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は
じ
め
に

『
源
氏
物
語
』
は
揺
れ
動
く
。
平
安
時
代
も
、
鎌
倉
〜
室
町
時
代
も
、
江
戸
時
代
も
そ
う
だ
っ
た
。
現
在
も
そ
う

で
あ
る
。

一
つ
は
、『
源
氏
物
語
』
の
本
文
が
揺
れ
動
く
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
二
つ
に
は
、
句
読
の
切
り
方
に
よ
っ
て
、

文
の
気
脈
が
揺
れ
動
く
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
三
つ
に
は
、
ど
こ
か
ら
ど
こ
ま
で
が
『
源
氏
物
語
』
な
の
か
、
そ

の
境
界
が
揺
れ
動
く
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

『
伊
勢
物
語
』『
う
つ
ほ
物
語
』『
枕
草
子
』『
更
級
日
記
』『
狭
衣
物
語
』
な
ど
と
同
様
、『
源
氏
物
語
』
に
、
作
者

自
筆
本
と
い
う
も
の
は
現
存
し
な
い
。
平
安
時
代
に
成
っ
た
物
語
や
仮
名
日
記
は
、
写し
ゃ

本ほ
ん

に
よ
っ
て
読
ま
れ
、
伝
え

ら
れ
た
。
江
戸
時
代
に
は
、
版は
ん

本ぽ
ん

と
し
て
刊
行
さ
れ
、
読
ま
れ
、
伝
え
ら
れ
た
。
或
る
も
の
は
失
わ
れ
、
或
る
も
の

は
現
在
に
ま
で
伝
わ
っ
て
い
る
。『
源
氏
物
語
』
で
あ
れ
ば
、
現
存
す
る
写
本
は
、
お
よ
そ
一
五
〇
〜
二
〇
〇
種
ほ

ど
を
数
え
得
よ
う
か
。
問
題
は
、
そ
れ
ら
写
本
が
、
同
一
の
本
文
を
伝
え
て
い
な
い
と
い
う
点
に
あ
る
。
作
者
自
身

が
本
文
を
改
訂
し
た
こ
と
も
あ
ろ
う
し
、
読
者
が
書
き
換
え
た
こ
と
も
あ
ろ
う
。
あ
ま
た
の
写
本
、
あ
ま
た
の
本
文

の
う
ち
、
ど
れ
が
オ
リ
ジ
ナ
ル
に
近
い
の
か
は
、
わ
か
ら
な
い
。
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歌
集
や
漢
詩
文
集
と
は
異
な
り
、
物
語
は
、
作
者
署
名
を
持
た
な
い
。『
竹
取
物
語
』『
伊
勢
物
語
』『
う
つ
ほ
物

語
』『
源
氏
物
語
』『
狭
衣
物
語
』『
夜
の
寝
覚
』
な
ど
の
写
本
の
表
紙
に
作
者
名
が
記
さ
れ
た
こ
と
は
、
一
〇
〇
〇

年
間
、
一
度
も
な
か
っ
た
。
物
語
と
は
、
そ
の
レ
ヴ
ェ
ル
の
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。『
枕
草
子
』
や

『
無
名
草
子
』
の
証
言
が
あ
る
と
お
り（１
）、
物
語
は
、
読
者
に
よ
っ
て
積
極
的
に
書
き
直
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
片

桐
洋
一
が
言
う
と
お
り（２
）、
物
語
は
、
複
数
の
作
者
・
複
数
の
読
者
の
手
に
よ
っ
て
成
長
し
変
容
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

で
あ
る
か
ら
、
我
々
は
、『
源
氏
物
語
』
の
各
巻
を
考
察
す
る
と
き
に
も
『
源
氏
物
語
』
の
写
本
を
比
較
す
る
と
き

に
も
、〝
ど
れ
が
原
作
者
の
手
に
な
る
部
分
か
？
〞
と
か
〝
ど
れ
が
後
人
の
改
竄
部
分
か
？
〞
と
か
い
っ
た
幼
稚
な

問
い
は
、
棄
て
去
る
べ
き
で
あ
る
。
ホ
ン
モ
ノ
の
『
源
氏
物
語
』
な
ど
、
ど
こ
に
も
あ
り
は
し
な
い
。
こ
れ
ま
で
に

存
在
し
、
い
ま
存
在
す
る
す
べ
て
の
本
が
『
源
氏
物
語
』
で
あ
る
。

一
般
の
『
源
氏
物
語
』
読
者
の
中
に
は
、
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
や
新
潮
日
本
古
典
集
成
や
角
川
ソ
フ
ィ
ア
文

庫
に
活
字
化
さ
れ
て
い
る
『
源
氏
物
語
』
を
、
原
作
者
が
書
い
た
そ
の
も
の
で
あ
る
か
の
よ
う
に
思
い
込
ん
で
い
る

向
き
が
あ
る
よ
う
だ
が
、
大
い
な
る
錯
覚
で
あ
る
。

第
一
に
、
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
や
新
潮
日
本
古
典
集
成
と
い
っ
た
『
源
氏
物
語
』
注
釈
書
は
、
お
よ
そ
一
五

〇
〜
二
〇
〇
種
あ
る
写
本
の
中
か
ら
特
に
定て
い

家か

本ぼ
ん

や
明
み
ょ
う

融ゆ
う

本ぼ
ん

や
大お
お

島し
ま

本ぼ
ん

を
撰
取
し
て
、
一
般
読
者
に
も
読
み
得
る
テ

キ
ス
ト
を
提
供
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
定
家
本
や
明
融
本
や
大
島
本
が
作
者
自
筆
本
に
近
い
の
か
遠
い
の
か
は
、

ま
っ
た
く
わ
か
っ
て
い
な
い
。
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
や
新
潮
日
本
古
典
集
成
と
い
っ
た
『
源
氏
物
語
』
注
釈
書

は
、
た
だ
、
藤
原
定
家
が
書
写
し
た
『
源
氏
物
語
』
に
近
づ
こ
う
と
し
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
で
あ
る
な
ら
、
そ
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れ
ら
注
釈
書
に
採
用
さ
れ
な
か
っ
た
あ
ま
た
の
写
本
た
ち
が
、
定
家
本
や
明
融
本
や
大
島
本
と
ど
れ
く
ら
い
異
な
り
、

ど
の
よ
う
な
物
語
を
呈
示
し
て
い
る
の
か
、
考
察
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
本
書
第
Ⅰ
部
で
は
、
平
安
〜
鎌
倉
〜
室
町
〜

江
戸
時
代
を
通
し
、『
源
氏
物
語
』
の
本
文
が
ど
れ
く
ら
い
揺
れ
動
き
、
そ
れ
に
よ
っ
て
物
語
が
ど
の
よ
う
に
揺
れ

動
い
て
来
た
の
か
、
写
本
ご
と
・
時
代
ご
と
に
辿
っ
て
み
た
。

第
二
に
、
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
や
新
潮
日
本
古
典
集
成
と
い
っ
た
『
源
氏
物
語
』
注
釈
書
は
、
校
注
者
そ
れ

国文学研究資料館蔵、橋本本『源氏物語』4帖
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ぞ
れ
の
判
断
で
、
写
本
の
文
字
列
に
、
句
読
点
を
付
し
、
濁
点
を
付
し
、
鉤
括
弧
を
付
し
、
漢
字
を
宛
て
、
改
行
を

施
し
、
仮
名
遣
い
を
変
え
、
誤
字
を
正
し
、
そ
う
し
て
、
一
般
読
者
で
も
読
み
得
る
テ
キ
ス
ト
を
提
供
し
て
い
る
に

過
ぎ
な
い
。
通
常
、
平
安
〜
鎌
倉
〜
室
町
〜
江
戸
時
代
の
物
語
写
本
に
は
、
句
読
点
も
濁
点
も
鉤
括
弧
も
付
い
て
い

な
い
。
和
歌
の
冒
頭
以
外
で
は
改
行
さ
れ
な
い
。
漢
字
も
ほ
と
ん
ど
使
わ
れ
な
い
。
で
あ
る
な
ら
、
色
眼
鏡
を
棄
て

て
裸
の
眼
で
写
本
の
文
字
列
に
向
き
合
い
、
ど
の
よ
う
な
気
脈
で
コ
ト
バ
が
紡
が
れ
、
ど
の
よ
う
な
別
解
が
あ
り
得

る
の
か
、
考
察
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
本
書
第
Ⅱ
部
で
は
、
複
数
の
写
本
を
見
比
べ
つ
つ
、
私
の
古
文
読
解
力
に
よ
っ

て
、
一
か
ら
句
読
点
を
付
し
直
し
、
鉤
括
弧
を
付
し
直
し
、
ダ
ッ
シ
ュ
を
付
す
と
い
う
実
験
に
よ
っ
て
、
平
安
和
文

独
自
の
気
脈
を
浮
び
上
ら
せ
て
み
た
。

第
三
に
、
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
や
新
潮
日
本
古
典
集
成
と
い
っ
た
『
源
氏
物
語
』
注
釈
書
は
、
全
五
四
巻
を

整
然
と
並
べ
、『
源
氏
物
語
』
を
あ
た
か
も
一
個
の
長
篇
で
あ
る
か
の
よ
う
に
収
め
て
い
る
の
だ
け
れ
ど
も
、
そ
の

体
裁
は
、
平
安
時
代
物
語
の
あ
り
よ
う
と
甚
だ
し
く
齟
齬
し
て
い
る
。
通
常
、
鎌
倉
〜
室
町
〜
江
戸
時
代
の
『
源

氏
物
語
』
写
本
は
、
一
巻
あ
た
り
一
帖
（
一
冊
）、
と
い
う
単
位
で
存
在
す
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
表
紙
に
は
、「
き
り
つ

ほ
」「
は
ゝ
き
木
」
な
ど
と
記
さ
れ
る
だ
け
で
、
第
何
巻
と
い
う
序
数
は
、
記
さ
れ
な
い
。
書
写
者
が
序
数
を
振
っ

た
写
本
も
な
い
で
は
な
い
が
、
す
べ
て
を
1
、
2
、
3
…
と
数
え
る
の
で
は
な
く
、「
並
び
」
の
巻
は
勘
定
に
入
れ

ず
、「
若
菜
上
下
」
は
一
巻
と
数
え
る
の
で
、
全
「
卅
七
」
巻
と
な
る
（
本
書
「
散
佚
「
桜
人
」
巻
を
め
ぐ
っ
て
」
に
挙
げ
た

『
拾
芥
抄
』
の
「
源
氏
目
録
」
を
参
照
）。
つ
ま
り
、『
源
氏
物
語
』
の
各
巻
は
、
執
筆
さ
れ
た
順
序
も
不
明
、
読
む
べ
き
順

序
も
未
確
定
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
、
当
初
、『
源
氏
物
語
』
が
何
巻
か
ら
成
る
物
語
で
あ
っ
た
の
か
、

定
か
で
な
い
。
で
あ
る
な
ら
、
平
安
〜
鎌
倉
〜
室
町
〜
江
戸
時
代
、
ど
こ
か
ら
ど
こ
ま
で
が
『
源
氏
物
語
』
と
し
て
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認
識
さ
れ
て
い
た
の
か
、
考
察
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
本
書
第
Ⅲ
部
で
は
、
現
存
『
源
氏
物
語
』
五
四
巻
以
外
に
ど
の

よ
う
な
巻
が
存
在
し
て
い
た
の
か
、
ま
た
、
以
後
、
ど
の
よ
う
な
物
語
が
書
き
継
が
れ
、
読
み
継
が
れ
て
い
た
の
か
、

残
さ
れ
た
資
料
か
ら
再
考
し
て
み
た
。

く
れ
ぐ
れ
も
誤
解
の
な
い
よ
う
述
べ
添
え
て
お
き
た
い
の
だ
が
、
私
は
、〝
作
者
自
筆
本
『
源
氏
物
語
』
は
ど
の

よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
〞
と
い
う
問
題
に
迫
ろ
う
と
し
て
い
る
の
で
は
、
ま
っ
た
く
な
い
。
む
し
ろ
逆
で
あ
る
。

〝
ホ
ン
モ
ノ
の
『
源
氏
物
語
』
な
ど
ど
こ
に
も
あ
り
は
し
な
い
〞
と
い
う
事
実
を
し
か
と
受
け
止
め
、
あ
ま
た
の

『
源
氏
物
語
』
た
ち
の
力
動
を
、
丸
ご
と
触
知
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

注（
1
） 

《
能
因
本
》
の
『
枕
草
子
』
の
「
男
も
女
も
よ
ろ
づ
の
事
ま
さ
り
て
わ
ろ
き
も
の
」
の
段
や
、『
無
名
草
子
』
の
『
と

り
か
へ
ば
や
』
評
の
項
な
ど
を
見
る
と
、
平
安
〜
鎌
倉
時
代
、
物
語
が
後
人
に
よ
っ
て
積
極
的
に
書
き
換
え
ら
れ
て

い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
以
下
の
論
稿
を
参
照
。

片
岡
利
博
「
狭
衣
物
語
研
究
か
ら
見
た
源
氏
物
語
」（
森
一
郎 

編
『
源
氏
物
語
の
展
望
（
六
）』
三
弥
井
書
店
、
二

〇
一
〇
年
）

𠮷
山
裕
樹
「
物
語
の
改
作
」（
伊
井
春
樹 

編
『
物
語
文
学
の
系
譜
』
世
界
思
想
社
、
一
九
八
六
年
）

（
2
） 

片
桐
洋
一
「『
伊
勢
物
語
』
の
写
本
論
（
一
）
〜
（
四
）」（『
源
氏
物
語
以
前
』
笠
間
書
院
、
二
〇
〇
一
年
）

片
桐
洋
一
「
プ
ロ
ロ
ー
グ
」（『
柿
本
人
麿
異
聞
』
和
泉
書
院
、
二
〇
〇
三
年
）
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本
文
が
揺
れ
動
け
ば
物
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も
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動
く

「
東
屋
」
巻
の
本
文
揺
動
史

	

3

　

ⅰ　

匂
宮
が
上
か
？　

薫
が
上
か
？	

3

　

ⅱ　
『
湖
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抄
』以
前
・
以
後	

8

　

ⅲ　

三
条
西
家
の
本
文
と
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12

　

ⅳ　

揺
れ
動
き
の
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星
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26
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彦
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本
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に
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け
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あ
る
こ
と
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「
東
屋
」巻
の
本
文
揺
動
史

一
五
〇
種
と
も
二
〇
〇
種
と
も
数
え
ら
れ
る
『
源
氏
物
語
』
の
現
存
写
本
は
、
す
べ
て
異
な
る
相
貌
を
呈
し
て
い
る
。
写
本

そ
れ
ぞ
れ
が
そ
れ
ぞ
れ
を
異
本
と
呼
び
得
る
関
係
に
あ
る
、
と
言
っ
て
も
よ
い
。『
源
氏
物
語
』
は
、
絶
え
ま
な
き
変
異
体
で

あ
る
。
あ
ま
た
の
写
本
た
ち
は
、
そ
う
し
た
変
異
の
種
々
相
で
あ
る
。
我
々
は
、
残
さ
れ
た
『
源
氏
物
語
』
た
ち
を
俯
瞰
し
、

そ
れ
ら
を
、
揺
動
の
軌
跡
と
し
て
捉
え
ね
ば
な
る
ま
い
。

ⅰ　
匂
宮
が
上
か
？　
薫
が
上
か
？

浮
舟
と
そ
の
母
君
は
、
中
君
の
暮
す
二
条
院
＝
匂
宮
邸
に
身
を
寄
せ
て
い
た
。
浮
舟
に
求
婚
す
る
少
将
ば
か
り
を
都
の
搢
紳

と
仰
い
で
い
た
母
君
は
、
こ
こ
二
条
院
で
匂
宮
の
麗
姿
を
目
の
当
り
に
し
、
そ
の
超
絶
的
な
威
光
に
圧
倒
さ
れ
て
し
ま
う
。
つ

づ
い
て
、
匂
宮
と
入
れ
替
り
に
薫
が
来
訪
す
る
と
の
知
ら
せ
が
入
る
の
だ
が
、
浮
舟
の
母
君
は
、
薫
の
姿
を
見
ぬ
う
ち
か
ら
匂

宮
を
絶
讃
し
て
や
ま
な
い
。
次
に
掲
げ
た
の
は
、
そ
ん
な
母
君
の
発
言
に
よ
っ
て
、
中
君
と
そ
の
女
房
た
ち
の
間
に
ち
ょ
っ
と
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し
た
議
論
が
起
る
、「
東
屋
」
巻
の
一
節
で
あ
る
。

【
Ａ
】
周
桂
本
「
東
屋
」
巻
（
三
九
ウ
〜
四
〇
ウ
）

〈
ア
〉
此
ま
ら
う
と
の
母
君
、「
い
で
、
見
奉
ら
ん
。
ほ
の
か
に
見
奉
り
け
る
人
の
、
い
み
じ
き
物
に
き
こ
ゆ
め
れ
ど
、
宮

の
御
あ
り
さ
ま
に
は
、
え
な
ら
び
給
は
じ
。」
と
い
へ
ば
、

〈
イ
〉
お
ま
へ
に
さ
ぶ
ら
ふ
人
々
、「
い
さ
や
、
え
こ
そ
聞
え
さ
だ
め
ね
。」
と
聞
え
あ
へ
り
。

〈
ウ
〉「
む
か
ひ
て
お
は
せ
し
さか

ば
イま

、

〈
エ
〉
宮
は
い
と
な
さ
け
な
げ
に
、
見
に
く
ゝ
こ
そ
み
え
給
し
か
、
と
り
は
な
ち
て
は
、
い
づ
れ
も
。
と
も
か
く
も
わ
か

れ
ず
。
か
た
ち
よ
き
人
は
、
人
を
け
つ
こ
そ
に
く
け
れ
。」
と
の
給
へ
ば
、

〈
オ
〉
人
々
わ
ら
ひ
て
、「
さ
れ
ど
御
ま
へ
に
は
を
さ
れ
奉
り
給
は
ざ
め
り
。

〈
カ
〉
い
か
ば
か
り
の
人
か
、
宮
を
ば
け
ち
奉
ら
ん
。」
な
ど
い
ふ
ほ
ど
に
、

〈
キ
〉「
今
ぞ
車
よ
り
お
り
給
な
る
。」
と
き
く
ほ
ど
、

※
〈
ウ
〉
…
…
「
さ
ま
」
の
右
に
「
か
は
イ
」
と
朱
書
し
て
あ
る
。
そ
の
他
の
傍
記
は
省
略
し
た
。

周し
ゅ
う

桂け
い

本ぼ
ん

（
一
六
世
紀
の
写
本
）
の
本
文
で
あ
る
。
私
に
、
句
読
点
・
濁
点
・
鉤
括
弧
・
傍
線
を
付
し
て
あ
る
。
便
宜
上
、〈
ア
〉

〜
〈
キ
〉
の
塊
に
分
け
た
。

浮
舟
の
母
君
が
、〈
ア
〉「
ど
れ
、
私
も
薫
大
将
殿
の
姿
を
拝
ま
せ
て
い
た
だ
こ
う
。
ち
ら
っ
と
拝
見
し
た
人
が
大
層
な
お
方

の
よ
う
に
申
し
上
げ
て
い
る
よ
う
だ
け
れ
ど
、
匂
宮
様
の
お
姿
に
は
肩
を
お
並
べ
に
な
れ
ま
す
ま
い
。」
と
口
に
し
た
の
に
対
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し
、
中
君
の
御
前
に
侍
る
女
房
た
ち
は
、〈
イ
〉「
さ
あ
ど
う
か
し
ら
、

（
匂
宮
・
薫
の
優
劣
に
）
判
定
な
ど
申
し
上
げ
ら
れ
っ
こ
あ
り
ま
せ
ん
。」

と
言
い
返
す
。
そ
う
こ
う
し
て
、〈
キ
〉「
薫
様
は
、
今
、
車
か
ら
お

降
り
に
な
る
よ
う
だ
。」
と
い
う
声
が
あ
り
、
薫
が
登
場
す
る
。
と
、

翻
っ
て
母
君
は
、
今
度
は
薫
の
瑰
姿
に
す
っ
か
り
目
を
奪
わ
れ
、
讃

歎
を
新
た
に
し
、
う
ち
つ
づ
く
感
動
ゆ
え
に
、
匂
宮
・
薫
ク
ラ
ス
の

貴
顕
搢
紳
に
こ
そ
我
が
娘
を
縁
づ
け
た
い
と
い
う
野
望
に
憑
か
れ
る

よ
う
に
な
る
。

「
横
笛
」「
匂
宮
」
巻
以
来
、
物
語
は
く
り
返
し
、
薫
と
匂
宮
の
美

質
を
誉
め
讃
え
て
来
た
。
宇
治
十
帖
も
後
半
に
な
れ
ば
そ
う
し
た
讃

辞
は
不
要
と
思
わ
れ
も
す
る
の
だ
が
、
こ
の
「
東
屋
」
巻
は
、
浮
舟

の
母
君
と
い
う
新
た
な
登
場
人
物
を
利
用
し
、
辺
境
の
う
ぶ
な
視
点

か
ら
、
改
め
て
両
者
の
最
上
級
の
光
輝
性
を
浮
び
上
ら
せ
て
い
る
と

見
え
る
。「
東
屋
」「
浮
舟
」
巻
で
は
、
そ
う
し
た
母
君
の
感
激
と
野

心
が
あ
ず
か
っ
て
浮
舟
は
退
き
引
き
な
ら
ぬ
恋
愛
悲
劇
に
落
ち
込
ん

で
ゆ
く
わ
け
で
、
物
語
展
開
を
鑑
み
る
と
、
こ
の
段
階
で
浮
舟
の
母

君
に
匂
宮
・
薫
を
絶
讃
さ
せ
て
お
く
と
い
う
の
は
、
何
と
も
周
到
な

作
劇
手
腕
だ
と
言
え
る
。
ま
っ
た
く
叙
述
が
な
い
も
の
の
、
こ
の
場

天理図書館蔵、周桂本「東屋」巻（『源氏物語　千年のかがやき』思文閣出版より）
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に
は
無
言
の
浮
舟
が
い
て
、
皆
の
話
に
聞
き
入
っ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
。

さ
て
、
問
題
に
し
た
い
の
は
【
Ａ
】
の
傍
線
部
で
あ
る
。
こ
こ
は
い
さ
さ
か
丁
寧
な
読
解
を
要
す
る
。

山
本
春
正
の
絵え

入い
り

源げ
ん

氏じ

は
、〈
エ
〉
後
半
の
「
か
た
ち
よ
き
人
は
人
を
け
つ
こ
そ
に
く
け
れ
」
の
横
に
「
浮
ノ
母
詞
」
と
注

し
て
い
る
の
だ
が
、
母
君
に
「
の
給
へ
ば
」
と
い
う
尊
敬
語
が
付
く
こ
と
は
な
い
の
で
、
誤
読
で
あ
る
。
周
桂
本
の
原
本
で
は
、

〈
ウ
〉
の
「
む
か
ひ
て
」
の
横
に
朱
筆
で
「
中
君
ノ
詞
也
」
と
注
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
が
適
当
だ
ろ
う
。
右
の
鉤
括
弧
は
私
に

付
し
た
も
の
だ
が
、
同
様
の
判
断
に
基
づ
い
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
中
君
の
言
〈
ウ
〉〈
エ
〉
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
と
読
ま

れ
る
。「（

匂
宮
と
薫
と
が
）
対
座
し
て
い
ら
し
た
様
は
、
匂
宮
の
方
は
ま
こ
と
に
潤
い
な
さ
げ
に
、
見
苦
し
い
感
じ
で
い
ら
し
た
が
、

別
々
に
見
た
ら
、
ど
ち
ら
も
（
お
美
し
い
）。
ど
ち
ら
が
ど
う
と
も
決
め
ら
れ
な
い
。
容
貌
の
よ
い
人
は
、
周
囲
の
人
（
の

美
し
さ
）
を
搔
き
消
し
て
し
ま
う
の
が
困
り
も
の
ね
。」

最
初
の
〈
ウ
〉「
む
か
ひ
て
お
は
せ
し
さ
ま
」
は
、
周
桂
本
が
朱
筆
で
「
匂
ト
か
ほ
る
ト
也
」
と
注
す
る
と
お
り
、「
匂
宮
と

薫
が
対
座
し
て
い
ら
し
た
様
」
と
解
さ
れ
る
。

次
の
〈
エ
〉「
な
さ
け
な
げ
に
」「
見
に
く
ゝ
」
と
い
う
発
言
は
、
中
君
の
匂
宮
評
と
し
て
は
な
か
な
か
辛
辣
で
、
賀
茂
真
淵

が
「
御
夫
故
、
か
く
ま
で
は
の
た
ま
ふ
な
ら
ん
」
と
記
し
た（
１
）の
も
頷
け
る
。
た
だ
、〈
オ
〉
で
、
女
房
た
ち
は
こ
の
発
言
に
対

し
「
わ
ら
ひ
て
」
承
け
答
え
し
て
い
る
の
で
、
こ
こ
は
、
い
さ
さ
か
冗
談
め
か
し
た
身
内
謙
遜
の
発
言
と
解
す
る
の
が
よ
い
だ

ろ
う
。
ち
な
み
に
、
山や
ま

岸ぎ
し

文ぶ
ん

庫こ

明み
ょ
う

融ゆ
う

本ぼ
ん

や
池い
け

田だ

本ぼ
ん

で
は
、
こ
の
箇
所
が
「
人
々
もひ
わ
ら
ひ
て
」
と
な
っ
て
い
て
、
女
房
た
ち
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も
中
君
も
と
も
に
微
笑
ん
で
い
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

〈
エ
〉
後
半
の
「
か
た
ち
よ
き
人
」
の
「
人
」
は
薫
を
指
し
、「
人
を
け
つ
」
の
「
人
」
は
匂
宮
を
指
す
、
と
解
す
る
こ
と
も

可
能
な
の
だ
け
れ
ど
も
、
後
者
の
、
搔
き
消
さ
れ
て
し
ま
う
「
人
」
は
、
中
君
自
身
も
含
め
た
普
通
の
人
々
と
解
す
方
が
、
い

か
に
も
中
君
の
発
言
ら
し
い
。
つ
ま
り
、
匂
宮
を
絶
讃
す
る
浮
舟
の
母
君
に
対
し
、
こ
れ
か
ら
や
っ
て
来
る
客
人
薫
の
方
を
称

揚
し
つ
つ
、
匂
宮
が
特
別
で
は
な
い
こ
と
を
身
内
の
立
場
か
ら
述
べ
、
結
び
と
し
て
は
、
匂
宮
で
あ
れ
薫
で
あ
れ
最
上
位
の
美

を
前
に
し
て
は
自
分
た
ち
な
ど
気け

圧お

さ
れ
て
し
ま
う
と
卑
下
し
て
見
せ
、
そ
う
し
て
両
者
を
立
て
て
い
る
、
と
読
む
の
が
妥
当

で
あ
ろ
う
。

対
す
る
女
房
た
ち
の
言
〈
オ
〉
も
、
問
題
が
多
い
。「
さ
れ
ど
御
ま
へ
に
は
を
さ
れ
奉
り
給
は
ざ
め
り
」
に
つ
い
て
、『
湖こ

月げ
つ

抄し
ょ
う』
は
「
匂
宮
の
御
事
也　
薫
に
け
た
れ
給
ふ
事
は
な
き
と
也
」
と
注
し
て
い
る
。
吉
澤
義
則
『
対
校
源
氏
物
語
新
釈
』
も
同

様
に
、「
け
れ
ど
も
宮
は
薫
に
圧
倒
さ
れ
る
事
は
ご
ざ
い
ま
す
ま
い
」
と
訳
し
て
い
る
。
そ
の
他
、
有
朋
堂
文
庫
・
校
註
日
本

文
学
大
系
・
日
本
古
典
文
学
大
系
、
与
謝
野
晶
子
訳
・
佐
成
謙
太
郎
訳
・
今
泉
忠
義
訳
も
、「
匂
宮
だ
け
は
」「
匂
宮
に
お
か
せ

ら
れ
て
は
」
と
訳
し
て
お
り
、「
御
ま
へ
」
＝
「
匂
宮
」
と
解
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
谷
崎
潤
一
郎
訳
は
、「
そ
れ
で
も
大

将
殿
に
は
お
負
け
に
な
り
ま
す
ま
い
」
と
し
て
お
り
、「
御
ま
へ
に
は
」
＝
「
薫
に
は
」
と
解
し
た
よ
う
だ
が
、
最
終
的
な
理

解
は
諸
注
と
同
じ
で
あ
る
。
し
か
し
、
既
に
〈
ア
〉「
宮
の
御
あ
り
さ
ま
に
は
え
な
ら
び
給
は
じ
」
と
あ
り
、
直
後
で
も
〈
カ
〉

「
い
か
ば
か
り
の
人
か
宮
を
ば
け
ち
奉
ら
ん
」
と
あ
る
の
に
、〈
オ
〉
で
も
「
宮
は
薫
に
圧
倒
さ
れ
る
事
は
ご
ざ
い
ま
す
ま
い
」

と
言
う
の
は
、
堂
々
め
ぐ
り
で
、
対
話
の
態
を
な
さ
な
い
の
で
は
な
い
か
。
こ
の
場
面
の
前
後
で
、
薫
が
「
大
将
殿
」
と
称
さ

れ
て
い
た
こ
と
、
匂
宮
が
「
宮
」
と
称
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
留
意
す
べ
き
で
は
な
か
っ
た
か
。
す
な
わ
ち
、
女
房
た
ち
が
「
御

ま
へ
」
と
言
う
か
ら
に
は
、
そ
れ
は
、
中
君
を
指
し
て
い
よ
う
。
女
房
の
発
言
は
、「（
美
し
い
貴
顕
に
よ
っ
て
周
囲
は
霞
ん
で
し
ま
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う
と
お
っ
し
ゃ
る
）
け
れ
ど
、
あ
な
た
様
に
お
か
れ
ま
し
て
は
、
気
圧
さ
れ
申
し
な
さ
る
こ
と
な
ん
て
な
い
と
お
見
受
け
し
ま
す
。

（
あ
な
た
様
以
外
の
）
ど
ん
な
人
が
、
匂
宮
様
を
霞
め
申
し
上
げ
ら
れ
ま
し
ょ
う
ぞ
。」
と
、
目
の
前
の
女
主
人
を
持
ち
上
げ
た
も

の
と
読
ま
れ
る
。
中
君
へ
の
反
論
が
す
な
わ
ち
中
君
称
美
に
な
り
匂
宮
称
美
に
な
る
、
そ
う
し
た
切
り
返
し
こ
そ
二
条
院
女
房

の
返
答
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
。
匂
宮
が
上
か
薫
が
上
か
と
い
う
品
評
に
終
始
し
な
い
洒
脱
な
会
話
が
こ
こ
で
は
く
り
広
げ
ら
れ

て
い
る
の
で
あ
り
、
こ
の
場
面
が
置
か
れ
る
こ
と
で
、
母
君
の
戯
画
的
な
田
舎
者
ぶ
り
や
中
君
の
鷹
揚
な
女
主
人
ぶ
り
が
発
現

さ
れ
も
す
る
。
母
君
と
浮
舟
は
、
匂
宮
・
薫
の
光
輝
性
に
驚
く
だ
け
で
な
く
、
中
君
の
い
か
に
も
匂
宮
夫
人
ら
し
い
言
動
に
も

憧
憬
の
ま
な
ざ
し
を
向
け
て
い
る
こ
と
だ
ろ
う
。

ⅱ　
『
湖
月
抄
』以
前
・
以
後

こ
こ
ま
で
、
小
さ
な
場
面
の
読
解
に
拘
泥
し
て
来
た
わ
け
だ
が
、
実
は
、
右
で
読
み
解
い
た
【
Ａ
】
の
〈
ウ
〉〈
エ
〉〈
オ
〉

は
、
現
代
の
『
源
氏
物
語
』
読
者
に
と
っ
て
は
、
ほ
と
ん
ど
初
め
て
目
に
す
る
も
の
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
新
編
日
本
古
典

文
学
全
集
や
新
潮
日
本
古
典
集
成
な
ど
諸
注
釈
書
が
底
本
と
し
て
い
る
大お
お

島し
ま

本ぼ
ん

に
は
、
こ
の
く
だ
り
が
存
在
し
な
い
か
ら
だ
。

【
Ｂ
】
大
島
本
「
東
屋
」
巻
（
三
二
オ
〜
三
二
ウ
）

〈
ア
〉
こ
の
ま
ら
う
と
の
は
ゝ
君
、「
い
で
、
見
た
て
ま
つ
ら
ん
。
ほ
の
か
に
み
た
て
ま
つ
り
け
る
人
の
、
い
み
じ
き
物
に

き
こ
ゆ
め
れ
ど
、
宮
の
御
有
さ
ま
に
は
、
え
な
ら
び
給
は
じ
。」
と
い
へ
ば
、

〈
イ
〉
御
前
に
さ
ぶ
ら
ふ
人
々
、「
い
さ
や
、
え
こ
そ
き
こ
え
さ
だ
め
ね
。」
と
き
こ
え
あ
へ
り
。


