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源
氏
物
語
の
現
代
性
に
つ
い
て

片

桐

洋

本
稿
は
、
私
が
大
阪
女
子
大
学
に
勤
務
し
て
一
年
も
た
つ
て
い
な
い
昭
和
三
十
五
年
(
一
九
六
O
)
十
月
に
、
学
生
サ
ー
ク
ル
の
求
め

に
応
じ
て
執
筆
し
た
も
の
で
あ
る
。
文
章
も
内
容
も
き
わ
め
て
固
く
、
は
ず
か
し
い
限
り
だ
が
、
私
に
も
二
十
代
の
未
熟
な
時
期
が
あ
っ

た
の
だ
と
い
う
証
拠
に
は
な
る
と
思
う
。
ご
笑
覧
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

一
、
序
論
と
し
て
、
私
の
立
場

御
専
攻
は
何
で
す
か
、
と
聞
か
れ
る
。
国
文
学
で
す
と
答
え
る
と
、
い

や
い
や
国
文
学
は
わ
か
っ
て
い
ま
す
、
国
文
学
の
ど
ん
な
も
の
を
御
研
究

で
す
か
と
重
ね
て
問
わ
れ
る
。
古
今
集
、
後
撰
集
、
伊
勢
物
語
、
宇
津
保

物
語
な
ど
、
過
去
に
幾
篇
か
ず
つ
の
論
文
を
書
い
た
作
品
の
名
を
挙
げ
て

答
え
よ
う
か
と
思
う
。
し
か
し
、
私
は
平
安
時
代
の
文
学
史
を
や
っ
て
い

ま
す
と
答
え
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
挙
げ
た
作
品
の
そ
れ
ぞ
れ
に

つ
い
て
研
究
す
る
こ
と
を
恥
ず
る
わ
け
で
は
勿
論
な
い
。
た
だ
そ
れ
ら
に

対
す
る
興
味
関
心
は
、
実
の
と
こ
ろ
平
安
朝
の
、
乃
至
は
古
代
一
般
の
文

学
史
的
思
考
、
そ
れ
も
精
神
史
の
一
環
と
し
て
の
文
学
史
的
思
考
の
た
め

に
あ
る
の
で
あ
る
。

源
氏
物
語
の
現
代
性
に
つ
い
て

近
年
、
我
々
の
学
聞
は
余
り
に
も
細
分
化
し
す
ぎ
た
。
た
っ
た
一
つ
の

マ
イ
ナ
ア
・
ポ
エ
ッ
ト
の
研
究
で
も
堂
々
学
界
に
君
臨
し
得
る
。
勿
論
、

時
代
が
た
て
ば
、
ど
ん
な
こ
と
で
も
明
ら
か
な
ら
ざ
る
点
が
増
し
て
来
る
。

い
わ
ん
や
、
不
可
解
と
し
か
称
し
よ
う
の
な
い
人
間
さ
ま
の
作
っ
た
も
の

で
あ
る
。
悪
戦
苦
闘
、
研
究
者
が
み
ず
か
ら
の
一
生
を
、
そ
れ
を
明
ら
か

に
す
る
た
め
に
費
や
し
て
も
、
な
お
か
つ
不
明
の
点
は
多
か
ろ
う
。
だ
が
、

そ
れ
は
そ
れ
で
意
義
が
あ
り
、
ま
た
尊
い
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
作
品
そ
の

も
の
は
、
た
と
え
卑
小
で
あ
っ
て
も
、
当
時
の
文
学
全
体
に
共
通
し
た
何

物
か
を
、
ま
た
当
時
の
文
学
を
支
え
た
社
会
や
人
間
の
生
き
方
に
つ
い
て

の
何
物
か
を
、
ま
た
文
学
と
社
会
と
の
相
互
関
係
に
つ
い
て
の
何
物
か
を
、

ま
た
そ
の
作
品
の
様
式
の
史
的
把
握
に
つ
い
て
の
何
物
か
を
、
さ
ら
に
は

日
本
文
学
全
体
を
貫
ぬ
き
通
す
何
物
か
を
、
そ
の
研
究
を
契
機
と
し
て
明



ら
か
に
な
し
得
る
か
も
知
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。

だ
が
、
そ
れ
は
文
学
史
的
意
義
を
中
心
と
し
た
研
究
意
義
で
あ
り
、
文

学
作
品
そ
の
も
の
の
価
値
と
は
必
ず
し
も
同
じ
で
は
な
い
、
た
と
え
ば
、

「
修
紫
田
舎
源
氏
」
の
主
人
公
足
利
光
氏
が
時
の
将
軍
徳
川
家
斉
の
戯
画
化

で
あ
る
と
い
う
説
は
非
常
に
興
味
深
い
も
の
を
我
々
に
感
ぜ
し
め
る
。
し

か
し
、
だ
か
ら
と
言
っ
て
、
こ
の
馬
鹿
馬
鹿
し
い
作
品
を
座
右
に
お
い
て

愛
読
し
よ
う
な
ど
と
は
と
て
も
思
え
な
い
。
そ
し
て
正
直
に
言
え
ば
、
国

文
学
者
と
し
て
の
私
の
関
心
は
、
文
学
的
な
も
の
よ
り
も
、
文
学
史
的
な

も
の
に
一
層
強
い
。

源
氏
物
語
の
現
代
性
ー
ー
と
い
う
与
え
ら
れ
た
テ
l
マ
に
つ
い
て
も
、

だ
か
ら
文
学
史
的
な
視
点
に
お
い
て
論
じ
た
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
本
稿

の
執
筆
を
私
に
命
じ
ら
れ
た
女
史
の
希
望
は
、
察
す
る
と
こ
ろ
、
そ
れ
と

は
遠
い
ら
し
い
。
文
学
史
的
で
は
な
く
文
学
的
な
立
場
か
ら
の
「
源
氏
物

語
の
現
代
性
」
の
探
究
を
期
待
し
て
い
る
も
の
と
私
は
直
観
し
た
。
ゆ
え

に
、
み
ず
か
ら
の
立
場
を
一
応
明
ら
か
に
し
た
上
で
、
文
学
史
的
で
な
く

文
学
的
に
「
源
氏
物
語
の
現
代
性
」
を
論
じ
た
い
。
幸
い
に
、
「
修
紫
田
舎

源
氏
」
と
は
異
っ
て
「
源
氏
物
語
」
は
か
か
る
操
作
に
も
湛
え
得
る
こ
と
、

わ
が
文
学
史
上
、
第
一
の
作
で
あ
る
の
だ
か
ら
。

=
、
本
論
そ
の
一
、
し
か
し
次
章
の
た
め
に

源
氏
物
語
に
現
代
性
は
あ
る
だ
ろ
う
か
。
国
文
学
者
の
大
部
分
は
「
あ

る
」
と
直
ち
に
答
え
よ
う
。
ま
た
源
氏
物
語
の
現
代
性
は
ど
の
よ
う
な
点

に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
間
い
に
対
し
て
、
多
く
の
国
文
学
者
た
ち
は
、

現
代
に
存
す
る
、
す
な
わ
ち
現
代
的
な
何
物
か
と
の
共
通
性
を
強
調
す
る

だ
ろ
う
。
私
も
、
ま
た
こ
ん
な
点
か
ら
考
え
て
ゆ
こ
う
。
結
局
は
そ
の
考

え
方
を
否
定
す
る
こ
と
に
な
る
の
だ
け
れ
ど
も
。

。

「
枕
草
子
」
で
、
清
少
納
言
は
、
「
下
衆
の
家
に
雪
が
美
し
く
降
り
積
っ

て
い
る
の
は
、
ど
う
も
不
調
和
の
感
じ
が
し
ま
す
。
月
が
射
し
込
む
の
も

下
衆
に
は
勿
体
な
い
こ
と
で
す
」
と
か
、
「
初
瀬
の
観
音
様
に
参
詣
し
た
の

で
す
が
、
蓑
虫
の
よ
う
に
醜
い
下
衆
ど
も
が
、
大
勢
群
が
り
合
っ
て
立
っ

た
り
坐
っ
た
り
、
懸
命
に
お
祈
り
し
て
、
私
ど
も
を
入
れ
そ
う
も
な
い
の

に
は
、
本
当
に
腹
が
立
っ
て
、
押
し
倒
し
て
や
ろ
う
か
し
ら
と
思
い
ま
し

た
」
と
言
っ
て
、
民
衆
を
徹
底
的
に
軽
蔑
す
る
態
度
を
と
っ
て
い
る
。
そ

れ
に
対
し
て
、
紫
式
部
は
、
源
氏
物
語
の
主
人
公
で
あ
る
皇
子
光
源
氏
を

し
て
、
京
都
の
六
条
あ
た
り
の
、
傾
き
倒
れ
か
か
っ
た
下
衆
の
家
々
の
前

に
立
た
し
め
、
そ
こ
で
過
ご
し
た
一
夜
の
明
け
る
頃
、
下
衆
た
ち
が
生
計

を
立
て
る
た
め
に
踏
む
、
か
し
が
ま
し
い
唐
臼
の
音
に
ま
じ
っ
て
、
こ
の



調
子
で
は
今
年
も
行
商
は
あ
が
っ
た
り
だ
と
い
う
隣
人
の
声
を
聞
か
せ
る
。

ま
た
、
須
磨
の
浦
の
海
士
た
ち
の
身
の
憂
い
に
深
く
同
情
す
る
光
源
氏
を

描
く
。
ま
た
さ
ら
に
、
紫
式
部
が
、
玉
震
の
巻
の
大
夫
の
監
、
蓬
生
の
巻

の
太
宰
大
弐
(
の
妻
)
、
東
屋
の
常
陸
介
な
ど
、
い
わ
ゆ
る
受
領
階
級
の
反

宮
廷
性
、
反
貴
族
性
を
活
写
し
得
た
こ
と
は
、
没
落
近
い
貴
族
政
権
と
そ

の
社
会
の
実
態
、
そ
の
歴
史
的
現
実
を
把
握
し
て
い
た
の
で
あ
っ
て
、
清

少
納
言
と
は
大
違
い
で
あ
る
。
旧
来
、
枕
草
子
と
源
氏
物
語
を
平
安
朝
女

流
文
学
の
双
壁
と
し
て
並
び
立
て
る
こ
と
が
多
か
っ
た
が
、
そ
れ
は
誤
ま

り
で
、
そ
の
今
日
性
、
現
代
性
に
お
い
て
、
両
者
の
差
は
言
い
尽
く
せ
な

い
も
の
が
あ
る
。

ざ
っ
と
、
こ
の
よ
う
な
論
が
戦
後
横
行
し
た
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
論
に

対
す
る
私
見
の
一
部
は
後
に
述
べ
る
が
、
こ
れ
も
確
か
に
源
氏
物
語
の
現

代
性
を
物
語
る
た
め
の
一
要
素
を
な
す
も
の
で
は
あ
ろ
う
。

。

源
氏
物
語
の
鐙
の
巻
で
、
光
源
氏
が
玉
霊
に
語
る
物
語
論
は
、
作
者
紫

式
部
の
物
語
観
を
そ
の
ま
ま
に
伝
え
る
も
の
と
し
て
貴
重
で
あ
る
。
そ
の

大
略
を
言
え
ば
、
物
語
は
言
う
ま
で
も
な
く
実
録
で
は
な
い
。
だ
か
ら
、

書
か
れ
て
い
る
内
容
は
か
な
ら
ず
し
も
事
実
で
は
な
い
、
と
い
う
よ
り
虚

構
が
大
部
分
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
た
め
に
物
語
を
絵
空
事
と
見
、
現

実
と
は
何
ら
関
係
の
な
い
も
の
と
思
つ
て
は
な
ら
な
い
。
事
実
の
記
録
で

源
氏
物
語
の
現
代
性
に
つ
い
て

は
な
い
が
、
事
実
以
上
の
事
実
、
い
わ
ば
真
実
を
物
語
は
描
い
て
い
る
の

で
あ
る
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
、
官
撰
の
歴
史
書
、
た
と
え
ば
、
「
日
本
書

紀
」
な
ど
は
歴
史
の
表
面
を
記
録
し
た
に
過
ぎ
な
い
。
物
語
こ
そ
が
、
そ

の
表
面
的
事
実
の
蔭
に
か
く
れ
て
い
る
真
実
を
描
き
得
る
、
と
い
う
論
旨

で
あ
る
。

こ
の
意
見
は
、
み
ず
か
ら
携
わ
る
物
語
文
学
に
つ
い
て
の
抱
負
を
述
べ

た
も
の
と
し
て
、
当
時
に
お
い
て
画
期
的
な
も
の
で
あ
っ
た
ば
か
り
で
な

く
、
千
年
近
く
を
経
過
し
た
今
に
な
っ
て
も
、
文
学
の
在
り
方
の
基
本
的

な
考
え
方
と
し
て
通
用
す
る
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
あ
る
人
は
ソ
ピ
エ
ツ

ト
の
高
名
な
作
家
エ
レ
ン
プ
ル
グ
の
論
や
中
国
の
作
家
丁
玲
の
論
と
比
較

し
て
、
紫
式
部
の
論
が
知
何
に
彼
ら
の
そ
れ
に
類
似
し
て
い
る
か
を
、
従
っ

て
、
源
氏
物
語
が
知
何
に
現
代
性
に
富
む
か
を
強
調
す
る
。
こ
の
点
に
つ

い
て
も
、
私
見
は
後
述
す
る
が
、
確
か
に
紫
式
部
は
大
し
た
文
芸
学
者
で

あ
り
評
論
家
で
あ
る
。
従
っ
て
、
こ
れ
も
確
か
に
源
氏
物
語
の
現
代
性
を

物
語
る
た
め
の
一
要
素
を
な
す
も
の
で
は
あ
ろ
う
。

。

二
十
世
紀
に
入
っ
て
世
に
出
た
映
画
が
、
十
九
世
紀
の
小
説
に
代
わ
る

よ
う
な
位
置
に
立
と
う
と
は
誰
が
想
像
し
た
で
あ
ろ
う
か
。
特
に
近
年
は

テ
レ
ビ
の
普
及
に
よ
っ
て
映
画
は
必
然
的
に
芸
術
化
の
道
を
た
ど
り
、
そ

の
表
現
技
法
の
可
能
性
を
拡
大
し
つ
つ
あ
る
。
現
代
的
芸
術
で
あ
る
映
画



の
技
法
と
、
源
氏
物
語
の
技
法
を
比
較
し
て
み
る
の
も
一
興
で
あ
る
。

十
年
近
く
前
の
話
で
あ
る
が
、
ロ
パ

l
ト
・
モ
ン
ゴ
メ
リ
l
の
「
湖
中

の
女
」
と
い
う
映
画
は
、
典
型
的
な
一
人
称
映
画
で
あ
り
、
カ
メ
ラ
が
主

人
公
の
眼
に
あ
た
り
、
す
べ
て
の
事
件
が
主
人
公
の
眼
を
通
し
て
語
ら
れ

る
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
方
法
は
普
通
の
映
画
と
あ
ま
り
変
っ

た
所
も
な
く
、
一
人
称
的
表
現
の
目
指
す
べ
き
、
主
人
公
の
意
識
の
流
れ

と
い
っ
た
も
の
は
殆
ん
ど
表
現
さ
れ
て
い
な
い
と
、
当
時
高
校
生
だ
っ
た

私
は
思
っ
た
も
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
最
近
見
た
幾
つ
か
の
映
画
の
中
で
、
か
よ
う
な
主
人
公
の

意
識
の
流
れ
の
表
現
と
し
て
、
一
人
称
的
技
法
が
、
部
分
的
に
、
し
か
も

有
効
に
用
い
ら
れ
て
い
る
の
に
驚
い
た
。
た
と
え
ば
、
フ
ラ
ン
ス
映
画
「
勝

手
に
し
や
が
れ
」
の
ラ
ス
ト
・
シ

l
ン
も
、
こ
の
意
味
に
お
い
て
印
象
深

い
も
の
で
あ
っ
た
が
、
特
筆
す
べ
き
は
ル
ネ
・
ク
レ
マ
ン
の
「
太
陽
が
い
っ

ぱ
い
」
で
あ
る
。
三
人
称
的
表
現
に
よ
っ
て
描
か
れ
て
来
た
シ

l
ン
が
時
々

一
人
称
的
に
な
る
。
主
人
公
の
心
に
焼
き
つ
い
た
も
の
は
、
強
烈
な
迫
力

を
持
っ
て
観
客
に
も
ク
ロ
ー
ズ
・
ア
ッ
プ
さ
れ
る
。
ま
た
主
人
公
の
心
の

動
き
に
よ
っ
て
画
面
の
明
る
さ
を
も
変
化
さ
せ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

私
は
こ
れ
を
見
て
、
源
氏
物
語
の
文
章
を
思
い
出
し
て
い
た
。
源
氏
物

語
は
、
物
語
で
あ
る
か
ら
当
然
三
人
称
で
番
か
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
が
、

一
つ
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
に
至
る
と
、
い
つ
の
間
に
か
一
人
称
的
な
表
現

四

を
と
り
、
登
場
人
物
の
眼
で
見
た
事
象
が
登
場
人
物
の
意
識
の
流
れ
に

そ
っ
て
表
現
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
お
い
て
、
読
者
は
主
人
公
と
閉

じ
立
場
に
立
っ
て
、
す
な
わ
ち
物
語
世
界
と
一
体
と
な
っ
て
そ
の
進
行
を

楽
し
む
の
で
あ
る
。

約
千
年
前
の
物
語
と
現
代
の
映
画
と
の
問
の
こ
の
暗
合
、
従
っ
て
、
こ

れ
も
確
か
に
、
源
氏
物
語
の
現
代
性
を
物
語
る
た
め
の
一
要
素
を
な
す
も

の
で
は
あ
ろ
う
。

。

表
現
技
法
に
関
連
し
た
こ
と
を
、
も
う
一
つ
考
え
て
お
こ
う
。
最
近
は

ス
リ
ラ
ー
小
説
、
ス
リ
ラ
ー
映
画
の
類
が
隆
盛
を
極
わ
め
て
い
る
が
、
こ

れ
ら
ス
リ
ラ
ー
物
に
限
ら
ず
、
物
語
に
お
い
て
は
、
サ
ス
ペ
ン
ス
を
知
何

に
設
定
す
る
か
が
、
そ
の
構
成
に
大
き
な
役
割
を
果
た
す
。
初
め
短
篇
と

し
て
出
発
し
、
そ
の
短
舗
の
積
み
重
さ
ね
か
ら
長
編
へ
と
成
長
し
て
行
っ

た
源
氏
物
語
も
、
後
に
は
、
こ
の
サ
ス
ペ
ン
ス
を
巧
み
に
設
定
す
る
よ
う

に
な
っ
て
来
た
。
玉
霊
の
巻
か
ら
真
木
柱
の
巻
に
至
る
十
巻
、
い
わ
ゆ
る

玉
霊
十
帖
な
ど
は
、
特
に
そ
れ
が
顕
著
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
、
玉
霊
な
る
姫
君
を
め
ぐ
っ
て
、
多
く
の
求
婚
者
が
登
場
す

る
。
し
か
し
、
物
語
で
は
そ
の
中
か
ら
数
人
を
有
力
候
補
の
代
表
者
と
し

て
描
い
て
ゆ
く
。
第
一
は
蜜
兵
部
卿
宮
で
あ
る
。
こ
の
人
は
、
い
わ
ゆ
る

多
趣
味
の
性
格
。
そ
れ
だ
け
に
交
渉
の
あ
る
女
性
も
多
い
。
次
に
熱
心
な



の
は
、
玉
霊
の
腹
違
い
の
兄
に
あ
た
る
柏
木
で
あ
る
。
し
か
し
、
源
氏
物

語
の
先
行
作
品
で
あ
る
「
宇
津
保
物
語
」
で
は
、
実
の
妹
に
対
す
る
熱
烈

な
愛
情
の
ゆ
え
に
一
身
を
す
て
て
し
ま
っ
た
男
も
描
か
れ
て
い
る
。
特
に
、

玉
霊
か
ら
真
木
柱
ま
で
の
十
帖
は
宇
津
保
物
語
を
意
識
し
て
作
ら
れ
た
こ

と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
作
者
の
そ
の
意
識
を
思
え
ば
読
者
も
お
の
ず
か
ら

察
し
得
た
で
あ
ろ
う
。
さ
れ
ば
、
柏
木
も
ま
た
玉
霊
の
聾
が
ね
と
し
て
の

有
力
候
補
の
一
人
で
あ
る
こ
と
を
失
な
わ
な
い
。
第
三
に
、
光
源
氏
自
身

の
こ
と
を
も
考
え
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
彼
が
玉
盤
の
母
夕
顔
の
面
影

が
忘
れ
ら
れ
ぬ
な
ど
と
言
い
な
が
ら
玉
霊
に
接
近
す
る
時
、
あ
の
、
求
め

て
も
得
ら
れ
ぬ
女
の
代
り
に
、
い
わ
ゆ
る
形
代
を
得
さ
せ
る
、
こ
の
作
者

の
常
套
手
段
を
想
起
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
し
て
、
現
に
、
光
源
氏
の
玉

盤
を
思
う
心
が
如
何
に
強
い
か
、
作
者
は
く
り
か
え
し
て
述
べ
続
け
る
の

で
あ
る
。

し
か
し
、
結
果
は
全
く
意
外
で
あ
っ
た
。
僅
か
に
柏
木
の
紹
介
に
関
連

し
て
胡
蝶
の
巻
で
ふ
れ
ら
れ
、
し
か
も
、
「
コ
チ
コ
チ
固
イ
孔
子
様
モ
、
恋

ノ
悩
ミ
ニ
ヤ
堪
エ
ラ
レ
ヌ
」
と
ま
で
に
、
そ
の
不
骨
さ
を
強
調
せ
ら
れ
、

以
後
は
鐙
の
巻
な
ど
で
光
源
氏
に
軽
視
さ
れ
、
従
っ
て
玉
霊
の
夫
と
な
る

こ
と
は
ま
ず
見
込
み
が
な
い
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
他
は
、
ほ
と
ん
ど
触

れ
ら
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
髭
黒
の
右
大
将
と
、
彼
女
は
結
ぼ
れ
て
し
ま

う
。
ま
さ
し
く
、
読
者
は
一
杯
く
わ
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

源
氏
物
語
の
現
代
性
に
つ
い
て

同
じ
こ
と
は
、
タ
霧
と
紫
の
上
の
場
合
に
つ
い
て
も
言
え
る
。
野
分
の

巻
で
、
台
風
の
見
舞
の
た
め
六
条
院
の
女
性
達
を
巡
訪
し
た
タ
霧
は
父
親

光
源
氏
が
最
も
愛
し
て
い
る
妻
、
紫
の
上
の
立
派
さ
に
い
た
く
感
動
し
た
。

そ
し
て
、
そ
の
あ
た
り
の
書
き
ぶ
り
は
、
タ
霧
と
紫
の
上
の
聞
に
何
か
起

り
そ
う
な
、
い
わ
ば
不
穏
の
空
気
が
漂
う
書
き
ぶ
り
で
あ
る
。
読
者
は
、

そ
こ
で
、
か
つ
て
の
光
源
氏
と
そ
の
父
桐
壷
院
の
後
妻
藤
壷
の
宮
と
の
間

に
あ
っ
た
密
事
を
思
い
、
そ
の
裏
返
し
の
あ
る
こ
と
を
恐
れ
る
。
し
か
し
、

結
果
と
し
て
は
何
事
も
起
ら
な
い
。
読
者
は
、
そ
こ
で
、
一
杯
く
わ
さ
れ

た
と
思
い
つ
つ
も
、
ほ
っ
と
す
る
の
で
あ
る
。

源
氏
物
語
五
十
四
帖
を
三
分
し
て
、
藤
裏
葉
の
巻
ま
で
を
第
一
部
、
若

菜
の
巻
上
か
ら
幻
の
巻
ま
で
を
第
二
部
、
匂
宮
の
巻
以
下
を
第
三
部
と
す

る
の
は
既
に
常
識
と
な
っ
た
構
成
把
握
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
、
第
一
部
は

短
篇
物
語
の
積
み
重
ね
に
よ
っ
て
出
発
し
た
の
で
あ
っ
た
が
、
第
二
部
、

第
三
部
は
も
と
よ
り
、
同
じ
第
一
部
で
も
後
半
、
た
と
え
ば
玉
霊
十
帖
の

巻
々
と
な
る
と
、
明
ら
か
に
長
編
と
し
て
描
か
れ
、
現
代
小
説
の
作
法
に

も
通
ず
る
サ
ス
ペ
ン
ス
の
設
定
な
ど
、
非
常
に
巧
み
な
も
の
が
あ
る
。
そ

し
て
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
も
、
確
か
に
、
源
氏
物
語
の
現
代
性
を
物
語
る

た
め
の
一
要
素
を
な
す
も
の
で
は
あ
ろ
う
。

。

源
氏
物
語
は
、
登
場
人
物
の
心
理
を
描
い
た
、
わ
が
国
最
初
の
作
品
で

五



あ
る
。
源
氏
物
語
以
前
の
物
語
は
、
お
し
な
べ
て
登
場
人
物
の
行
動
を
描

い
た
が
、
心
理
を
描
く
こ
と
は
な
か
っ
た
。
だ
か
ら
、
源
氏
物
語
の
方
法

は
、
こ
の
点
に
お
い
て
も
画
期
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。

文
学
史
的
考
察
や
文
学
史
的
評
価
は
省
略
す
る
と
い
う
前
提
に
立
つ
て

の
本
稿
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
ら
の
点
に
つ
い
て
云
々
す
る
こ
と
は
避
け
た

い
。
し
か
し
、
こ
の
物
語
に
描
か
れ
た
人
物
の
心
理
、
乃
至
は
思
考
が
、

現
代
人
に
も
通
ず
る
論
理
を
も
っ
て
な
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
、
い
わ
ゆ
る

人
情
の
機
微
を
描
き
得
て
い
る
こ
と
は
驚
く
ば
か
り
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、

今
ま
で
関
連
的
に
述
べ
て
来
た
玉
霊
十
帖
に
つ
い
て
言
え
ば
、
そ
こ
に
描

か
れ
て
い
る
三
十
六
歳
の
光
源
氏
の
玉
盤
に
対
す
る
微
妙
な
感
情
を
多
少

な
り
と
も
、
わ
が
身
に
つ
ま
さ
れ
る
と
い
う
感
情
な
く
し
て
読
み
得
る
中

年
男
は
稀
少
で
あ
ろ
う
。
だ
か
ら
、
と
言
う
わ
け
で
は
な
い
が
、
こ
の
点
、

す
な
わ
ち
、
心
理
描
写
の
卓
越
性
こ
そ
は
、
西
欧
近
代
小
説
に
比
肩
し
得

べ
く
、
明
ら
か
に
源
氏
物
語
の
現
代
性
を
物
語
る
一
要
素
を
な
す
も
の
で

は
あ
ろ
う
。

O
 

小
説
と
は
、
人
間
い
か
に
生
く
べ
き
か
を
追
究
す
る
も
の
で
あ
る
:
:
:
、

何
時
の
頃
か
ら
か
、
こ
の
よ
う
な
文
学
観
が
現
代
の
日
本
に
お
い
て
は
主

流
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
源
氏
物
語
の
鑑
賞
に
お
い
て
も
、

作
中
人
物
の
生
き
方
を
イ
ン
タ
レ
ス
ト
の
第
一
と
し
て
作
品
を
読
む
の
が

_，_ 
/、

現
代
で
は
普
通
で
あ
る
ら
し
い
。
現
に
、
昨
年
度
、
平
林
前
学
長
急
逝
の

後
を
う
け
て
、
源
氏
物
語
を
講
じ
、
試
験
の
代
わ
り
に
レ
ポ
ー
ト
を
課
し

た
が
、
提
出
さ
れ
た
レ
ポ
ー
ト
の
大
半
の
テ
l
マ
は
、
い
わ
く
明
石
の
上

に
つ
い
て
、
い
わ
く
紫
の
上
に
つ
い
て
:
:
:
等
々
と
い
う
作
中
人
物
論
で

あ
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
ら
人
物
論
の
大
半
が
作
中
人
物
の
生
き
方
が
現

代
女
性
の
脈
樽
に
も
通
ず
る
点
の
多
い
こ
と
を
も
っ
て
、
そ
の
結
論
と
す

る
の
で
あ
る
。
源
氏
物
語
は
こ
の
よ
う
な
態
度
か
ら
の
鑑
賞
に
も
堪
え
得

る
点
に
お
い
て
も
わ
が
文
学
作
品
中
数
少
な
い
も
の
の
一
つ
で
あ
る
。

従
っ
て
、
こ
れ
も
ま
た
、
確
か
に
源
氏
物
語
の
現
代
性
を
物
語
る
た
め
の

一
要
素
を
な
す
も
の
で
は
あ
ろ
う
。

三
、
本
論
そ
の
二
、
そ
し
て
結
論
を
も

源
氏
物
語
の
現
代
性
を
説
明
す
る
た
め
に
、
前
章
で
は
種
々
の
要
素
を

並
べ
た
て
て
み
た
。
し
か
し
、
そ
の
各
々
の
項
の
終
り
に
、
「
こ
れ
も
確
か

に
源
氏
物
語
の
現
代
性
を
物
語
る
た
め
の
一
要
素
を
な
す
も
の
で
は
あ
ろ

う
」
と
い
う
、
ご
く
消
極
的
な
、
か
つ
無
責
任
な
一
句
を
加
え
た
の
は
何

故
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
説
明
を
も
っ
て
源
氏
物
語
の
現
代
性
に
つ
い
て
の

私
の
考
え
の
結
論
と
し
た
い
。

。

先
に
、
作
中
の
女
性
の
生
き
方
が
現
代
女
性
の
生
き
方
に
通
ず
る
点
が



あ
る
と
い
う
こ
と
を
認
め
た
。
し
か
し
、
物
語
の
主
人
公
で
あ
る
べ
き
光

源
氏
の
生
き
方
は
、
時
々
描
か
れ
る
女
性
に
対
す
る
彼
の
心
理
の
賜
り
、

あ
る
い
は
そ
の
愛
情
の
表
現
方
法
な
ど
に
面
白
味
を
感
じ
た
り
、
そ
れ
を

描
き
得
た
作
者
の
感
性
の
鋭
さ
に
驚
嘆
す
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
そ
の
生

き
方
全
体
は
我
々
現
代
男
性
の
生
き
方
と
は
ほ
ぼ
無
縁
の
も
の
で
あ
る
。

い
や
、
現
代
の
男
性
ば
か
り
で
は
な
い
。
当
時
の
現
実
の
男
性
と
比
べ
て

も
甚
だ
異
な
っ
て
い
た
と
思
う
。
つ
ま
り
、
光
源
氏
は
現
在
言
う
意
味
で

の
小
説
の
主
人
公
、
ヒ
ー
ロ
ー
で
は
な
い
の
で
あ
る
二
夫
多
妻
制
の
下
、

数
々
の
妻
妾
の
も
と
を
巡
礼
す
る
彼
の
役
目
は
、
言
い
換
え
れ
ば
舞
台
廻

わ
し
で
あ
る
。
そ
し
て
、
先
に
も
述
べ
た
が
、
各
々
一
人
の
女
性
と
光
源

氏
の
恋
を
描
い
た
短
篇
の
集
積
か
ら
次
第
に
長
篇
化
さ
れ
た
こ
の
物
語
の

成
立
過
程
と
構
成
が
一
層
こ
の
特
徴
を
際
立
た
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。

女
主
人
公
に
は
現
代
性
が
あ
り
、
男
主
人
公
に
は
現
代
性
が
な
い
と
い

う
の
も
、
結
局
は
源
氏
物
語
の
本
性
が
然
ら
し
め
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ

れ
を
女
主
人
公
の
方
だ
け
取
り
出
し
て
云
々
す
る
の
は
、
作
品
の

E
し
い

鑑
賞
法
で
あ
ろ
う
か
。
鯨
の
尾
の
部
分
の
、
さ
ら
に
そ
の
一
部
の
肉
は
刺

身
に
す
れ
ば
鮪
の
ト
ロ
よ
り
も
美
味
し
く
、
焼
け
ば
ピ

l
フ
・
ス
テ
ー
キ

よ
り
味
が
よ
い
と
言
う
。
し
か
し
、
だ
か
ら
と
言
っ
て
鯨
肉
は
鮪
や
牛
肉

よ
り
美
味
し
い
と
は
言
え
な
い
。

源
氏
物
語
の
現
代
性
に
つ
い
て

。

源
氏
物
語
の
作
者
が
枕
草
子
の
作
者
と
違
っ
て
、
民
衆
の
生
活
に
も
共

感
し
た
と
い
う
こ
と
は
、
い
わ
ゆ
る
「
物
の
あ
は
れ
」
と
共
通
の
基
盤
か

ら
生
ま
れ
た
も
の
と
し
て
、
こ
の
物
語
の
創
造
に
重
大
な
意
味
を
持
つ
も

の
で
は
あ
ろ
う
。
ま
た
、
新
し
く
拾
頭
し
、
貴
族
政
権
の
没
落
に
大
き
く

力
あ
っ
た
受
領
階
級
の
描
写
が
生
き
生
き
と
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
も
、

作
者
の
ス
ケ
ー
ル
の
大
き
さ
を
物
語
る
も
の
と
し
て
意
義
は
大
き
い
。
し

か
し
こ
の
論
法
が
余
り
に
強
調
さ
れ
過
ぎ
る
と
、
宇
津
保
物
語
や
今
昔
物

語
の
方
が
源
氏
物
語
よ
り
現
代
性
が
大
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
ま

た
、
社
会
小
説
や
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
な
ら
ば
、
ど
ん
な
作
品
で
も
現
代

性
が
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

鐙
の
巻
の
物
語
論
に
つ
い
て
も
、
そ
れ
が
千
年
も
前
の
論
で
あ
る
と
い

う
前
提
が
あ
る
か
ら
こ
そ
特
筆
さ
れ
る
が
、
文
学
の
何
た
る
か
を
考
え
れ

ば
誰
も
が
思
う
当
然
の
論
で
あ
る
。
そ
れ
が
、
エ
レ
ン
プ
ル
グ
や
丁
玲
と

い
う
共
産
圏
の
作
家
の
論
と
こ
と
さ
ら
に
比
較
さ
れ
、
共
通
点
が
強
調
さ

れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
現
代
性
が
確
認
出
来
る
と
考
え
る
の
は
、
そ
の
論
者

の
立
つ
背
景
の
複
雑
さ
と
頭
脳
の
単
純
さ
を
そ
の
ま
ま
に
示
す
も
の
に
他

な
ら
な
い
。

そ
の
他
、
映
画
の
技
法
と
の
共
通
点
、
サ
ス
ペ
ン
ス
の
設
定
を
始
め
と

す
る
現
代
の
小
説
技
法
と
の
共
通
点
、
心
理
描
写
の
方
法
等
々
の
す
べ
て

七



が
、
結
果
に
お
い
て
源
氏
物
語
の
現
代
性
の
一
部
を
な
し
て
い
る
で
あ
ろ

う
こ
と
は
前
述
の
ご
と
く
否
定
出
来
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
を
集
積
し

た
と
こ
ろ
で
、
そ
れ
が
源
氏
物
語
の
現
代
性
の
す
べ
て
で
あ
り
、
源
氏
物

語
の
現
代
性
そ
の
も
の
で
あ
る
と
は
言
え
な
い
。

。

と
こ
ろ
で
、
こ
こ
に
言
う
と
こ
ろ
の
現
代
性
と
は
一
体
何
な
の
か
。
現

代
に
存
す
る
も
の
、
た
と
え
ば
映
画
、
た
と
え
ば
現
代
小
説
な
ど
と
共
通

す
る
点
が
あ
れ
ば
現
代
性
が
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
の
か
、
い
わ
ゆ
る
社
会

主
義
レ
ア
リ
ズ
ム
の
主
張
と
重
な
る
点
が
あ
れ
ば
現
代
性
が
あ
る
と
言
っ

て
よ
い
の
か
。
さ
ら
に
言
え
ば
、
谷
崎
源
氏
を
始
め
、
数
種
の
現
代
語
訳

が
出
版
さ
れ
、
し
か
も
そ
れ
が
か
な
り
よ
く
売
れ
、
ま
た
何
度
か
映
固
化

さ
れ
、
劇
化
さ
れ
た
ゆ
え
を
も
っ
て
、
現
代
性
が
あ
る
と
言
い
切
っ
て
よ

い
の
か
。
私
は
、
そ
の
す
べ
て
に
、
否
と
答
え
た
い
。

戦
後
、
源
氏
プ

l
ム
と
呼
ば
れ
た
一
時
期
が
あ
っ
た
。
映
画
、
演
劇
、

出
版
、
源
氏
物
語
に
関
連
し
さ
え
す
れ
ば
何
で
も
売
れ
た
。
今
後
も
ま
た
、

源
氏
物
語
絵
巻
に
描
か
れ
た
服
飾
な
ど
か
ら
ヒ
ン
ト
を
得
て
、
源
氏
ラ
イ

ン
と
で
も
称
す
る
よ
う
な
デ
ザ
イ
ン
が
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
界
を
風
廓
せ
ぬ
と

も
限
ら
ぬ
。
何
か
の
チ
ャ
ン
ス
に
マ
ス
コ
ミ
に
乗
れ
ば
プ

l
ム
は
起
り
得

ょ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
は
、
言
う
迄
も
な
い
こ
と
な
が
ら
、
源
氏
物
語
の

現
代
性
と
は
何
の
関
係
も
な
い
こ
と
で
あ
る
。
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や
や
逆
説
め
い
た
表
現
に
聞
え
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
古
典
作
品
の
現

代
性
と
は
、
む
し
ろ
現
代
と
共
通
し
た
面
の
な
い
所
に
こ
そ
存
す
る
と
私

は
思
う
。
現
代
に
欠
け
る
も
の
こ
そ
、
我
々
は
古
典
作
品
の
中
に
見
出
す

べ
き
で
あ
る
と
恩
う
。

源
氏
物
語
は
人
間
い
か
に
生
き
る
べ
き
か
の
追
求
の
み
が
小
説
の
根
本

目
的
と
見
倣
さ
れ
る
時
代
の
産
物
で
は
な
い
。
だ
か
ら
、
こ
の
点
を
価
値

判
断
の
基
準
と
し
て
読
め
ば
物
足
り
ぬ
点
は
多
い
。
し
か
し
、
そ
れ
は
我
々

現
代
人
の
視
点
が
余
り
に
も
限
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
た
め
の
物
足
り
な
さ

か
も
知
れ
な
い
。
古
代
の
物
語
に
は
古
代
の
物
語
の
方
法
が
あ
る
。
否
、

古
代
と
は
限
ら
ぬ
。
現
代
で
も
小
説
と
い
う
小
さ
な
枠
の
中
だ
け
で
考
え

ず
、
芸
術
一
般
に
つ
い
て
見
れ
ば
少
し
見
方
が
変
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。

同
じ
芸
術
で
も
、
絵
画
、
彫
刻
、
音
楽
な
ど
の
場
合
、
人
間
い
か
に
生
く

べ
き
か
の
追
求
の
程
度
が
直
接
そ
の
作
品
の
価
値
決
定
に
関
係
し
な
い
。

絵
画
、
彫
刻
、
音
楽
な
ど
の
作
者
の
生
き
方
、
そ
れ
に
伴
な
う
彼
ら
の
人

間
探
究
の
程
度
が
、
美
の
表
現
と
い
う
一
事
を
媒
介
と
し
て
間
接
に
作
品

に
表
わ
れ
る
こ
と
は
当
然
で
あ
る
け
れ
ど
も
。

芸
術
と
は
何
か
。
再
び
誤
解
さ
れ
や
す
い
言
い
方
を
用
い
れ
ば
、
芸
術

と
は
、
く
た
び
れ
て
宿
か
る
頃
の
藤
の
花
の
ご
と
き
も
の
で
あ
る
。
そ
れ

は
決
し
て
逃
避
で
は
な
い
。
明
日
も
ま
た
苦
難
の
道
を
続
け
る
た
め
に
、

今
日
の
宿
り
に
藤
の
花
が
必
要
な
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
問
題
は
藤
の
花
の



美
し
さ
に
あ
る
。
源
氏
物
語
の
現
代
性
は
源
氏
物
語
の
美
し
さ
に
あ
る
。

人
類
の
進
歩
、
歴
史
の
流
れ
と
い
う
旅
は
、
我
々
が
人
間
で
あ
る
限
り
、

た
と
え
、
知
何
に
苦
し
さ
が
続
こ
う
と
も
歩
き
続
け
ね
ば
な
ら
ぬ
。
し
か

し
、
現
代
の
社
会
は
、
旅
人
み
ず
か
ら
が
道
を
求
め
、
宿
を
選
び
、
藤
の

花
の
色
に
心
の
安
ら
ぎ
を
求
め
得
る
よ
う
な
旅
で
は
な
い
。
軍
歌
を
歌
い
、

み
ず
か
ら
そ
の
軍
歌
の
ム

l
ド
に
酔
い
し
れ
、
み
ず
か
ら
の
体
に
重
す
ぎ

る
銃
器
の
こ
と
を
も
忘
れ
、
ど
こ
か
ら
下
っ
て
来
る
の
か
知
れ
ぬ
命
令
の

ま
ま
、
み
ず
か
ら
の
意
志
は
棄
て
去
り
、
軍
列
の
お
も
む
く
ま
ま
に
野
営

す
る
。
疲
れ
て
も
立
ち
ど
ま
る
こ
と
も
出
来
な
い
。
ま
し
て
藤
の
花
の
美

し
さ
に
心
を
遊
ば
せ
る
暇
な
ど
な
い
。
現
代
と
は
、
実
に
そ
の
よ
う
な
時

代
な
の
で
あ
る
。
そ
ん
な
現
代
の
産
物
と
の
共
通
点
の
み
を
源
氏
物
語
に

求
め
、
現
代
性
云
々
と
い
う
の
は
、
あ
ま
り
に
も
楽
天
的
に
過
ぎ
る
。

真
の
意
味
で
現
代
に
生
き
る
こ
と
は
い
わ
ゆ
る
H

現
代
的
H

と
い
う

限
ら
れ
た
視
点
を
超
克
す
る
こ
と
で
あ
る
。
何
物
か
、
え
た
い
の
知
れ
ぬ

巨
大
な
力
に
引
き
ず
り
廻
わ
さ
れ
て
い
る
人
間
を
、
文
字
通
り
の
霊
長
に

再
起
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
。
同
じ
意
味
に
お
い
て
、
真
の
意
味
に
お
け
る

現
代
的
な
古
典
と
は
、
む
し
ろ
現
代
と
は
異
っ
た
世
界
を
持
つ
作
品
の
こ

と
で
あ
る
。
そ
し
て
源
氏
物
語
は
、
そ
ん
な
作
品
な
の
で
あ
る
。

※
昭
和
三
五
年
発
行
『
創
』
ぬ
ー
よ
り
転
載

(
か
た
ぎ
り
ょ
う
い
ち
・
大
阪
女
子
大
学
名
骨
教
授
)

源
氏
物
語
の
現
代
性
に
つ
い
て

九


