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一
、
は
じ
め
に

　

王
朝
物
語
文
学
に
多
く
登
場
す
る
楽
器
の
ひ
と
つ
が
笛
、
特
に
横
笛
で

あ
る
。
同
じ
く
頻
出
す
る
琴
は
、
男
女
両
方
に
奏
で
ら
れ
、
一
つ
の
琴
を

複
数
の
人
物
が
演
奏
す
る
。
そ
れ
に
対
し
て
横
笛
は
、
大
半
が
男
君
に
奏

で
ら
れ
、
複
数
の
人
物
が
一
つ
の
笛
を
共
有
し
て
演
奏
す
る
こ
と
は
少
な

い
。
そ
の
理
由
に
つ
い
て
利
沢
麻
美注
注

は
「
横
笛
が
元
々
管
楽
器
と
し
て
人

間
の
息
が
音
に
な
る
と
い
う
、
人
に
密
着
し
た
面
を
特
性
と
し
て
備
え
て

い
る
上
に
、
こ
れ
を
吹
く
貴
公
子
た
ち
が
、
自
分
の
楽
器
を
常
に
懐
に
し

身
近
で
あ
っ
た
か
ら
だ
ろ
う
」
と
し
て
お
り
、
所
有
者
の
男
君
と
よ
り
密

接
に
関
わ
る
の
が
、
横
笛
の
特
徴
だ
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
横
笛
は
、
女
君

の
琴
に
対
す
る
応
答
の
楽
器
と
し
て
、
男
女
の
関
係
の
始
ま
り
に
多
く
用

い
ら
れ
る注
注

。
そ
の
一
方
で
、
男
君
の
人
生
の
転
機
に
描
か
れ
る
こ
と
も
多

い
楽
器
で
あ
る
。
例
え
ば
そ
れ
は
、『
う
つ
ほ
物
語
』
で
俊
蔭
女
と
い
ぬ

宮
の
琴
と
合
奏
す
る
仲
忠
の
笛
で
あ
り
、『
源
氏
物
語
』
で
夕
霧
・
源
氏

を
経
由
し
て
薫
に
相
伝
さ
れ
る
柏
木
の
笛
で
あ
り
、『
狭
衣
物
語
』
で
天

稚
御
子
を
出
現
さ
せ
る
狭
衣
大
将
の
笛
で
あ
る
。
王
朝
物
語
文
学
に
お
い

て
横
笛
に
代
表
さ
れ
る
笛
は
、
単
な
る
楽
器
で
は
な
く
、
男
君
の
人
生
と

深
く
結
び
つ
き
、
運
命
を
共
に
す
る
役
割
を
担
っ
た
存
在
だ
と
考
え
ら
れ

る
。

　
『
源
氏
物
語
』『
狭
衣
物
語
』
な
ど
の
先
行
作
品
の
影
響
を
受
け
た
中
世

王
朝
物
語
『
い
は
で
し
の
ぶ
』
に
も
、
横
笛
や
高
麗
笛
が
登
場
す
る
が
、

物
語
の
展
開
に
影
響
を
及
ぼ
す
ア
イ
テ
ム
と
し
て
描
か
れ
る
の
は
、
最
終

巻
の
巻
八
の
み
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、『
い
は
で
し
の
ぶ
』
の
物
語
前

半
で
中
心
と
な
る
楽
器
は
琴
な

の
で
あ
る注
注

。
中
で
も
一
品
宮
の

琴
は
、
そ
の
音
色
が
物
語
世
界

の
音
楽
の
基
準
と
な
っ
て
い
る

こ
と
が
示
さ
れ
る
。
そ
の
一
品

宮
の
琴
の
奏
法
と
楽
器
は
息
子

の
若
君
に
継
承
さ
れ
る
が
、
若

君
は
父
内
大
臣
の
琴
の
奏
法
も

『
い
は
で
し
の
ぶ
』
の
右
大
将
の
笛

│ 

異
分
子
の
音 

│

毛

利

香

奈

子

一
条
院

大
宮

白
河
院

殿
の
上

内
大
臣

一
品
宮

若
君
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受
け
継
い
で
い
る
。
系
図
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
白
河
院
と
一
条
院
に
分

か
れ
て
い
た
皇
統
は
、
若
君
の
即
位
に
よ
っ
て
融
合
す
る注
注

。
つ
ま
り
、
若

君
の
身
に
は
二
つ
の
皇
統
譜
の
血
と
琴
の
音
が
宿
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

即
位
し
た
若
君
が
琴
を
演
奏
す
る
巻
四
の
場
面
が
、
あ
た
か
も
大
団
円
の

よ
う
に
描
か
れ
る
の
は
、
若
君
の
琴
の
音
と
王
権
の
様
相
が
符
合
し
て
い

る
か
ら
だ
ろ
う
。
そ
の
た
め
か
、
巻
五
以
降
の
現
存
本
文
に
は
琴
が
描
か

れ
な
く
な
り
、
代
わ
り
に
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
る
の
が
笛
で
あ
る
。
本

作
の
巻
三
以
降
は
抜
書
き
の
本
文
し
か
残
っ
て
い
な
い
が
、
巻
八
終
盤
の

右
大
将
に
ま
つ
わ
る
笛
の
場
面
は
、
そ
の
中
で
も
比
較
的
多
く
の
本
文
が

残
さ
れ
て
い
る
。『
い
は
で
し
の
ぶ
』
に
と
っ
て
も
、
笛
が
右
大
将
と
深

く
結
び
つ
く
重
要
な
事
物
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
よ
う
で
も
あ
る
。
ま

た
、
巻
八
に
集
中
す
る
笛
の
叙
述
は
、『
源
氏
物
語
』
柏
木
の
笛
、『
狭
衣

物
語
』
狭
衣
大
将
の
笛
と
、
場
面
設
定
や
表
現
に
類
似
点
が
見
出
せ
る
。

先
行
作
品
を
経
由
し
て
、
笛
の
奏
法
の
相
伝
、
笛
そ
の
も
の
の
相
伝
を
読

み
解
く
と
、
右
大
将
の
笛
が
持
つ
二
つ
の
ル
ー
ツ
が
見
え
て
く
る
。
そ
れ

は
、
現
存
本
文
が
少
な
い
物
語
後
半
の
中
心
人
物
で
あ
る
右
大
将
の
人
物

造
型
を
考
え
る
上
で
、
大
き
な
手
が
か
り
に
な
る
だ
ろ
う
。

　

笛
の
叙
述
が
集
中
す
る
『
い
は
で
し
の
ぶ
』
巻
八
で
展
開
さ
れ
る
、
右

大
将
物
語
の
概
要
を
確
認
し
て
お
く注
注

。
右
大
将
は
、
時
の
関
白
〔
二
位
中

将
〕
の
息
子
で
、
将
来
を
嘱
望
さ
れ
る
貴
公
子
で
あ
る
。
母
前
斎
院
は
、

右
大
将
を
出
産
し
て
間
も
な
く
死
去
し
て
お
り
、
右
大
将
は
大
叔
母
で
あ

る
一
品
宮
の
も
と
で
育
っ
た
。
白
河
院
で
共
に
育
っ
た
一
品
宮
の
娘
で
あ

る
二
品
宮
を
密
か
に
想
う
右
大
将
だ
が
、
彼
女
は
父
関
白
〔
二
位
中
将
〕

の
も
と
に
降
嫁
し
て
し
ま
う
。
さ
ら
に
妻
女
四
の
宮
が
異
母
兄
左
大
将
と

通
じ
、
右
大
将
は
そ
の
不
義
の
子
を
実
子
と
し
て
養
育
す
る
こ
と
に
な

る
。
厭
世
観
を
強
め
た
右
大
将
は
、
最
後
の
参
内
で
高
麗
笛
を
演
奏
し
、

異
母
弟
で
あ
る
新
二
位
中
将
に
遺
愛
の
横
笛
を
託
し
て
、
宰
相
中
将
と
共

に
吉
野
へ
旅
立
つ
。

　

吉
野
に
赴
く
直
前
の
右
大
将
の
様
子
を
描
い
て
閉
じ
ら
れ
る
『
い
は
で

し
の
ぶ
』
の
結
末
は
、
横
溝
博注
注

が
指
摘
す
る
よ
う
に
「
あ
る
種
、
平
穏
な

エ
ピ
ロ
ー
グ
を
形
象
し
て
締
め
括
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
は
、
い
わ
ゆ
る
悲

恋
遁
世
譚
と
は
一
線
を
画
す
有
り
よ
う
」
で
あ
る
。
そ
の
結
末
に
つ
い
て

さ
ら
に
考
察
を
加
え
る
に
も
、
物
語
の
末
尾
に
集
中
す
る
右
大
将
に
ま
つ

わ
る
笛
の
叙
述
は
重
要
だ
ろ
う
。
本
稿
で
は
、『
い
は
で
し
の
ぶ
』
の
笛

を
『
源
氏
物
語
』『
狭
衣
物
語
』
と
比
較
し
な
が
ら
、
笛
を
通
し
て
本
作

後
半
の
右
大
将
物
語
を
捉
え
直
し
て
い
き
た
い
。

二
、「
音
の
限
り
」
│
示
さ
れ
る
奏
法
の
相
伝
│

　
『
い
は
で
し
の
ぶ
』
巻
八
で
笛
の
叙
述
が
集
中
す
る
箇
所
は
二
つ
あ
り
、

そ
の
う
ち
演
奏
す
る
右
大
将
の
様
子
が
詳
し
く
描
か
れ
る
の
は
、
宮
中
で

高
麗
笛
を
試
奏
す
る
場
面
で
あ
る
。
以
下
、
本
文
を
引
用
し
、
重
要
な
箇

所
に
傍
線
を
引
い
た
。

①
右
大
将
、
宮
中
で
高
麗
笛
を
試
奏
す
る

　

暮
れ
行
く
空
さ
へ
、
心
細
く
な
が
め
ら
れ
給
ふ
に
、
新
し
く
人
の

奉
れ
り
け
る
高
麗
笛
を
、
試
み
さ
せ
給
は
ん
と
て
、
大
臣
〔
二
位
中

将
〕
の
御
前
に
置
か
れ
た
る
、
少
し
鳴
ら
し
て
、
興
じ
申
し
給
ひ
つ
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つ
、
う
ち
置
き
給
ひ
ぬ
る
、
な
ご
り
や
な
か
な
か
に
思
し
め
さ
る
ら

ん
、
右
大
将
御
気
色
あ
る
を
、
常
は
さ
ば
か
り
た
や
す
か
ら
ず
、
か

し
こ
き
御
前
に
て
も
、
残
り
な
く
は
あ
ら
じ
と
思
い
た
り
し
か
ど
、

折
か
ら
の
忍
び
が
た
さ
と
言
ひ
、
こ
れ
も
こ
の
世
の
別
れ
の
中
に
は
、

何
に
も
過
ぎ
た
る
な
ご
り
に
て
、
賜
は
り
給
ひ
つ
つ
、
音
の
限
り
、

惜
し
ま
ず
つ
か
う
ま
つ
り
給
へ
る
お
も
し
ろ
さ
、
な
の
め
に
や
あ
ら

ん
。
大
臣
〔
二
位
中
将
〕
も
、
昔
よ
り
さ
ば
か
り
吹
き
伝
へ
給
へ
る

に
も
、
す
ご
う
も
の
あ
は
れ
に
、
限
り
な
く
澄
み
通
れ
る
方
は
、
を

さ
を
さ
劣
る
ま
じ
く
聞
こ
ゆ
る
を
、
常
よ
り
こ
と
に
、
誰
も
聞
き
お

ど
ろ
か
せ
給
ふ
を
、
大
臣
〔
二
位
中
将
〕
も
、
さ
ら
で
だ
に
こ
の
君

を
ば
、
け
し
う
は
あ
ら
ず
と
、
こ
と
に
つ
け
て
も
思
ひ
き
こ
え
給
ふ

に
、
今
宵
の
御
笛
の
音
に
は
、
さ
ま
ざ
ま
、
昔
の
あ
は
れ
ま
で
思
し

続
け
ら
れ
て
、〔
右
大
将
が
〕
生
ま
れ
給
ひ
し
頃
の
有
様
、
ほ
ど
な

く
は
か
な
く
な
り
給
ひ
し
〔
前
斎
院
の
〕
御
こ
と
も
、
た
だ
今
の
心

地
し
給
ふ
に
、
…

 

（
巻
八
│
三
三
一
）

①
傍
線
部
の
よ
う
に
右
大
将
が
珍
し
く
高
麗
笛
を
躊
躇
な
く
演
奏
し
、
そ

れ
を
聞
い
た
父
大
臣
〔
二
位
中
将
〕
が
、
点
線
部
の
よ
う
に
昔
を
思
い
出

す
場
面
に
な
っ
て
い
る
。
は
じ
め
に
注
目
し
た
い
の
は
、『
源
氏
物
語
』

『
狭
衣
物
語
』
の
両
方
と
共
通
す
る
表
現
「
音
の
限
り
」
で
あ
る
。『
源
氏

物
語
』
で
は
薫
の
演
奏
に
、『
狭
衣
物
語
』
で
は
狭
衣
大
将
の
演
奏
に
、『
い

は
で
し
の
ぶ
』
で
は
二
位
中
将
と
右
大
将
の
演
奏
に
「
音
の
限
り
」
が
用

い
ら
れ
て
い
る
。
三
作
品
に
共
通
す
る
笛
の
奏
法
を
表
す
言
葉
を
切
り
口

と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
笛
の
性
質
を
比
較
し
て
い
く
。
二
つ
の
先
行
作
品

で
は
横
笛
が
、『
い
は
で
し
の
ぶ
』
で
は
高
麗
笛
が
、「
音
の
限
り
」
を
用

い
る
対
象
と
な
っ
て
い
る
。
高
麗
笛
が
外
来
の
楽
器
で
あ
る
こ
と
に
留
意

し
つ
つ
、
一
旦
そ
の
違
い
に
つ
い
て
は
保
留
と
し
、「
笛
」
と
い
う
大
き

な
括
り
で
三
作
品
を
比
較
し
て
い
き
た
い
。

　
『
い
は
で
し
の
ぶ
』
で
は
、
右
大
将
の
他
に
、
そ
の
父
で
あ
る
二
位
中

将
が
「
音
の
限
り
」
笛
を
演
奏
し
て
い
る
。
巻
一
終
盤
、
一
条
院
で
一
品

宮
の
琴
と
合
奏
す
る
二
位
中
将
の
横
笛
は
、「
御
琴
の
音
に
心
も
う
き
立

ち
て
音
の
限
り
吹
き
と
ほ
し
給
ひ
つ
る
御
笛
（
巻
一
│
七
四
）」
と
叙
述

さ
れ
る
。
横
笛
と
高
麗
笛
の
違
い
は
あ
る
も
の
の
、
右
大
将
の
高
麗
笛
試

奏
場
面
（
①
）
で
も
「
大
臣
〔
二
位
中
将
〕
も
、
昔
よ
り
さ
ば
か
り
吹
き

伝
へ
給
へ
る
に
も
」
と
、
二
人
の
奏
法
の
類
似
が
示
さ
れ
て
い
る
。
右
大

将
が
父
か
ら
直
接
音
楽
教
育
を
受
け
た
こ
と
を
示
す
本
文
は
残
さ
れ
て
い

な
い
が
、「
音
の
限
り
」
の
特
徴
を
持
つ
笛
の
奏
法
は
、
二
位
中
将
と
右

大
将
の
つ
な
が
り
を
示
す
標
章
と
な
っ
て
い
る
と
考
え
て
良
い
だ
ろ
う
。

　
『
源
氏
物
語
』
宿
木
巻
で
は
、
藤
花
の
宴
で
演
奏
す
る
薫
の
笛
に
、「
音

の
限
り
」
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。

②
藤
花
の
宴
の
遊
び
、
薫
の
笛
の
演
奏

　

笛
は
、
か
の
夢
に
伝
へ
し
、
い
に
し
へ
の
形
見
の
を
、
ま
た
な
き

も
の
の
音
な
り
と
め
で
さ
せ
た
ま
ひ
け
れ
ば
、
こ
の
を
り
の
き
よ
ら

よ
り
、
ま
た
は
、
い
つ
か
は
え
ば
え
し
き
つ
い
で
の
あ
ら
む
と
思
し

て
、
取
う
出
で
た
ま
へ
る
な
め
り
。
大
臣
和
琴
、
三
の
宮
琵
琶
な
ど
、

と
り
ど
り
に
賜
ふ
。
大
将
〔
薫
〕
の
御
笛
は
、
今
日
ぞ
世
に
な
き
音
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の
限
り
は
吹
き
た
て
た
ま
ひ
け
る
。

 

（『
源
氏
物
語
』
宿
木
巻
│
四
八
一
、
四
八
二
）

②
傍
線
部
の
よ
う
に
、
横
笛
巻
で
一
条
御
息
所
か
ら
夕
霧
に
も
た
ら
さ
れ

た
柏
木
遺
愛
の
笛
を
吹
く
薫
の
様
子
が
「
音
の
限
り
」
と
叙
述
さ
れ
て
い

る
。
笛
は
演
奏
し
て
い
な
い
が
、
一
条
御
息
所
が
夕
霧
に
横
笛
の
来
歴
を

語
る
場
面
に
も
「
音
の
限
り
」
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
柏
木
が
生
前
に
遺

し
た
言
葉
「
み
づ
か
ら
も
さ
ら
に
こ
れ
が
音
の
限
り
は
え
吹
き
通
さ
ず
。

思
は
ん
人
に
い
か
で
伝
へ
て
し
が
な
（
横
笛
巻
│
三
五
七
）」
が
明
ら
か

に
な
る
箇
所
で
あ
る
。
柏
木
は
笛
を
「
音
の
限
り
」
吹
く
こ
と
は
で
き
ず
、

そ
れ
が
で
き
る
人
物
に
笛
を
譲
り
た
い
と
考
え
て
い
た
の
だ
。
そ
れ
を
実

現
さ
せ
た
の
は
、
②
で
笛
を
「
音
の
限
り
」
吹
く
薫
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、

「
吹
き
通
」
す
薫
の
笛
の
音
を
聞
い
た
八
の
宮
は
、
薫
の
出
生
の
秘
密
を

知
ら
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、「
致
仕
の
大
臣
の
御
族
の
笛
の
音
（
椎
本

巻
│
一
七
一
）」
だ
と
感
じ
て
い
る
。
笛
の
奏
法
や
音
色
に
よ
っ
て
柏
木

と
薫
が
つ
な
が
る
こ
と
に
つ
い
て
、
浅
尾
広
良注
注

は
「（「
音
の
限
り
」
吹
き

通
す
こ
と
で
）
薫
は
笛
の
正
統
な
伝
承
者
と
位
置
づ
け
ら
れ
、
こ
れ
に
よ

り
柏
木
の
意
志
も
達
成
さ
れ
る
」
と
し
、
高
橋
亨注
注

は
「
薫
の
出
生
の
秘
密

に
関
す
る
象
徴
コ
ー
ド
と
し
て
、
笛
の
音
が
響
い
て
い
る
」
と
指
摘
す
る
。

『
源
氏
物
語
』
の
笛
の
場
合
、
楽
器
と
し
て
の
笛
そ
の
も
の
の
相
伝
だ
け

で
な
く
、「
音
の
限
り
」
で
表
さ
れ
る
奏
法
や
そ
の
音
に
よ
っ
て
も
、
薫

と
柏
木
の
つ
な
が
り
が
示
さ
れ
て
い
る
の
だ
。

　
『
狭
衣
物
語
』
の
狭
衣
大
将
は
、
琴
や
琵
琶
な
ど
複
数
の
楽
器
を
演
奏

す
る
が
、「
音
の
限
り
」
が
用
い
ら
れ
る
の
は
、
巻
一
で
笛
を
演
奏
す
る

場
面
の
み
で
あ
る
。

③
狭
衣
、
笛
を
演
奏
し
、
奇
瑞
が
起
こ
る

　

帝
、
東
宮
を
始
め
た
て
ま
つ
り
て
、
い
か
な
る
こ
と
ぞ
、
と
あ
さ

ま
し
う
思
し
め
し
、
騒
が
せ
た
ま
ふ
に
、
中
将
の
君
〔
狭
衣
〕、
も

の
心
細
く
な
り
て
、
い
た
う
惜
し
み
た
ま
ふ
笛
の
音
を
や
や
残
す
こ

と
な
く
、
吹
き
澄
ま
し
て
、

　
　
〔
狭
衣
〕
稲
妻
の
光
に
行
か
ん
天
の
原
は
る
か
に
渡
せ
雲
の
か

け
橋

と
、
音
の
か
ぎ
り
吹
き
た
ま
へ
る
は
、
げ
に
、
月
の
宮
古
の
人
も
い

か
で
か
聞
き
驚
か
ざ
ら
ん
。

 

（『
狭
衣
物
語
』
巻
一
│
四
三
）

薫
と
同
様
に
横
笛
を
惜
し
ま
ず
吹
く
狭
衣
の
様
子
に
、「
音
の
限
り
」
が

用
い
ら
れ
て
い
る
（
傍
線
部
）。『
源
氏
物
語
』
に
則
れ
ば
、
狭
衣
の
笛
も

ま
た
、
奏
法
が
血
縁
者
と
の
つ
な
が
り
を
示
す
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

と
こ
ろ
が
、
狭
衣
の
笛
の
音
は
「
大
臣
〔
堀
川
大
臣
〕
の
笛
の
音
に
も
似

ず
、
世
の
常
な
ら
ぬ
音
は
誰
伝
へ
け
ん
（
巻
一
│
四
一
）」
と
帝
に
評
さ

れ
て
お
り
、
笛
自
体
も
帝
が
用
意
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
『
狭
衣
物
語
』

の
音
楽
の
特
徴
を
田
村
良
平注
注

は
「
楽
器
伝
授
の
関
係
が
読
み
取
り
得
る
例

は
あ
ま
り
な
く
」
と
指
摘
し
、
植
田
恭
代注注注
は
「
相
伝
で
は
な
い
の
に
超
人

的
な
音
色
を
響
き
渡
ら
せ
る
の
が
狭
衣
の
楽
才
」
だ
と
す
る
。
つ
ま
り
、

『
源
氏
物
語
』
で
は
薫
と
柏
木
の
つ
な
が
り
を
示
す
奏
法
の
標
章
と
し
て

用
い
ら
れ
て
い
た
「
音
の
限
り
」
が
、『
狭
衣
物
語
』
で
は
誰
に
も
つ
な
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が
り
を
も
た
な
い
狭
衣
の
笛
の
奏
法
に
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

以
上
の
三
作
品
の
比
較
か
ら
、『
い
は
で
し
の
ぶ
』
は
「
音
の
限
り
」
を
、

『
源
氏
物
語
』
の
薫
の
場
合
と
同
様
に
、「
血
の
相
伝注注注
」
と
重
な
る
笛
の
奏

法
の
系
譜
を
表
す
も
の
と
し
て
用
い
て
い
る
と
言
え
る
。
そ
の
一
方
で
、

右
大
将
の
笛
に
は
『
狭
衣
物
語
』
の
狭
衣
の
笛
に
接
近
し
て
い
る
部
分
も

見
ら
れ
る
。『
源
氏
物
語
』
の
薫
の
場
合
は
、
笛
の
奏
法
だ
け
で
な
く
笛

そ
の
も
の
も
柏
木
か
ら
相
伝
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
前
述
し
た
が
、『
い
は

で
し
の
ぶ
』
で
右
大
将
が
吹
く
の
は
「
新
し
く
人
の
奉
れ
り
け
る
高
麗
笛

（
巻
八
│
三
三
一
）」
で
、
血
縁
者
か
ら
相
伝
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
。
高

麗
笛
の
試
奏
は
帝
の
命
に
従
っ
て
行
っ
た
の
で
あ
り
、
平
素
は
「
残
り
な

く
は
あ
ら
じ
（
巻
八
│
三
三
一
）」
と
し
て
い
た
笛
を
「
音
の
限
り
」
独

奏
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
狭
衣
も
ま
た
、「
一
人
づ
つ
手
を
尽
く
す

べ
き
な
り
（
巻
一
│
三
八
）」
と
帝
と
東
宮
に
強
要
さ
れ
、「
い
た
う
惜
し

み
た
ま
ふ
笛
の
音
を
や
や
残
す
こ
と
な
く
（
巻
一
│
四
三
）」「
音
の
限
り
」

横
笛
を
独
奏
し
て
い
る
。
右
大
将
が
笛
を
演
奏
す
る
状
況
設
定
は
、
む
し

ろ
『
狭
衣
物
語
』
に
近
い
も
の
で
あ
る
。

三
、
異
分
子
の
音
│
「
驚
か
」
せ
る
音
│

　

帝
の
御
前
で
笛
を
「
音
の
限
り
」
独
奏
す
る
狭
衣
と
右
大
将
に
は
、
そ

の
音
色
が
及
ぼ
す
効
果
に
共
通
点
が
見
出
せ
る
。
狭
衣
の
演
奏
も
右
大
将

の
演
奏
も
、
何
か
を
「
驚
か
」
せ
る
も
の
と
し
て
叙
述
さ
れ
て
い
る
の
で

あ
る
。『
い
は
で
し
の
ぶ
』
の
右
大
将
の
演
奏
は
、「
誰
も
聞
き
お
ど
ろ
か

せ
給
ふ
（
巻
八
│
三
三
一
）」
と
さ
れ
、
聴
く
人
を
「
驚
か
」
せ
て
い
る
。

そ
の
直
前
に
同
じ
高
麗
笛
を
試
奏
し
た
父
二
位
中
将
の
音
に
は
認
め
ら
れ

な
い
効
果
で
あ
り
、
右
大
将
個
人
の
資
質
に
由
来
す
る
も
の
だ
と
考
え
ら

れ
る
。
右
大
将
の
笛
を
耳
に
し
た
二
位
中
将
は
、
音
に
触
発
さ
れ
「
昔
の

あ
は
れ
ま
で
思
し
続
け
ら
れ
て
（
巻
八
│
三
三
一
）」
と
、
幼
い
頃
の
右

大
将
と
、
そ
の
母
で
あ
る
前
斎
院
を
思
い
出
し
て
い
る
。
一
方
狭
衣
の
笛

は
、
宮
中
で
の
独
奏
場
面
で
「
月
の
都
の
人
も
い
か
で
か
聞
き
驚
か
ざ
ら

ん
（
巻
一
│
四
三
）」
と
さ
れ
る
。
そ
れ
以
外
で
も
、
物
語
の
冒
頭
で
狭

衣
の
超
越
性
が
説
明
さ
れ
る
箇
所
で
は
、「〔
琴
・
笛
の
音
が
〕
天
人
も
驚

か
し
た
ま
ひ
つ
べ
け
れ
（
巻
一
│
二
六注注注
）」、
決
別
の
琴
を
斎
院
の
前
で
奏

で
る
場
面
で
は
「
神
仏
も
聞
き
驚
か
せ
た
ま
ふ
け
し
き
な
る
を
（
巻
三
│

一
九
九
）」
と
、
た
び
た
び
「
驚
か
」
せ
る
も
の
と
し
て
叙
述
さ
れ
て
い
る
。

い
ず
れ
も
人
で
は
な
く
、
こ
の
世
な
ら
ざ
る
も
の
を
「
驚
か
」
せ
る
音
と

し
て
認
識
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
裏
付
け
る
よ
う
に
、
狭
衣
が

演
奏
す
る
音
に
触
発
さ
れ
て
、
巻
一
で
は
天
稚
御
子
が
降
臨
し
、
巻
三
で

は
天
照
大
神
の
託
宣
が
下
っ
た
。
以
上
の
よ
う
に
、
右
大
将
は
「
人
」、

狭
衣
は
「
天
」
と
、
そ
れ
ぞ
れ
の
演
奏
が
作
用
す
る
対
象
は
異
な
る
も
の

の
、「
驚
か
」
せ
る
音
に
よ
っ
て
、
そ
の
対
象
に
何
ら
か
の
変
化
を
も
た

ら
す
性
質
は
共
通
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

　

と
こ
ろ
で
、
演
奏
者
と
そ
の
演
奏
が
作
用
す
る
対
象
と
の
間
に
は
、
ど

の
よ
う
な
つ
な
が
り
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
狭
衣
の
笛
の
音
が
天
に
作
用

し
て
天
稚
御
子
を
呼
ぶ
こ
と
に
つ
い
て
、
田
村
良
平注注注
は
「
こ
れ
ら
の
霊
異

は
狭
衣
が
と
も
す
る
と
現
実
世
界
か
ら
離
脱
し
て
し
ま
う
可
能
性
を
秘
め

た
危
う
い
存
在
で
あ
る
こ
と
を
示
す
」
と
し
、
井
上
眞
弓注注注
は
「
こ
の
事
件

の
発
生
に
よ
り
、
狭
衣
に
対
す
る
「
天
人
の
天
降
り
た
ま
へ
る
」
と
い
う
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世
間
の
人
々
に
よ
る
噂
は
決
定
的
基
盤
を
与
え
ら
れ
、
狭
衣
の
超
俗
的
属

性
は
も
は
や
疑
い
得
な
い
も
の
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
」
と
す
る
。
言
い
換

え
れ
ば
、
狭
衣
は
地
上
の
人
間
で
は
な
く
、
天
界
に
ル
ー
ツ
を
持
つ
異
分

子
だ
と
、
天
に
作
用
す
る
笛
の
音
が
証
明
し
て
い
る
の
で
あ
る
。『
い
は

で
し
の
ぶ
』
の
場
合
、
右
大
将
の
ル
ー
ツ
の
手
が
か
り
と
な
る
の
は
、
右

大
将
の
笛
に
触
発
さ
れ
て
二
位
中
将
が
回
想
す
る
「
昔
」
で
あ
る
。
二
位

中
将
が
思
い
出
し
て
い
る
の
は
幼
少
期
の
右
大
将
お
よ
び
前
斎
院
で
あ

る
。
今
井
上注注注
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、「
笛
の
音
に
よ
っ
て
呼
び
お
こ
さ
れ

る
過
去
と
は
、
単
な
る
過
去
で
は
な
い
。
現
在
と
は
決
定
的
に
隔
て
ら
れ

た
過
去
」
な
の
だ
と
す
る
と
、
右
大
将
の
笛
の
音
が
呼
び
起
こ
す
の
は
、

主
に
故
人
で
あ
る
前
斎
院
に
ま
つ
わ
る
記
憶
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

　

系
図
の
よ
う
に
前
斎
院
は
、
故
一
条
院
の
后
腹
の
皇
女
で
、
伏
見
入
道

宮
お
よ
び
内
大
臣
亡
き
あ
と
は
、
故
一
条
院
の
血
を
最
も
濃
く
受
け
継
ぐ

存
在
だ
っ
た
。
一
条
院
系
の
人
々
が
住
ま
う
伏
見
に
は
伏
見
大
君
・
伏
見

中
の
君
・
前
斎
院
の
三
人
の
女
君
が
居
た
が
、
死
の
間
際
ま
で
伏
見
に
留

ま
る
の
は
前
斎
院
だ
け

で
、
彼
女
と
故
一
条
院

の
縁
の
深
さ
が
感
じ
ら

れ
る
。
帝
や
二
位
中
将

を
は
じ
め
白
河
院
系
の

人
々
が
集
う
場
に
お
い

て
、
右
大
将
の
笛
の
音

が
人
を
「
驚
か
」
せ
た

の
は
、
そ
れ
が
伏
見
に

ま
つ
わ
る
「
昔
」
を
思
い
出
さ
せ
る
、
一
条
院
系
に
連
な
る
人
物
に
よ
る

音
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。つ
ま
り
、右
大
将
の
笛
の
音
は
、右
大
将
の
ル
ー

ツ
が
一
条
院
の
系
譜
に
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
、
白
河
院
系
の
人
々
に

と
っ
て
は
異
分
子
の
音
な
の
だ
。
ち
な
み
に
、
巻
一
序
盤
で
は
、
一
条
院

の
落
胤
で
あ
る
内
大
臣
も
笛
を
吹
い
て
お
り
、
彼
の
琴
・
笛
の
音
も
ま
た

「
人
の
耳
お
ど
ろ
く
ば
か
り
の
音
（
巻
一
│
一
四
）」
だ
と
評
さ
れ
て
い
る
。

と
こ
ろ
が
そ
の
後
内
大
臣
は
楽
器
を
琴
に
持
ち
替
え
、
一
品
宮
の
琴
と
の

「
弾
き
合
は
せ
（
巻
一
│
七
一
）」
が
重
視
さ
れ
て
い
く注注注
。
人
を
「
驚
か
」

せ
る
笛
の
音
を
持
ち
な
が
ら
琴
を
選
ん
だ
内
大
臣
は
、
一
条
院
系
に
ル
ー

ツ
を
持
ち
な
が
ら
も
、
白
河
院
系
に
取
り
込
ま
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

　
『
狭
衣
物
語
』
の
狭
衣
は
、
天
を
「
驚
か
」
せ
る
横
笛
の
音
に
よ
っ
て
、

人
の
世
に
は
収
ま
ら
な
い
、
天
に
ル
ー
ツ
を
持
つ
異
分
子
だ
と
示
さ
れ

た
。『
い
は
で
し
の
ぶ
』
の
右
大
将
は
、
人
を
「
驚
か
」
せ
る
高
麗
笛
の

音
に
よ
っ
て
、
白
河
院
の
系
譜
に
は
収
ま
ら
な
い
、
一
条
院
系
に
ル
ー
ツ

を
持
つ
異
分
子
だ
と
示
さ
れ
て
い
る
。
右
大
将
が
横
笛
で
は
な
く
外
来
の

高
麗
笛
を
演
奏
す
る
の
も
、
狭
衣
が
奇
瑞
を
起
こ
し
た
よ
う
に
、
右
大
将

が
そ
の
場
に
お
い
て
異
質
で
あ
る
こ
と
を
際
立
た
せ
る
た
め
で
あ
ろ
う
。

『
狭
衣
物
語
』
の
笛
と
の
類
似
は
、『
い
は
で
し
の
ぶ
』
の
右
大
将
が
、
二

位
中
将
の
息
子
・
摂
関
家
の
後
継
者
と
は
別
の
一
面
を
持
つ
こ
と
を
示
唆

し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

殿
の
上

内
大
臣

伏
見
入
道
宮

前
斎
院

二
位
中
将

右
大
将

大
君

中
の
君

一
条
院

后
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四
、
笛
の
相
伝
│
持
ち
主
の
行
方
│

　

異
分
子
の
音
を
奏
で
る
右
大
将
の
そ
の
後
は
、
巻
八
に
あ
る
も
う
ひ
と

つ
の
笛
の
場
面
か
ら
読
み
取
れ
る
。
宮
中
で
高
麗
笛
を
試
奏
し
た
そ
の
日

の
夜
に
、
右
大
将
は
父
二
位
中
将
の
居
宅
で
あ
る
二
条
院
を
訪
れ
る
。
そ

こ
で
異
母
弟
新
二
位
中
将
と
対
面
す
る
場
面
に
、
笛
が
登
場
す
る
の
だ
。

④
右
大
将
、
新
二
位
中
将
に
横
笛
を
譲
る

　
〔
新
二
位
中
将
〕「
久
し
く
笛
も
吹
き
合
は
せ
給
は
ね
ば
、
わ
び
し

き
心
地
な
ん
し
つ
る
」
と
の
た
ま
ふ
も
、
い
と
あ
は
れ
に
を
か
し
け

れ
ば
、〔
右
大
将
〕「
げ
に
こ
の
ほ
ど
は
、
そ
う
そ
う
な
る
こ
と
ど
も

あ
り
て
な
ん
。
さ
ら
ば
、
今
宵
な
ん
、
ち
と
吹
き
給
へ
」
と
、
聞
こ

え
給
へ
ば
、
い
と
う
つ
く
し
う
も
て
つ
け
て
、
懐
よ
り
取
り
出
で
て

吹
き
給
へ
る
。
さ
ら
に
こ
の
ほ
ど
の
人
の
し
わ
ざ
と
も
な
く
聞
こ
ゆ

る
を
、
我
は
吹
き
さ
し
て
、
聞
き
給
ひ
つ
つ
、
皇
后
よ
り
伝
は
り
た

る
と
て
、
嵯
峨
院
に
候
ひ
つ
る
御
笛
を
、
い
つ
ぞ
や
月
の
宴
に
、
こ

の
大
将
〔
右
大
将
〕
ま
た
な
く
つ
か
う
ま
つ
り
給
へ
り
け
る
、
感
に

堪
へ
ず
、
賜
は
り
給
へ
り
し
が
、
こ
の
年
頃
、
お
ろ
か
な
ら
ず
、
御

身
離
れ
ざ
り
し
を
、
取
り
出
で
給
ひ
て
、〔
右
大
将
〕「
こ
れ
は
、
か

う
か
う
な
り
し
も
の
な
れ
ば
、
世
の
常
な
ら
ぬ
を
、
つ
ひ
に
も
奉
る

べ
け
れ
ば
、
暁
よ
り
も
の
へ
ま
か
り
て
、
四
、
五
日
あ
る
べ
き
ほ
ど
、

御
も
と
に
置
き
給
ひ
て
、
し
ば
し
の
絶
え
間
な
れ
ど
、
思
し
出
で
ん

折
は
、
吹
き
て
遊
び
給
へ
」
と
て
、
取
る
手
も
映
る
ば
か
り
、
に
ほ

ひ
こ
と
な
る
を
、
奉
り
給
ふ
と
て
、
…

 

（
巻
八
│
三
三
六
、
三
三
七
）

嵯
峨
院
か
ら
相
伝
さ
れ
た
横
笛
そ
の
も
の
を
、
右
大
将
が
新
二
位
中
将
に

譲
渡
し
て
い
る
箇
所
に
注
目
し
、
笛
本
体
の
相
伝
に
つ
い
て
も
、『
源
氏

物
語
』『
狭
衣
物
語
』
の
場
合
と
比
較
す
る
。
ま
ず
『
狭
衣
物
語
』
の
場

合
は
、
結
論
か
ら
述
べ
れ
ば
、
笛
そ
の
も
の
は
相
伝
さ
れ
て
い
な
い
。
そ

れ
が
わ
か
る
の
は
、
狭
衣
が
天
稚
御
子
と
共
に
昇
天
せ
ん
と
す
る
場
面
で

あ
る
。

⑤
狭
衣
、
笛
を
帝
に
渡
そ
う
と
す
る

　

…
〔
狭
衣
は
〕
我
は
こ
の
世
の
こ
と
も
お
ぼ
え
ず
、
め
で
た
き
御

あ
り
さ
ま
も
い
み
じ
う
な
つ
か
し
け
れ
ば
、
こ
の
笛
を
吹
く
吹
く
帝

の
御
前
に
さ
し
寄
り
て
、
参
ら
せ
た
ま
ふ
。

　
　
〔
狭
衣
〕
九
重
の
雲
の
上
ま
で
昇
り
な
ば
天
つ
空
を
や
形
見
と

は
見
ん

と
申
す
ま
ま
に
、
い
み
じ
く
あ
は
れ
と
思
ひ
た
る
け
し
き
な
が
ら
、

こ
の
天
稚
御
子
に
引
き
立
て
ら
れ
て
立
ち
な
ん
と
す
る
を
、
帝
、
東

宮
も
、
何
し
に
、
か
か
る
こ
と
せ
さ
せ
つ
ら
ん
、
と
悔
し
う
て
、
笛

を
ば
取
ら
で
、
手
を
と
ら
へ
さ
せ
た
ま
ひ
て
、
い
み
じ
う
泣
か
せ
た

ま
へ
ば
…

 

（『
狭
衣
物
語
』
巻
一
│
四
四
）

狭
衣
は
横
笛
を
帝
に
渡
そ
う
と
す
る
も
、
帝
は
受
け
取
ら
ず
、
狭
衣
の
手

を
取
っ
て
引
き
止
め
て
い
る
（
傍
線
部
）。
笛
の
相
伝
に
失
敗
し
て
い
る
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の
だ
。
続
い
て
『
源
氏
物
語
』
の
柏
木
遺
愛
の
笛
の
場
合
だ
が
、
前
述
し

た
通
り
、
夕
霧
、
源
氏
を
経
由
し
て
薫
に
相
伝
さ
れ
、
薫
と
柏
木
の
つ
な

が
り
が
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
柏
木
遺
愛
の
笛
の
来
歴
が
源
氏
に
よ
っ
て

語
ら
れ
る
箇
所
に
は
、
さ
ら
に
『
い
は
で
し
の
ぶ
』
と
の
類
似
が
確
認
で

き
る
。

⑥
源
氏
、
柏
木
の
笛
の
来
歴
を
語
る

　
〔
源
氏
〕「
そ
の
笛
は
こ
こ
に
見
る
べ
き
ゆ
ゑ
あ
る
物
な
り
。
か
れ

は
陽
成
院
の
御
笛
な
り
。
そ
れ
を
、
故
式
部
卿
宮
の
い
み
じ
き
も
の

に
し
た
ま
ひ
け
る
を
、
か
の
衛
門
督
〔
柏
木
〕
は
、
童
よ
り
い
と
こ

と
な
る
音
を
吹
き
出
で
し
に
感
じ
て
、
か
の
宮
の
萩
の
宴
せ
ら
れ
け

る
日
、
贈
物
に
と
ら
せ
た
ま
へ
る
な
り
。
…
」

 

（『
源
氏
物
語
』
横
笛
巻
│
三
六
七
、
三
六
八
）

④
で
右
大
将
が
新
二
位
中
将
に
譲
っ
た
笛
に
用
い
ら
れ
て
い
る
「
嵯
峨

院
」「
月
の
宴
」
と
い
っ
た
表
現
は
、
⑥
の
源
氏
の
言
葉
に
あ
る
「
陽
成
院
」

「
萩
の
宴
」
を
踏
ま
え
た
も
の
と
考
え
て
良
い
だ
ろ
う
。
柏
木
は
故
人
で

あ
る
た
め
、
笛
は
薫
に
直
接
手
渡
さ
れ
て
い
な
い
。
右
大
将
と
は
状
況
が

異
な
る
が
、
相
伝
さ
れ
る
笛
で
あ
る
こ
と
を
示
す
た
め
に
、『
い
は
で
し

の
ぶ
』
巻
八
の
笛
は
、
柏
木
の
笛
と
類
似
し
た
来
歴
を
付
与
さ
れ
た
と
考

え
ら
れ
る
。

　
『
源
氏
物
語
』
で
は
、
奏
法
と
楽
器
の
両
方
で
、
薫
と
柏
木
の
つ
な
が

り
が
示
さ
れ
る
。
そ
れ
に
対
し
、『
い
は
で
し
の
ぶ
』
で
右
大
将
が
持
つ

楽
器
自
体
に
は
、
二
位
中
将
と
の
つ
な
が
り
は
示
さ
れ
な
い
。
か
わ
り
に

右
大
将
は
、
自
ら
笛
そ
の
も
の
を
新
二
位
中
将
に
相
伝
す
る
の
だ
。『
い

は
で
し
の
ぶ
』
の
右
大
将
の
笛
は
、
奏
法
と
楽
器
を
区
別
し
、
ず
ら
し
て

相
伝
の
様
相
が
示
さ
れ
て
い
る
。
今
一
度
考
え
た
い
の
は
、
笛
そ
の
も
の

を
譲
渡
す
る
行
為
に
つ
い
て
で
あ
る
。
王
朝
物
語
文
学
に
は
、
こ
れ
ま
で

取
り
上
げ
た
場
面
以
外
で
も
笛
の
譲
渡
が
た
び
た
び
描
か
れ
て
い
る
。
例

え
ば
『
源
氏
物
語
』
須
磨
巻
で
は
、
京
に
戻
る
頭
中
将
が
「
形
見
」
と
し

て
源
氏
に
横
笛
を
残
し
て
お
り
、『
浜
松
中
納
言
物
語
』
で
は
、
中
納
言

が
唐
の
五
の
君
の
も
と
に
「
形
見
に
（
巻
一
│
六
三
）」
と
横
笛
を
残
し

て
い
る
。
こ
れ
ま
で
取
り
上
げ
た
『
源
氏
物
語
』
柏
木
の
横
笛
、『
狭
衣

物
語
』
狭
衣
の
横
笛
に
も
、
共
通
し
て
「
形
見
」
と
い
う
言
葉
が
用
い
ら

れ
て
い
た
。
現
存
本
文
に
は
「
形
見
」
の
文
字
が
見
え
な
い
が
、
出
家
を

決
意
し
た
右
大
将
が
笛
を
譲
渡
す
る
『
い
は
で
し
の
ぶ
』
も
、
先
行
作
品

と
同
様
に
笛
を
「
形
見
」
と
捉
え
て
い
た
と
考
え
て
良
い
だ
ろ
う
。
利
沢

麻
美注注注
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
「
若
い
貴
公
子
に
と
っ
て
愛
着
の
強
い
自
分
の

形
見
に
な
り
う
る
も
の
、
と
い
う
属
性
」
を
横
笛
が
持
つ
た
め
に
、
配
流

や
出
家
、
死
去
と
い
っ
た
所
有
者
の
存
在
が
そ
の
場
か
ら
喪
失
す
る
よ
う

な
、
人
生
の
転
機
に
連
動
し
て
描
か
れ
る
と
も
言
え
る
。「
形
見
」
と
し

て
遺
さ
れ
る
笛
そ
の
も
の
の
相
伝
が
、
所
有
者
の
喪
失
を
前
提
と
す
る
な

ら
ば
、
笛
の
相
伝
可
否
は
持
ち
主
の
男
君
の
不
在
に
左
右
さ
れ
る
。
死
後

十
数
年
経
っ
て
相
伝
の
結
果
が
判
明
す
る
柏
木
は
別
と
し
て
、
存
命
中
に

自
ら
の
手
で
笛
を
譲
渡
し
よ
う
と
し
た
狭
衣
と
右
大
将
は
、
ど
こ
か
別
の

場
所
に
辿
り
着
く
た
め
に
、
笛
の
譲
渡
を
し
た
よ
う
に
も
捉
え
ら
れ
る
。

　

笛
の
譲
渡
に
失
敗
し
た
狭
衣
は
、
繰
り
返
し
天
稚
御
子
を
思
い
出
し
て

は
、
共
に
天
界
に
行
き
た
か
っ
た
と
い
う
思
い
を
滲
ま
せ
て
い
る
。
鈴
木



26

泰
恵注注注
は
、
天
稚
御
子
に
よ
り
惹
起
さ
れ
た
狭
衣
の
昇
天
願
望
は
、
巻
二
か

ら
巻
三
の
粉
河
詣
で
に
お
い
て
「
兜
率
天
憧
憬
に
ス
ラ
イ
ド
」
さ
れ
、
現

世
離
脱
の
願
望
を
手
繰
り
寄
せ
て
い
る
と
指
摘
す
る
。
狭
衣
は
長
き
に
わ

た
っ
て
、
天
稚
御
子
と
共
に
行
く
は
ず
だ
っ
た
天
界
に
行
く
こ
と
を
望
ん

で
い
る
と
言
え
よ
う
。
前
節
で
考
察
し
た
よ
う
に
、
笛
の
音
に
よ
っ
て
、

狭
衣
の
ル
ー
ツ
は
天
に
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
た
。
狭
衣
の
天
稚
御
子

思
慕
は
、
自
ら
の
起
源
へ
の
回
帰
願
望
で
も
あ
る
の
だ
。
そ
の
願
い
は
、

帝
へ
の
笛
の
譲
渡
が
達
成
さ
れ
な
か
っ
た
た
め
に
叶
わ
ず
、
長
ら
く
狭
衣

を
苦
悩
さ
せ
る
。
こ
の
よ
う
な
『
狭
衣
物
語
』
の
論
理
を
当
て
は
め
て
考

え
る
と
、
笛
の
譲
渡
に
成
功
し
た
『
い
は
で
し
の
ぶ
』
の
右
大
将
も
、
自

身
の
ル
ー
ツ
が
あ
る
場
所
へ
の
現
世
離
脱
、
あ
る
い
は
回
帰
を
果
た
そ
う

と
し
た
と
読
み
替
え
ら
れ
る
。
右
大
将
の
笛
の
音
は
、
彼
の
ル
ー
ツ
が
一

条
院
の
系
譜
に
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
た
。
出
家
を
決
意
し
た
右
大
将

が
向
か
う
の
は
吉
野
だ
が
、
そ
の
直
前
に
、
一
条
院
系
の
拠
点
だ
っ
た
伏

見
に
立
ち
寄
っ
て
い
る
点
は
見
逃
せ
な
い
。
回
帰
を
果
た
そ
う
と
向
か
っ

た
伏
見
の
里
は
、
か
つ
て
の
邸
宅
が
全
て
御
堂
に
改
め
ら
れ
、
人
の
気
配

も
な
く
、「〔
右
大
将
が
〕
見
ぬ
世
の
昔
の
面
影
（
巻
八
│
三
四
二
）」
は

残
っ
て
い
な
か
っ
た
。
人
里
だ
っ
た
頃
の
伏
見
に
ル
ー
ツ
を
持
つ
右
大
将

は
、
現
在
の
伏
見
に
立
ち
寄
っ
て
も
回
帰
願
望
を
満
た
せ
な
か
っ
た
の
で

あ
る
。
そ
の
代
替
地
が
吉
野
だ
と
考
え
ら
れ
る
が
、
右
大
将
に
と
っ
て
吉

野
が
ど
ん
な
場
所
な
の
か
は
現
存
本
文
で
は
明
ら
か
に
さ
れ
な
い
。
物
語

の
末
尾
は
吉
野
に
到
着
し
た
場
面
で
は
な
く
、
同
行
者
で
あ
る
宰
相
中
将

と
の
再
会
場
面
で
閉
じ
ら
れ
て
い
る
。
行
く
先
よ
り
も
、
誰
と
共
に
行
く

か
が
重
視
さ
れ
て
い
た
と
捉
え
る
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。
そ
の
宰
相
中

将
は
、「〔
右
大
将
の
〕
御
袖
を
ひ
か
へ
つ
つ
（
巻
八
│
三
四
四
）」
右
大

将
と
合
流
し
、
右
大
将
は
宰
相
中
将
に
「
深
か
り
け
る
契
り
（
巻
八
│
三

四
四
）」
を
感
じ
、
二
人
は
「
う
ち
語
ら
ひ
給
ひ
つ
つ
（
巻
八
│
三
四
四
）」

吉
野
へ
向
か
う
の
で
あ
る
。
志
を
同
じ
く
し
、
深
い
契
り
で
結
ば
れ
た
者

と
新
た
な
地
に
向
か
う
右
大
将
に
は
、
悲
恋
遁
世
譚
ら
し
い
悲
壮
感
が
な

い
。
む
し
ろ
、
都
に
も
伏
見
に
も
居
場
所
を
失
っ
た
右
大
将
は
、
宰
相
中

将
と
吉
野
と
い
う
新
た
な
居
場
所
を
得
て
、
孤
独
か
ら
救
済
さ
れ
て
い
る

か
の
よ
う
で
も
あ
る
。『
狭
衣
物
語
』
で
狭
衣
の
手
を
取
っ
た
の
は
、
天

稚
御
子
で
は
な
く
帝
だ
っ
た
。『
い
は
で
し
の
ぶ
』
で
は
、
宰
相
中
将
に

右
大
将
の
手
を
取
ら
せ
、
吉
野
に
同
行
さ
せ
て
い
る
。
狭
衣
が
希
求
し
な

が
ら
遂
に
叶
わ
な
か
っ
た
天
稚
御
子
と
の
道
行
は
、
右
大
将
と
宰
相
中
将

の
新
し
い
現
世
離
脱
に
形
を
変
え
て
、達
成
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

五
、
笛
の
奏
法
の
相
伝
│
異
分
子
の
鎮
魂
│

　

前
節
で
、
笛
そ
の
も
の
を
譲
渡
し
て
吉
野
へ
と
旅
立
つ
右
大
将
の
様
子

を
確
認
し
た
が
、
彼
の
笛
の
奏
法
や
音
色
の
行
方
を
追
う
た
め
に
、
再
度

『
い
は
で
し
の
ぶ
』
の
現
存
本
文
最
後
の
笛
の
場
面
（
前
節
引
用
④
）
を

見
直
し
て
い
く
。
手
が
か
り
と
な
る
の
は
、
横
笛
を
譲
渡
す
る
前
後
の
、

右
大
将
と
新
二
位
中
将
の
会
話
で
あ
る
。
右
大
将
に
対
面
し
た
新
二
位
中

将
は
、「
久
し
く
笛
も
吹
き
合
は
せ
給
は
ね
ば
、
わ
び
し
き
心
地
な
ん
し

つ
る
」
と
発
言
し
て
い
る
。
右
大
将
は
日
常
的
に
、
新
二
位
中
将
と
笛
を

「
吹
き
合
は
せ
」
て
い
た
と
わ
か
る
。
た
だ
合
奏
し
て
い
た
の
で
は
な
か

ろ
う
。
右
大
将
が
新
二
位
中
将
の
笛
を
「
笛
竹
の
君
に
伝
ふ
る
声
（
巻
八
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│
三
三
七
）」
と
し
た
の
は
、
楽
器
だ
け
で
な
く
、
自
身
の
奏
法
も
相
伝

し
た
か
ら
で
は
な
い
か
。
ま
た
右
大
将
は
、
笛
を
た
だ
譲
る
の
で
は
な
く
、

そ
の
扱
い
に
つ
い
て
新
二
位
中
将
に
遺
言
め
い
た
言
葉
│
「
…
〔
右
大
将

を
〕
思
し
出
で
ん
折
は
、〔
横
笛
を
〕
吹
き
て
遊
び
給
へ
（
巻
八
│
三
三

七
）」
を
残
し
て
い
る
。
右
大
将
は
、
自
身
が
不
在
と
な
る
世
界
で
、
自

身
の
楽
器
と
奏
法
に
よ
っ
て
自
分
が
回
想
さ
れ
る
こ
と
を
望
ん
で
い
る
の

だ
。
新
二
位
中
将
が
「
も
ろ
と
も
に
か
は
ら
ぬ
声
（
巻
八
│
三
三
七
）」

が
万
世
ま
で
響
き
続
け
る
と
返
歌
し
て
い
る
の
も
示
唆
的
で
あ
る
。
こ
の

点
に
つ
い
て
は
横
溝
博注注注
も
「
こ
う
し
て
将
来
、
二
位
中
将
に
よ
っ
て
吹
き

立
て
ら
れ
る
笛
の
音
は
、
右
大
将
の
音
を
写
し
取
っ
て
、
人
の
記
憶
を
呼

び
覚
ま
す
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
」
と
指
摘
し
て
い
る
。
或
い
は
、
新

二
位
中
将
も
ま
た
「
音
の
限
り
」
の
奏
法
で
笛
を
吹
く
可
能
性
も
あ
る
だ

ろ
う
。
一
方
で
、
物
語
が
な
ぜ
新
二
位
中
将
に
こ
の
よ
う
な
笛
の
扱
い
を

さ
せ
た
の
か
が
気
に
か
か
る
。
新
二
位
中
将
に
摂
関
家
の
正
嫡
の
地
位
を

譲
る
だ
け
な
ら
、
右
大
将
の
存
在
を
音
の
中
に
残
す
必
要
は
な
い
。
参
照

し
た
い
の
は
、
巻
四
で
即
位
し
た
一
品
宮
腹
若
君
が
白
河
院
六
十
の
賀
で

琴
を
奏
で
る
場
面
で
あ
る
。

⑦
即
位
し
た
一
品
宮
腹
若
君
、
管
弦
の
遊
び
で
琴
を
奏
で
る

　

…
中
に
も
上
〔
若
君
〕
の
御
前
、
昔
の
調
べ
変
は
ら
ぬ
琴
の
御
琴
、

女
院
〔
一
品
宮
〕
の
御
世
よ
り
伝
へ
さ
せ
給
へ
る
を
、
こ
の
折
な
ら

で
は
と
思
さ
る
る
に
や
、
お
は
し
ま
す
、
弾
か
せ
給
へ
る
、
た
だ
古

へ
の
〔
内
大
臣
と
〕
同
じ
御
琴
の
音
な
れ
ど
、
か
れ
は
澄
み
の
ぼ
る

雲
居
を
わ
け
て
言
ふ
限
り
な
く
音
ば
か
り
な
り
し
を
愛
敬
づ
き
、
た

を
や
か
な
る
母
宮
〔
一
品
宮
〕
の
御
方
を
添
へ
て
、
い
ま
少
し
た
ぐ

ひ
も
な
き
を
、
言
忌
み
す
べ
き
折
も
わ
か
ず
、
今
さ
ら
昔
を
引
き
返

し
袖
を
し
ぼ
り
給
は
ぬ
人
な
し
。

 

（
冷
泉
本
巻
四
│
三
八
四
、
三
八
五
）

　

若
君
は
、
⑦
傍
線
部
で
母
一
品
宮
由
来
の
琴
を
一
品
宮
に
似
た
音
で
奏

で
て
い
る
。
同
時
に
点
線
部
の
よ
う
に
、
既
に
故
人
で
あ
っ
た
父
内
大
臣

の
琴
の
音
も
再
現
し
て
お
り
、
そ
の
音
に
触
発
さ
れ
た
聴
衆
が
波
線
部
の

よ
う
に
「
昔
」
を
回
想
し
て
い
る
。
白
河
院
六
十
の
賀
に
お
い
て
「
言
忌

み
す
べ
き
」
過
去
の
人
物
と
い
え
ば
、
白
河
院
と
長
ら
く
対
立
関
係
に

あ
っ
た
故
一
条
院
の
落
胤
か
つ
、
一
品
宮
に
ま
つ
わ
る
噂
で
白
河
院
の
怒

り
を
か
っ
た
内
大
臣
以
外
に
考
え
ら
れ
な
い
。
若
君
の
演
奏
に
よ
っ
て
回

想
さ
れ
る
こ
と
で
、
忌
む
べ
き
存
在
だ
っ
た
内
大
臣
は
、
現
在
の
王
権
の

礎
と
な
っ
た
人
物
と
し
て
再
定
義
さ
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
そ
れ
ゆ
え

に
、
人
を
「
驚
か
」
せ
る
一
条
院
系
の
音
の
特
徴
は
影
を
潜
め
、
若
君
に

よ
っ
て
再
現
さ
れ
た
内
大
臣
の
琴
は
、
異
分
子
の
音
と
は
捉
え
ら
れ
な
い

の
で
あ
る
。
例
え
ば
『
う
つ
ほ
物
語
』
楼
の
上
下
巻
で
秘
琴
伝
授
を
受
け

た
い
ぬ
宮
の
琴
は
、「
そ
の
音
の
彼
方
に
あ
る
、
記
憶
の
〈
音
〉注注
注

」
を
聴
か

せ
、「
祖
先
で
あ
る
俊
蔭
の
霊
を
鎮
め
る
た
め
に
他
な
ら
な
い注注注
」
演
奏
だ

と
さ
れ
る
。『
い
は
で
し
の
ぶ
』
に
お
い
て
も
、
物
語
世
界
か
ら
喪
失
し

た
人
物
の
奏
法
や
音
の
再
現
に
同
じ
よ
う
な
意
味
が
付
与
さ
れ
て
い
る
と

す
れ
ば
、
若
君
の
琴
が
鎮
め
て
い
る
の
は
内
大
臣
の
魂
で
あ
る
。
右
大
将

出
家
後
、
彼
の
笛
の
音
を
再
現
す
る
と
思
わ
れ
る
新
二
位
中
将
も
同
様
だ

と
考
え
ら
れ
る
。
異
分
子
の
音
を
善
き
も
の
と
し
て
再
定
義
す
る
新
二
位
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中
将
の
笛
は
、
人
を
「
驚
か
」
せ
る
も
の
で
は
な
く
な
り
、
右
大
将
鎮
魂

の
音
と
し
て
物
語
世
界
に
響
い
て
い
く
の
だ
。

　

裏
返
せ
ば
、
内
大
臣
と
右
大
将
は
、
鎮
め
ら
れ
る
必
要
の
あ
る
、
何
か

の
犠
牲
者
な
の
で
あ
る
。
彼
ら
が
何
の
犠
牲
と
な
っ
た
か
は
、
二
人
の
音

の
共
通
点
か
ら
探
る
こ
と
が
で
き
る
。
前
述
し
た
よ
う
に
、
内
大
臣
の

琴
・
笛
と
右
大
将
の
高
麗
笛
の
音
は
い
ず
れ
も
人
を
「
驚
か
」
せ
る
、
一

条
院
系
の
音
で
あ
っ
た
。
一
条
院
と
縁
深
い
二
人
は
、
死
と
出
家
と
い
う

形
で
そ
れ
ぞ
れ
物
語
世
界
か
ら
放
逐
さ
れ
た
。
彼
ら
の
喪
失
に
よ
っ
て
実

現
す
る
の
は
、
一
品
宮
腹
若
君
の
即
位
と
、
新
二
位
中
将
の
関
白
職
継
承

│
つ
ま
り
白
河
院
系
優
位
の
王
権
お
よ
び
、
摂
関
家
だ
。
一
条
院
の
末
裔

を
排
除
し
た
世
界
が
次
に
恐
れ
る
の
は
、
彼
ら
の
恨
み
が
再
び
世
を
乱
す

こ
と
で
あ
る
。
残
さ
れ
た
者
た
ち
は
そ
の
恐
れ
を
払
拭
す
る
た
め
に
、
失

わ
れ
た
彼
ら
の
音
を
善
き
も
の
と
し
て
再
現
し
、
鎮
魂
す
る
の
で
は
な
い

か
。『
い
は
で
し
の
ぶ
』
に
お
い
て
、
右
大
将
の
笛
の
音
は
、
特
定
の
人

物
の
鎮
魂
に
と
ど
ま
ら
ず
、
物
語
世
界
全
体
に
安
寧
を
も
た
ら
す
も
の
と

し
て
も
機
能
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

六
、
お
わ
り
に

　

以
上
見
て
き
た
よ
う
に
、『
い
は
で
し
の
ぶ
』
巻
八
に
集
中
し
て
叙
述

さ
れ
る
笛
（
横
笛
・
高
麗
笛
）
は
、『
源
氏
物
語
』『
狭
衣
物
語
』
の
表
現

を
取
り
込
み
、
そ
れ
ら
と
呼
応
し
な
が
ら
、
楽
器
と
奏
法
の
相
伝
や
音
色

の
様
相
を
描
き
出
し
て
い
る
。
複
雑
に
入
り
組
む
先
行
作
品
と
の
類
似
と

相
違
を
読
み
解
く
と
、
本
作
が
笛
を
用
い
て
、
出
家
遁
世
す
る
右
大
将
自

身
の
未
来
と
過
去
に
、
救
い
を
与
え
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
宰
相
中
将

と
吉
野
と
い
う
新
し
い
居
場
所
を
与
え
、
孤
独
を
癒
す
一
方
で
、
か
つ
て

の
居
場
所
だ
っ
た
都
に
、
笛
の
継
承
者
で
あ
る
新
二
位
中
将
の
音
を
響
か

せ
、
物
語
世
界
か
ら
放
逐
さ
れ
た
右
大
将
を
鎮
魂
す
る
。
二
つ
の
方
法
で

救
済
さ
れ
る
右
大
将
は
、
世
を
破
綻
さ
せ
る
異
分
子
で
は
な
く
、
整
っ
た

世
の
礎
と
な
っ
た
善
き
異
分
子
と
し
て
再
定
義
さ
れ
る
。
そ
の
結
果
、
彼

を
排
除
し
た
物
語
世
界
に
恨
み
の
種
を
残
さ
な
い
こ
と
に
も
成
功
し
て
い

る
。
無
常
観
が
濃
い
悲
恋
遁
世
の
結
末
に
見
え
る
右
大
将
の
旅
立
ち
が
、

新
た
な
物
語
世
界
へ
踏
み
出
す
始
ま
り
の
場
面
と
し
て
も
捉
え
ら
れ
る
こ

と
を
、
右
大
将
物
語
の
笛
の
音
は
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
『
い
は
で
し
の
ぶ
』
の
物
語
前
半
は
一
品
宮
の
琴
が
中
心
と
な
る
こ
と

で
、
物
語
世
界
の
楽
の
音
が
調
律
さ
れ
た
。
物
語
末
尾
の
右
大
将
の
笛
の

場
面
を
通
し
て
描
か
れ
た
の
は
、
異
分
子
を
排
除
す
る
こ
と
で
、
音
の
世

界
が
さ
ら
に
整
然
と
統
一
さ
れ
て
い
く
様
子
で
あ
っ
た
。
三
田
村
雅
子注注注
は

「
困
難
に
見
え
た
家
門
復
興
を
成
し
と
げ
る
ス
ト
ー
リ
ー
が
、
天
皇
家
の

側
か
ら
も
、
摂
関
家
の
側
か
ら
も
、
二
重
に
し
か
け
ら
れ
て
い
る
」
の
が

本
作
の
特
徴
だ
と
論
じ
て
い
る
。
そ
の
二
重
構
造
は
、
一
条
院
系
を
復
興

さ
せ
た
内
大
臣
と
、
右
大
臣
家
を
復
興
さ
せ
た
二
位
中
将
に
限
ら
な
い
。

本
稿
で
は
笛
と
い
う
切
り
口
で
本
作
を
捉
え
直
し
た
が
、
琴
や
笛
の
楽
の

音
に
つ
い
て
も
、
一
品
宮
の
琴
に
は
白
河
院
系
と
一
条
院
系
の
音
が
重

な
っ
て
い
る
。
右
大
将
の
笛
に
も
、
父
二
位
中
将
を
経
由
し
た
白
河
院
系

の
音
と
、
母
前
斎
院
を
経
由
し
た
一
条
院
系
の
音
が
重
な
っ
て
い
る
。
出

自
の
異
な
る
二
つ
の
音
に
よ
っ
て
引
き
寄
せ
ら
れ
た
の
は
、
揺
る
ぎ
な
い

王
権
に
よ
る
、
乱
れ
の
な
い
治
世
で
あ
っ
た
。
対
を
成
す
二
つ
の
合
力
に
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よ
っ
て
、
物
語
は
動
き
、
物
語
世
界
は
整
え
ら
れ
て
い
く
と
い
う
力
学
が
、

『
い
は
で
し
の
ぶ
』
に
は
貫
か
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

注１ 

利
沢
麻
美
「
音
楽
│
源
氏
物
語
に
お
け
る
横
笛
の
役
割
│
」（『
源

氏
物
語
研
究
集
成
第
十
一
巻　

源
氏
物
語
の
行
事
と
風
俗
』
風
間

書
房
、
二
〇
〇
二
年
）

２ 

中
川
正
美
「
王
朝
物
語
に
お
け
る
音
楽
」（「
平
安
文
学
研
究
」
六

九
輯
、
一
九
八
三
年
七
月
初
出
／
『
源
氏
物
語
と
音
楽
』（
和
泉

書
院
、
二
〇
〇
七
年
）
所
収
）
廣
田
収
「『
源
氏
物
語
』
に
お
け

る
音
楽
と
系
譜
」（『
源
氏
物
語
の
探
求　

第
十
三
輯
』
風
間
書
房
、

一
九
八
八
年
）

３ 

以
下
、
本
作
の
琴
に
つ
い
て
の
詳
細
は
拙
稿
「『
い
は
で
し
の
ぶ
』

の
琴
の
琴
│
一
品
宮
と
の
「
合
は
せ
」
│
」（『
学
習
院
大
学
国
語

国
文
学
会
誌
』
62
号
、
二
〇
一
九
年
三
月
）
に
て
論
じ
た
。

４ 

若
君
の
即
位
に
よ
っ
て
皇
統
の
対
立
が
解
消
さ
れ
る
こ
と
は
、
横

溝
博
「『
い
は
で
し
の
ぶ
』
の
表
現
機
構
│
皇
統
譜
の
喩
と
し
て

の
桜
│
」（『
早
稲
田
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
紀
要
』
四
十
五
号
、

二
〇
〇
〇
年
）
で
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

５ 

『
い
は
で
し
の
ぶ
』
の
登
場
人
物
は
、
時
期
に
よ
り
呼
称
が
変
化

す
る
が
、
本
稿
で
は
「
内
大
臣
・
二
位
中
将
・
一
品
宮
・
白
河
院
・

嵯
峨
院
・
前
斎
院
・
伏
見
大
君
・
伏
見
中
の
君
・
右
大
将
・
若
君
・

二
品
宮
・
新
二
位
中
将
」
に
統
一
し
て
記
載
す
る
こ
と
と
す
る
。

そ
の
た
め
、
引
用
本
文
で
も
こ
れ
ら
の
呼
称
を
〔　

〕
内
に
適
宜

補
記
し
て
い
る
。

６ 

横
溝
博
「『
い
は
で
し
の
ぶ
』
の
右
大
将
遁
世
譚
の
方
法
│
『
今

と
り
か
へ
ば
や
』
取
り
を
め
ぐ
っ
て
│
」（「
国
語
と
国
文
学
」
八

十
巻
六
号
、
二
〇
〇
三
年
六
月
）

７ 

浅
尾
広
良
「
柏
木
遺
愛
の
笛
と
そ
の
相
承
」（『
研
究
講
座
源
氏
物

語
の
視
界
４　

六
条
院
の
内
と
外
』
新
典
社
、
一
九
九
七
年
）

８ 

高
橋
亨
「
横
笛
の
時
空
│
源
氏
物
語
の
音
楽
と
そ
の
主
題
的
表
現

│
」（「
源
氏
研
究　

第
４

号
」
翰
林
書
房
、
一
九
九
九
年
四
月
初

出
／
『
源
氏
物
語
の
詩
学
』
名
古
屋
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
七
年

所
収
）

９ 

田
村
良
平
「『
狭
衣
物
語
』
の
音
楽
描
写
」（『
源
氏
物
語
と
平
安

文
学　

第
３

集
』
早
稲
田
大
学
出
版
部
、
一
九
九
三
年
）

10 

植
田
恭
代
「
後
期
物
語
と
雅
楽
│
『
狭
衣
物
語
』『
夜
の
寝
覚
』『
浜

松
中
納
言
物
語
』
の
楽
描
写
│
」（『
王
朝
物
語
と
音
楽
』
竹
林
舎
、

二
〇
〇
九
年
）

11 

小
嶋
菜
温
子
「
柏
木
の
笛
│
幻
の
血
脈
へ
」（『
源
氏
物
語
批
評
』

有
精
堂
出
版
、
一
九
九
五
年
）

12 

内
閣
文
庫
本
、
第
二
、
三
、
四
系
統
の
本
文
で
は
「
天
地
を
も
動

か
し
給
ふ
べ
き
を
」
に
な
っ
て
い
る
。

13 
前
掲
田
村
論
文
（
注
９

）

14 
井
上
眞
弓
「
天
界
・
地
上
・
世
人
の
構
図
の
中
で
│
狭
衣
の
超
俗

的
属
性
を
め
ぐ
っ
て
│
」（『
狭
衣
物
語
の
語
り
と
引
用
』
笠
間
書

院
、
二
〇
〇
五
年
）

15 

今
井
上
「
古
ご
と
伝
え
る
音
│
源
氏
物
語
横
笛
巻
の
背
景
」（『
源
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氏
物
語
と
和
歌
』
青
簡
舎
、
二
〇
〇
八
年
）

16 

詳
細
は
前
掲
拙
稿
（
注
３

）
に
て
論
じ
た
。

17 
前
掲
利
沢
論
文
（
注
１

）

18 
鈴
木
泰
恵
「
粉
河
詣
で
│
「
こ
の
世
」
へ
の
道
筋
」（「
中
古
文
学
」

41
号
、
一
九
八
八
年
五
月
初
出
／
『
狭
衣
物
語
／
批
評
』
翰
林
書

房
、
二
〇
〇
七
年
所
収
）

19 

横
溝
博
「『
い
は
で
し
の
ぶ
』
右
大
将
の
「
あ
は
れ
な
る
事
」
に

つ
い
て
│
二
位
中
将
へ
の
告
別
の
場
面
を
め
ぐ
っ
て
│
」（『
平
安

文
学
の
風
貌
』
武
蔵
野
書
院
、
二
〇
〇
三
年
）

20 

伊
藤
禎
子
「
記
憶
の
〈
音
〉」（『『
う
つ
ほ
物
語
』
と
転
倒
さ
せ
る

快
楽
』
森
話
社
、
二
〇
一
一
年
）

21 

大
井
田
晴
彦
「
栄
花
と
鎮
魂
│
『
う
つ
ほ
物
語
』「
楼
上
」
を
め

ぐ
っ
て
│
」（『
叢
書
想
像
す
る
平
安
文
学
第
６

巻　

血
と
家
の
イ

リ
ュ
ー
ジ
ョ
ン
』
勉
誠
出
版
、
二
〇
〇
一
年
）

22 

三
田
村
雅
子
「
い
は
で
し
の
ぶ
物
語
」（『
体
系
物
語
文
学
史　

第

四
巻
』（
物
語
文
学
の
系
譜
Ⅱ　

鎌
倉
物
語
Ⅰ
））
有
精
堂
出
版
、

一
九
八
九
年
）

（
付
記
）『
い
は
で
し
の
ぶ
』
の
本
文
引
用
は
、『
中
世
王
朝
物
語
全
集
４　

い
は
で
し
の
ぶ
』（
笠
間
書
院
、
二
〇
一
七
年
）
に
拠
り
、
小
木
喬
『
い

は
で
し
の
ぶ
物
語　

本
文
と
研
究
』（
笠
間
書
院
、
一
九
七
七
年
）
を
参

照
し
た
。
適
宜
主
語
と
呼
称
を
〔　

〕
に
補
記
し
、
傍
線
を
引
き
、
巻
名

と
頁
数
を
付
し
た
。
中
略
は
…
で
示
し
た
。『
源
氏
物
語
』『
狭
衣
物
語
』

『
浜
松
中
納
言
物
語
』
の
本
文
引
用
は
、「
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
（
小

学
館
）」
に
よ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
「
源
氏
物
語
大
成
」（
中
央
公
論
社
）、『
狭

衣
物
語
全
註
釈
』（
お
う
ふ
う
）
で
異
同
を
確
認
し
た
。


