〇
二
年
）。

（
4
）
加
藤
洋
介
「「
後
見
」
攷
―
源
氏
物
語
論
の
た
め
に
」（『
名
古
屋
大
学

国
語
国
文
学
』
第
六
十
三
巻
、
名
古
屋
大
学
国
語
国
文
学
会
、
一
九

八
八
年
一
二
月
）。

（
5
）
加
藤
洋
介
「
冷
泉
―
光
源
氏
体
制
と
「
後
見
」
―
―
源
氏
物
語
に
お

け
る
准
拠
と
︿
虚
構
﹀
―
―
」（『
文
学
』
第
五
十
七
巻
第
八
号
、
岩

波
書
店
、
一
九
八
九
年
八
月
）。

（
6
）
加
藤
説
が
問
題
と
す
る
桐
壺
院
や
六
条
御
息
所
の
遺
言
と
光
源
氏
の

政
権
獲
得
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
は
、
あ
ら
た
め
て
検
討
し
た
い
。

（
7
）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
、

一
九
八
三
年
、
初
出
一
九
八
〇
年
三
月
、
一
九
八
〇
年
一
〇
月
）。

（
8
）竹
河
巻
と
桐
壺
巻
の
類
似
に
つ
い
て
は
、武
田
宗
俊
氏
が
竹
河
巻
を「
無

才
の
後
人
の
補
作
」
と
す
る
論
拠
の
一
つ
と
し
て
指
摘
し
（
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
、一
九
五
四
年
、

初
出
一
九
四
九
年
）、
星
山
健
氏
が
「
主
家
の
姫
君
に
、
聞
き
手
の
共

感
を
呼
ぶ
悲
劇
の
ヒ
ロ
イ
ン
的
性
格
を
付
加
す
る
」
方
法
と
し
て
論

ず
る
（
星
山
健
「「
竹
河
」
論
―
―
「
信
用
で
き
な
い
語
り
手
」「
悪

御
達
」
に
よ
る
「
紫
の
ゆ
か
り
」
引
用
と
作
者
の
意
図
―
―
」『
王
朝
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物
語
史
論
―
引
用
の
『
源
氏
物
語
』
―
』
笠
間
書
院
、
二
〇
〇
八
年
、

初
出
一
九
九
六
年
、
一
九
九
九
年
、
二
〇
〇
一
年
）。

（
9
）
引
用
は
有
川
武
彦
校
訂
『
増
註
源
氏
物
語
湖
月
抄
』（
弘
文
社
、
一
九

二
七
―
八
年
）
に
拠
る
。

（
10
）
注
２
藤
井
論
文
。

（
11
）
三
田
村
雅
子
「
桐
壺
巻
の
語
り
と
ま
な
ざ
し
―
―
︿
揺
れ
﹀
の
相
関

―
―
」（『
源
氏
物
語　

感
覚
の
論
理
』
有
精
堂
、
一
九
九
六
年
、
初

出
一
九
九
五
年
）。

（
12
）
注
２
藤
井
論
文
。

（
13
）
藤
原
克
己
「
紫
式
部
と
漢
文
学
―
―
宇
治
の
大
君
と
︿
婦
人
苦
﹀
―
―
」

（
植
田
恭
代
編
『
日
本
文
学
研
究
論
文
集
成
７　

源
氏
物
語
２
』
若
草

書
房
、
一
九
九
九
年
、
初
出
一
九
九
〇
年
）。

（
14
）
高
木
和
子
「
源
氏
物
語
の
か
ら
く
り
―
反
復
と
遡
上
に
よ
る
長
編
化

の
力
学
―
」（『
国
語
と
国
文
学
』
第
八
十
七
巻
第
四
号
、
東
京
大
学

国
語
国
文
学
会
、
二
〇
一
〇
年
四
月
）。

（
15
）
注
５
加
藤
論
文
。

（
16
）
引
用
は
中
野
幸
一
編
『
源
氏
物
語
古
注
釈
叢
刊　

岷
江
入
楚
』
第
六

―
九
巻
（
武
蔵
野
書
院
、
一
九
八
四
―
二
〇
〇
〇
年
）
に
拠
る
。

（
17
）
引
用
は
玉
上
琢
弥
編
『
紫
明
抄　

河
海
抄
』（
角
川
書
店
、一
九
六
八
年
）

に
拠
る
。

（
18
）
後
藤
祥
子
「
皇
女
の
結
婚
―
落
葉
宮
の
場
合
―
」（『
源
氏
物
語
の
史

的
空
間
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
六
年
、
初
出
一
九
八
三
年
）。

（
19
）
秋
山
虔
「「
若
菜
」
巻
の
始
発
を
め
ぐ
っ
て
―
」（『
源
氏
物
語
の
世
界　

そ
の
方
法
と
達
成
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
六
四
年
、
初
出
一
九

五
九
年
）。

（
20
）
今
井
源
衛
「
女
三
宮
の
降
嫁
」（『
源
氏
物
語
の
研
究
』
未
来
社
、
一

九
六
二
年
、
初
出
一
九
五
五
年
）、
今
井
久
代
「
皇
女
の
結
婚
―
女
三

宮
降
嫁
の
呼
び
さ
ま
す
も
の
―
」（『
源
氏
物
語
構
造
論
』
風
間
書
房
、

二
〇
〇
一
年
、
初
出
一
九
八
九
年
）。

（
21
）
注
１
森
・
三
谷
・
神
田
・
沼
尻
論
文
等
。

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

拠
り
、
和
歌
の
引
用
は
『
新
編
国
歌
大
観
』
に
拠
る
。


