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論
文
要
旨

　
﹃
源
氏
物
語
﹄
五
四
帖
は
誰
の
手
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

匂
宮
三
帖
、
と
り
わ
け
竹
河
巻
は
古
来
よ
り
他
の
巻
と
は
別
筆
で
は
な
い
か
と

疑
わ
れ
て
き
た
。
最
近
で
は
こ
の
論
争
は
沈
静
化
さ
れ
て
い
る
が
、
本
稿
で
は

敢
え
て
こ
の
問
題
に
取
り
組
ん
で
み
た
。

　

研
究
史
の
中
に
は
物
語
内
の
語
彙
の
用
法
に
着
目
し
て
、
そ
の
用
法
の
違
い

を
分
析
す
る
こ
と
に
よ
り
、
別
筆
説
を
導
き
出
そ
う
と
す
る
作
業
も
あ
る
が
、

本
稿
は
語
彙
そ
の
も
の
に
焦
点
を
当
て
た
。﹃
源
氏
物
語
﹄
は
、
そ
の
場
の
自

然
の
状
況
や
登
場
人
物
の
心
の
動
き
な
ど
を
表
現
す
る
た
め
に
、
実
に
多
彩
な

複
合
語
を
駆
使
し
て
い
て
、
そ
れ
ら
の
複
合
語
は
源
氏
以
前
に
は
用
例
の
な
い

源
氏
固
有
の
造
語
が
多
い
。
こ
れ
ら
の
固
有
語
を
調
べ
出
し
て
、
そ
の
造
語
方

法
の
特
徴
や
巻
ご
と
の
分
布
な
ど
を
把
握
し
て
、
竹
河
巻
の
語
彙
と
比
較
し

た
。
果
た
し
て
別
筆
の
可
能
性
は
あ
り
や
な
し
や
。

　

キ
ー
ワ
ー
ド
︻ 

源
氏
初
出
語　

巻
固
有
語　

複
合
語
の
特
徴　

別
筆　

竹
河

巻
︼

（
は
じ
め
に
）

折
り
て
見
ば
い
と
ど
に
ほ
ひ
も
ま
さ
る
や
と
す
こ
し
色
め
け
梅
の
初
花

 

＊
︵
竹
河　

六
九
頁
︶

 

＊
引
用
は
す
べ
て
小
学
館
﹃
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
﹄
よ
り

　

薫
が
玉
鬘
邸
で
上
臈
の
女
房
に
詠
み
か
け
ら
れ
た
歌
で
あ
る
。﹁
ま
め
﹂
ぶ

り
が
評
判
の
薫
に
対
し
て
﹁
も
っ
と
色
め
い
て
み
な
さ
い
よ
﹂
と
か
ら
か
わ
れ

る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
玉
鬘
に
﹁
う
た
て
の
御
達
や
。
恥
づ
か
し
げ
な
る
ま
め

人
を
さ
へ
、
よ
く
こ
そ
面
な
け
れ
﹂
と
言
わ
れ
た
薫
の
心
内
は
﹁
ま
め
人
、
と

こ
そ
つ
け
ら
れ
た
り
け
れ
、
い
と
屈
じ
た
る
名
か
な
﹂
と
悔
し
が
る
。
こ
の
竹

河
巻
に
お
け
る
薫
は
﹁
ま
め
人
﹂
と
呼
ば
れ
る
こ
と
を
嫌
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

情
け
な
く
思
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
部
分
は
薫
の
人
物
像
を
理
解
す
る
上

で
、
不
可
解
な
印
象
を
読
者
に
与
え
て
は
い
ま
い
か
。
な
ぜ
な
ら
、
橋
姫
巻
以

『
源
氏
物
語
』
竹
河
巻
別
筆
説
の
可
能
性

─
─ 

竹
河
巻
に
お
け
る
固
有
語
か
ら
の
考
察 

─
─

吉
　
村
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降
の
薫
は
周
囲
に
対
し
て
む
し
ろ
己
の
﹁
ま
め
人
﹂
ぶ
り
を
喧
伝
し
て
い
る
か

ら
で
あ
る
。
そ
れ
が
よ
く
分
か
る
顕
著
な
例
を
、
浮
舟
巻
の
匂
宮
と
の
や
り
と

り
の
中
に
見
出
だ
す
こ
と
が
で
き
る
。

夕
つ
方
、
右
大
将
︵
薫
︶
参
り
た
ま
へ
り
。︵
匂
宮
︶﹁
こ
な
た
に
を
﹂
と

て
、
う
ち
と
け
な
が
ら
対
面
し
た
ま
へ
り
。︵
中
略
︶
聖
だ
つ
と
い
ひ
な

が
ら
、
こ
よ
な
か
り
け
る
山
伏
心
か
な
、
さ
ば
か
り
あ
は
れ
な
る
人
︵
浮

舟
︶
を
さ
て
お
き
て
、
心
の
ど
か
に
月
日
を
待
ち
わ
び
さ
す
ら
む
よ
、
と

思
す
。
例
は
、
さ
し
も
あ
ら
ぬ
こ
と
の
つ
い
で
に
だ
に
、
我
は
ま
め
人
と

も
て
な
し
名
の
り
た
ま
ふ
を
ね
た
が
り
た
ま
ひ
て
、
よ
ろ
づ
に
の
た
ま
ひ

破
る
を
、
か
か
る
こ
と
見
あ
ら
は
い
た
る
を
い
か
に
の
た
ま
は
し
、
さ
れ

ど
、
さ
や
う
の
戯
れ
言
も
か
け
た
ま
は
ず
、 

︵
浮
舟　

一
四
〇
︶

宇
治
に
浮
舟
を
囲
っ
て
も
て
遊
ん
で
い
る
の
を
知
っ
た
後
の
匂
宮
の
心
の
内
で

あ
る
。
薫
の
何
が
﹁
ま
め
人
﹂
な
も
の
か
、
こ
と
あ
る
ご
と
に
﹁
自
分
は
ま
め

人
だ
か
ら
﹂
と
振
る
舞
い
、
そ
れ
を
口
に
す
る
の
を
い
ま
い
ま
し
く
思
っ
て
い

た
匂
宮
の
心
境
が
良
く
描
か
れ
て
い
る
。

　

実
際
に
薫
が
﹁
ま
め
人
﹂
で
あ
る
か
ど
う
か
は
問
題
で
は
な
い
し
、
語
り
手

か
ら
﹁
ま
め
人
﹂
と
呼
ば
れ
て
、
薫
の
世
間
体
が
﹁
ま
め
人
﹂
と
見
ら
れ
て
い

る
か
ど
う
か
な
ど
と
い
う
こ
と
は
ど
う
で
も
よ
い
。
問
題
は
、
薫
本
人
が
﹁
ま

め
人
﹂
と
思
わ
れ
た
い
か
思
わ
れ
た
く
な
い
か
が
、
人
物
像
の
本
質
に
関
わ
る

問
題
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
、
竹
河
巻
の
薫
と
橋
姫
巻
以
降
の
薫
と
で
は
一
八

〇
度
異
な
っ
て
描
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
私
は
こ
こ
に
竹
河
巻
に
お
け
る
最

大
の
違
和
感
が
存
在
す
る
と
考
え
て
い
る
。

一
、
先
行
研
究

　

竹
河
巻
の
作
者
は
紫
式
部
で
あ
り
や
な
し
や
、
と
い
っ
た
問
題
に
つ
い
て
は

最
近
は
ほ
と
ん
ど
論
じ
ら
れ
て
い
な
い
。
確
か
に
テ
ク
ス
ト
論
が
中
心
の
現
在

の
文
学
研
究
に
お
い
て
は
、
作
者
う
ん
ぬ
ん
は
大
し
て
重
要
で
は
な
い
の
か
も

し
れ
な
い
。
し
か
し
古
注
以
来
様
々
な
角
度
か
ら
疑
問
が
投
げ
か
け
ら
れ
、
武

田
宗
俊
が
戦
後
一
九
四
九
年
に
﹁
竹
河
の
巻
は
紫
式
部
で
は
あ
り
得
な
い︶

1
︵

﹂
と

論
陣
を
張
っ
て
以
降
、
に
わ
か
に
注
目
さ
れ
る
に
至
っ
て
い
る
。
武
田
の
根
拠

は
以
下
の
三
点
、
①
文
章
、
和
歌
と
も
に
拙
劣
で
あ
る
。
②
男
踏
歌
の
記
事
の

部
分
が
初
音
巻
の
無
自
覚
な
機
械
的
模
倣
で
あ
る
。
③
官
位
の
矛
盾
︵
夕
霧
が

左
大
臣
と
な
っ
て
い
る
が
宇
治
十
帖
で
は
右
大
臣
、
な
ど
︶
で
あ
る
。
続
い
て

池
田
亀
鑑
が
一
九
五
一
年
に
﹃
新
講
源
氏
物
語︶

2
︵

﹄
に
お
い
て
﹁
匂
宮
、
竹
河
の

両
巻
は
宇
治
十
帖
の
完
成
後
、
第
二
部
と
の
つ
な
ぎ
、
第
三
部
の
発
端
と
い
う

目
的
で
、
紫
式
部
以
外
の
人
物
が
書
き
加
え
た
﹂
と
論
究
し
て
い
て
、
そ
の
主

な
根
拠
を
文
体
、
修
飾
語
の
用
法
の
違
い
、
引
き
歌
技
法
の
拙
劣
な
こ
と
な
ど

と
し
て
い
る
。
一
九
五
〇
年
代
の
末
か
ら
六
〇
年
代
の
初
め
に
は
、
小
山
敦
子

が
匂
宮
巻
の
一
部
分
と
紅
梅
・
竹
河
巻
の
別
人
作
を
取
り︶

3
︵

、
石
川
徹
も
匂
宮
・

竹
川
両
巻
の
疑
わ
し
さ
に
注
目
し
て
い
る︶

4
︵

。
そ
の
後
、
石
田
穣
二
が
一
九
六
〇

年
代
の
前
半
に
こ
の
問
題
に
精
力
的
に
取
り

︶
10

︶～︵

5
︵

組
み
、
匂
宮
巻
、
紅
梅
巻
、
竹
河
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巻
の
三
巻
に
お
け
る
語
彙
考
証
に
着
目
し
、﹁
こ
の
三
巻
と
も
語
彙
の
用
法
が

他
の
巻
に
比
べ
て
異
質
で
あ
る
﹂
と
分
析
し
て
、
別
人
説
に
至
っ
て
い
る
。
以

降
、
高
橋
和
夫︶
11
︵

、
稲
賀
敬
二︶
12
︵

、
野
口
元
大︶
13
︵

な
ど
も
、
少
な
く
と
も
竹
河
巻
は
紫

式
部
の
作
で
あ
る
こ
と
が
疑
わ
し
い
と
い
う
立
場
を
取
っ
て
い
る
。

　

一
方
一
九
七
〇
年
代
に
入
っ
て
、
竹
河
巻
の
紫
式
部
作
者
説
が
浮
上
し
て
く

る
。
そ
の
先
陣
と
な
っ
た
の
が
今
井

︶
15
︶︵
14
︵
源
衛
で
あ
る
。
今
井
は
竹
河
巻
に
お
け
る

和
歌
に
着
目
し
、
紫
式
部
集
に
お
け
る
和
歌
と
の
類
似
点
を
見
出
し
て
、﹁
同

じ
作
者
と
考
え
る
の
が
妥
当
﹂
と
結
論
し
、
さ
ら
に
官
位
の
矛
盾
に
つ
い
て
は

﹁
竹
河
巻
で
左
大
臣
に
昇
進
し
た
夕
霧
を
宇
治
十
帖
で
は
右
大
臣
に
戻
し
た
の

は
、
藤
原
道
長
を
憚
っ
て
の
配
慮
﹂
と
分
析
し
て
い
る
。
つ
ま
り
当
時
の
絶
対

的
権
力
者
で
あ
る
左
大
臣
・
道
長
を
意
識
す
れ
ば
、
物
語
中
の
人
物
と
は
い
え
、

﹁
左
大
臣
﹂
を
造
型
す
る
と
い
う
危
険
を
冒
す
気
は
し
な
か
っ
た
だ
ろ
う
、
と

い
う
考
え
方
で
あ
る
。
大
朝
雄
二︶
16
︵

も
作
者
紫
式
部
説
を
取
る
が
、
こ
の
三
巻
の

文
章
が
拙
劣
で
あ
り
、
物
語
内
容
が
自
閉
的
で
あ
る
と
同
時
に
話
題
と
し
て
の

成
熟
度
に
著
し
く
欠
け
る
こ
と
か
ら
、﹁
作
者
は
紫
式
部
で
あ
る
が
、
推
敲
す

る
以
前
の
未
定
稿
と
か
ん
が
え
る
べ
き
﹂
と
折
衷
案
的
な
方
向
に
結
論
を
見
出

し
て
い
る
。﹁
ま
た
、
池
田

︶
18
︶︵
17
︵
和
臣
は
官
位
の
矛
盾
な
ど
と
い
っ
た
齟
齬
の
部
分

に
捕
ら
わ
れ
る
の
で
は
な
く
、
匂
宮
、
紅
梅
、
竹
河
巻
三
巻
が
物
語
全
体
に
及

ぼ
す
構
造
的
意
義
と
い
う
角
度
か
ら
分
析
す
れ
ば
、
三
巻
と
も
そ
れ
ぞ
れ
重
要

な
役
割
を
果
た
し
て
い
て
、
紫
式
部
作
の
可
能
性
が
十
分
考
え
ら
れ
る
と
考
察

し
て
い
る
。

　

一
九
九
〇
年
代
以
降
は
こ
の
問
題
に
関
す
る
研
究
は
沈
静
化
さ
れ
た
。
わ
ず

か
に
田
坂
憲
二︶
19
︵

が
、
今
井
の
竹
河
巻
同
一
作
者
説
の
根
拠
に
対
し
て
、﹁
竹
河

巻
と
紫
式
部
集
の
歌
の
関
係
は
絶
対
的
で
は
な
い
こ
と
。
ま
た
、
夕
霧
を
右
大

臣
に
戻
し
た
の
は
左
大
臣
藤
原
道
長
に
憚
っ
て
の
こ
と
、
と
い
う
の
は
資
料
誤

認
な
ど
が
あ
り
従
い
が
た
い
こ
と
﹂
と
い
っ
た
反
論
が
散
見
さ
れ
る
程
度
で
あ

る
。
確
か
に
作
者
の
問
題
に
こ
れ
以
上
関
わ
っ
て
み
て
も
、
何
か
新
し
い
資
料

で
も
発
見
さ
れ
な
け
れ
ば
、
前
に
進
む
可
能
性
は
低
い
し
、
池
田
が
言
う
よ
う

に
、
文
学
研
究
上
、
誰
が
創
作
し
た
か
と
い
う
こ
と
は
大
し
て
問
題
で
は
な
く
、

こ
の
三
巻
が
物
語
の
構
造
上
ど
の
よ
う
に
関
わ
っ
て
い
る
か
こ
そ
が
重
要
な
の

で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
で
あ
る
な
ら
ば
こ
そ
、
つ
ま
り
竹
河
巻
が
物
語

の
構
造
上
何
ら
か
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
や
は
り
誰
に
よ
っ

て
書
か
れ
た
か
は
無
視
で
き
な
い
問
題
と
な
る
。
紫
式
部
以
外
の
作
者
に
よ
っ

て
書
か
れ
た
と
す
れ
ば
、
物
語
の
構
造
に
お
い
て
意
味
を
持
つ
巻
に
な
る
こ
と

は
考
え
ら
れ
な
い
。
別
筆
で
あ
る
な
ら
ば
竹
河
巻
と
い
う
ピ
ー
ス
を
﹃
源
氏
物

語
﹄
と
い
う
ジ
グ
ゾ
ー
パ
ズ
ル
か
ら
除
外
し
て
扱
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ

の
１

片
の
ピ
ー
ス
が
他
の
53
片
の
ピ
ー
ス
と
齟
齬
を
き
た
し
、
物
語
を
歪
め
て

し
ま
う
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。

二
、『
源
氏
物
語
』
に
お
け
る
語
彙
の
特
徴

　

よ
っ
て
本
稿
で
は
、
竹
河
巻
は
誰
の
手
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
か
に
つ
い
て
、

あ
え
て
考
察
を
進
め
て
い
き
た
い
。
方
法
と
し
て
は
竹
河
巻
に
使
用
さ
れ
て
い

る
語
彙
に
注
目
し
て
、
他
の
巻
と
の
比
較
分
析
を
試
み
る
も
の
で
あ
る
。
石
田
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穣
二
は
﹁
こ
の
三
巻
︵
匂
宮
巻
、
紅
梅
巻
、
竹
河
巻
︶
と
も
語
彙
の
用
法
が
他

の
巻
に
比
べ
て
異
質
で
あ
る
﹂
と
分
析
し
て
、
別
人
説
に
至
っ
て
い
る
が
、
本

稿
で
は
、
語
彙
の
用
法
で
は
な
く
、
語
彙
そ
の
も
の
を
取
り
上
げ
て
、
他
の
巻

と
異
質
で
あ
る
の
か
、
も
し
く
は
同
質
で
あ
る
の
か
、
考
察
し
て
い
く
も
の
で

あ
る
。

　

さ
て
、﹃
源
氏
物
語
﹄
が
い
か
に
多
く
の
語
を
駆
使
し
た
か
に
つ
い
て
は
、

そ
の
品
詞
別
の
異
な
り
語
数
に
よ
っ
て
よ
く
理
解
で
き
る
。
以
下
に
﹃
源
氏
物

語
﹄
と
そ
れ
以
前
の
代
表
的
な
五
つ
の
か
な
文
学
作
品
と
の
名
詞
、
動
詞
、
形

容
詞
、
形
容
動
詞
の
異
な
り
語
数
を
表
に
ま
と
め
て
み
た
。︵
語
数
は
﹃
う
つ

ほ
物
語
﹄
は
独
自
調
査
で
有
効
数
字
は
二
桁
、
そ
れ
以
外
は
大
野
晋
の
研
究︶
20
︵

に

従
っ
た
︶

　
﹃
源
氏
物
語
﹄
は
長
編
で
あ
り
、
こ
こ
に
挙
げ
た
他
の
作
品
と
比
べ
て
、
の

べ
語
数
の
多
さ
も
際
だ
っ
て
い
て
、
異
な
り
語
数
の
単
純
な
比
較
は
で
き
な

い
。
名
詞
に
つ
い
て
言
え
ば
、
作
品
の
ボ
リ
ュ
ー
ム
の
増
大
に
伴
っ
て
異
な
り

語
数
は
比
例
的
に
増
大
す
る
で
あ
ろ
う
。
登
場
す
る
人
物
、
場
所
、
対
象
物
な

ど
は
、
場
面
場
面
が
変
わ
る
度
、
時
間
が
進
む
度
に
新
し
い
固
有
名
詞
が
出
現

す
る
こ
と
に
な
る
し
、
そ
れ
ら
に
付
随
し
て
一
般
名
詞
も
増
大
す
る
で
あ
ろ

う
。
し
か
し
な
が
ら
動
詞
、
形
容
詞
、
形
容
動
詞
は
そ
の
よ
う
な
名
詞
と
は
異

な
っ
て
い
る
。
登
場
人
物
が
変
わ
ろ
う
と
、
場
面
が
変
化
し
よ
う
と
、
ど
ん
な

に
長
編
で
あ
ろ
う
と
、
同
じ
言
葉
が
繰
り
返
さ
れ
る
こ
と
で
も
十
分
に
成
立
し

て
し
ま
う
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
た
と
え
ば
﹃
う
つ
ほ
物
語
﹄
は
﹃
源
氏
物

語
﹄
と
比
較
し
て
文
章
の
ボ
リ
ュ
ー
ム
は
三
分
の
二
程
度
と
い
う
か
な
り
の
長

編
で
あ
り
、
名
詞
の
異
な
り
語
数
は
七
八
〇
〇
語
を
数
え
、
源
氏
の
六
五
〇
〇

語
よ
り
む
し
ろ
多
い
ほ
ど
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
動
詞
の
異
な
り
語
数
は
源

氏
と
比
較
し
て
そ
の
七
割
に
し
か
す
ぎ
な
い
。
漢
語
に
サ
変
動
詞
﹁
す
﹂
を
付

け
て
多
く
の
動
詞
を
生
み
出
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
で
あ
る
。
さ
ら
に
形
容

詞
、
形
容
動
詞
に
い
た
っ
て
は
そ
れ
ぞ
れ
五
割
に
も
満
た
な
い
。
表
で
比
較
し

た
そ
の
他
の
作
品
に
お
い
て
も
名
詞
の
数
に
比
べ
て
動
詞
、
形
容
詞
、
形
容
動

詞
の
数
が
少
な
い
こ
と
は
、
名
詞
比
率
を
源
氏
と
比
べ
て
み
る
こ
と
で
明
白
に

分
か
る
。
こ
の
傾
向
ひ
と
つ
を
取
っ
て
み
て
も
、﹃
源
氏
物
語
﹄
が
自
然
の
様

子
や
人
の
容
態
、
動
作
、
心
の
動
き
を
ど
の
よ
う
に
表
現
す
る
べ
き
か
に
こ
だ

わ
り
を
持
ち
、
語
彙
の
使
用
に
工
夫
を
凝
ら
し
て
い
た
か
が
分
か
る
。
そ
の
こ

だ
わ
り
ゆ
え
に
﹃
源
氏
物
語
﹄
は
全
編
を
通
じ
て
一
回
し
か
使
用
さ
れ
て
い
な

い
語
︵
動
詞
、
形
容
詞
、
形
容
動
詞
︶
が
多
数
存
在
し
、
そ
れ
ら
の
多
く
が
複

数
の
単
語
を
組
み
合
わ
せ
た
複
合
語
で
あ
る
。
こ
こ
で
言
う
複
合
語
は
接
頭
語

な
ど
の
接
辞
と
組
み
合
わ
せ
ら
れ
た
派
生
語
も
含
む
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
複
合

表
１

万
葉
集

土
佐
日
記

竹
取
物
語

枕
草
子

う
つ
ほ
物
語

源
氏
物
語

名
詞

四
六
六
〇

五
二
九

七
一
七

三
〇
四
八

七
八
〇
〇

六
五
〇
一

動
詞

一
五
四
五

三
二
六

五
五
二

一
六
二
〇

四
一
〇
〇

五
五
五
四

形
容
詞

二
七
六

六
六

一
〇
五

三
四
九

五
四
〇

一
一
三
〇

形
容
動
詞

七
五

一
二

四
五

二
一
五

三
一
〇

六
八
三

合
計

六
五
五
六

九
三
三

一
四
一
九

五
二
三
二

一
二
七
五
〇

一
三
八
六
八

名
詞
比
率

︵
七
一
％
︶
︵
五
七
％
︶
︵
五
一
％
︶
︵
五
八
％
︶
︵
六
一
％
︶

︵
四
七
％
︶
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語
の
大
半
は
源
氏
以
前
の
主
要
か
な
文
学
作
品
に
は
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
い

語
で
あ
る
。
本
稿
で
は
源
氏
以
前
の
主
要
か
な
文
学
作
品
を
﹃
古
事
記
﹄、﹃
万

葉
集
﹄、﹃
古
今
和
歌
集
﹄、﹃
後
撰
和
歌
集
﹄、﹃
拾
遺
和
歌
集
﹄、﹃
竹
取
物
語
﹄、

﹃
伊
勢
物
語
﹄、﹃
土
佐
日
記
﹄、﹃
大
和
物
語
﹄、﹃
平
中
物
語
﹄、﹃
蜻
蛉
日
記
﹄、

﹃
う
つ
ほ
物
語
﹄、﹃
落
窪
物
語
﹄、﹃
三
宝
絵
詞
﹄、﹃
枕
草
子
﹄
と
し
て
、
こ
れ

ら
の
作
品
に
見
出
せ
な
い
名
詞
以
外
の
自
立
語
を
源
氏
初
出
語
と
名
付
け
た
。

源
氏
初
出
語
は
全
編
で
約
三
千
語︶
21
︵

に
も
及
び
、
そ
の
八
割
が
複
合
語
で
あ
り
、

そ
の
多
く
が
源
氏
作
者
の
創
作
に
よ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　

こ
こ
で
﹃
源
氏
物
語
﹄
に
お
け
る
初
出
複
合
語
の
主
な
特
徴
を
考
察
す
る
。

①
「
思
ふ
」、「
聞
く
」、「
言
ふ
」

　

語
頭
に
最
も
多
く
使
用
さ
れ
る
動
詞
の
ベ
ス
ト
三
を
挙
げ
る
と
以
下
の
よ
う

に
な
る
。

Ａ
﹁
お
も
ふ
︵
思
︶﹂
系　
︵
尊
敬
語
﹁
お
ぼ
す
﹂﹁
お
も
ほ
す
﹂
含
︶

 

︵
約
二
四
〇
語
︶

Ｂ
﹁
き
く
︵
聞
︶﹂
系　
　
︵﹁
き
こ
ゆ
﹂、
尊
敬
語
﹁
き
こ
し
め
す
﹂
含
︶

 

︵
約
一
〇
〇
語
︶

Ｃ
﹁
い
ふ
︵
言
︶﹂
系　
　

  ︵
尊
敬
語
﹁
の
た
ま
ふ
﹂﹁
の
た
ま
は
す
﹂、
謙
譲
語

﹁
ま
う
す
﹂
含
む
︶ 

︵
約
九
〇
語
︶

﹁
お
も
ふ
︵
思
︶﹂
系
が
突
出
し
て
多
く
、
い
か
に
物
語
が
﹁
人
の
思
い
﹂、﹁
人

が
心
の
中
で
思
う
こ
と
﹂
に
こ
だ
わ
り
を
持
っ
て
い
た
か
を
示
し
て
い
る
。﹁
お

ぼ
し
・
ゆ
る
す
︵
思
許
︶﹂
の
一
九
例
、﹁
お
も
ひ
・
あ
つ
か
ふ
︵
思
扱
︶﹂
の

一
七
例
な
ど
、
初
出
語
で
は
あ
る
が
、
繰
り
返
し
物
語
内
で
用
い
ら
れ
定
着
し

た
言
葉
も
多
い
。﹁
お
も
ひ
・
な
や
む
︵
思
悩
︶﹂
な
ど
は
現
代
で
も
遍
く
使
用

さ
れ
て
い
る
。
ま
た
﹁
お
も
ひ
・
あ
か
し
・
く
ら
す
︵
思
明
暮
︶﹂、﹁
い
ひ
・

か
か
づ
ら
ひ
・
い
づ
︵
言
拘
出
︶﹂
な
ど
の
よ
う
に
、
三
語
以
上
の
自
立
語
を

組
み
合
わ
せ
た
複
合
語
は
源
氏
作
者
の
得
意
技
と
も
言
え
、
源
氏
以
前
の
主
要

か
な
文
学
作
品
に
は
ほ
と
ん
ど
例
を
見
な
い
。

②
「
う
ち
」、「
も
の
」、「
な
ま
」

　

接
頭
語
を
付
加
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
た
初
出
語
が
多
く
、
そ
の

ベ
ス
ト
三
の
接
頭
語
を
以
下
に
挙
げ
る
。

Ａ
﹁
う
ち
＋
○
○
﹂︵
約
一
二
〇
語
︶

　

接
頭
語
と
し
て
極
め
て
多
く
用
い
ら
れ
、
用
例
の
多
い
順
に
﹁
う
ち
み
だ
る

︵
打
乱
︶﹂
一
六
例
、﹁
う
ち
ひ
そ
む
︵
打
顰
︶﹂
一
一
例
、﹁
う
ち
か
し
こ
ま
る
︵
打

畏
︶﹂
八
例
、﹁
う
ち
し
め
る
︵
打
湿
︶﹂
八
例
、﹁
う
ち
し
き
る
﹂︵
打
頻
︶﹂
七

例
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。
接
頭
語
﹁
う
ち
﹂
は
本
来
﹁
強
く
﹂、﹁
少
し
﹂、﹁
す
っ

か
り
﹂、﹁
す
ば
や
く
﹂
な
ど
主
に
動
詞
に
付
い
て
種
々
の
意
味
を
加
え
る
が
、

一
二
〇
余
語
の
半
数
以
上
の
七
〇
余
語
が
一
例
の
み
の
用
例
で
あ
り
、﹁
う
ち
﹂

が
付
く
場
合
と
付
か
な
い
場
合
で
ど
の
よ
う
な
意
味
の
差
異
が
あ
る
の
か
分
か

ら
な
い
語
も
多
い
。

Ｂ
﹁
も
の
＋
○
○
﹂︵
約
四
〇
語
︶

　
﹁
も
の
き
よ
げ
な
り
︵
物
清
︶﹂
の
一
七
例
が
用
例
数
と
し
て
は
突
出
し
て
多

く
、
そ
れ
に
続
く
の
が
﹁
も
の
す
さ
ま
し
︵
物
凄
︶﹂
と
﹁
も
の
と
ほ
し
︵
物
遠
︶﹂
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の
五
例
で
あ
る
。﹁
も
の
﹂
は
主
に
形
容
詞
、
形
容
動
詞
に
付
い
て
﹁
な
ん
と

な
く
﹂
と
い
う
意
味
を
加
え
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
が
、
半
数
以
上
の
二
〇
余
例

が
﹁
も
の
あ
ざ
や
か
な
り
︵
物
鮮
︶﹂、﹁
も
の
う
ひ
う
ひ
し
﹂
の
よ
う
に
一
例

の
み
の
用
例
で
あ
り
、﹁
う
ち
﹂
と
同
様
に
﹁
も
の
﹂
が
付
く
場
合
と
付
か
な

い
場
合
の
意
味
の
違
い
が
は
っ
き
り
し
な
い
語
も
多
い
。
た
だ
し
、﹁
も
の
さ

び
し
︵
物
寂
︶﹂
も
源
氏
初
出
語
で
あ
る
が
、
こ
れ
な
ど
は
現
代
に
生
き
残
っ

た
名
作
と
も
言
え
る
言
葉
で
は
な
い
か
。

Ｃ
﹁
な
ま
＋
○
○
﹂︵
約
四
〇
語
︶

　
﹁
な
ま
﹂
が
接
頭
語
と
し
て
付
い
た
言
葉
は
種
類
は
多
い
が
用
例
数
の
多
い

も
の
は
な
い
。
四
例
が
最
高
で
﹁
な
ま
ね
た
し
︵
生
妬
︶﹂、﹁
な
ま
は
し
た
な

し
︵
生
│
︶﹂、﹁
な
ま
わ
づ
ら
は
し
︵
生
煩
︶﹂
が
挙
げ
ら
れ
る
。
や
は
り
大
半

の
三
〇
語
ほ
ど
が
一
例
の
み
の
用
例
で
あ
る
。﹁
な
ま
﹂
が
名
詞
に
付
加
さ
れ

る
場
合
は
、﹁
未
熟
な
﹂
と
か
﹁
若
い
﹂
と
い
っ
た
意
味
で
明
白
に
理
解
で
き

る
が
、
動
詞
、
形
容
詞
な
ど
に
付
く
場
合
は
複
雑
で
様
々
な
意
味
合
い
を
も
た

ら
す
言
葉
と
な
る
。

③
接
尾
語
の
付
加

　

接
尾
語
を
付
加
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
品
詞
を
変
換
し
た
初
出
語
が
多
数
見
ら

れ
る
。

Ａ　

形
容
動
詞
へ
の
変
更

　
﹁
か
﹂、﹁
ら
か
﹂、﹁
や
か
﹂、﹁
げ
﹂、﹁
が
ち
﹂
な
ど
の
接
尾
語
を
名
詞
、
形

容
詞
、
副
詞
な
ど
に
付
け
て
、
形
容
動
詞
と
し
て
表
現
さ
れ
た
初
出
語
が
多
い
。

﹁
あ
え
か
な
り
﹂
一
七
例
、﹁
な
よ
び
か
な
り
︵
柔
︶﹂
一
〇
例
、﹁
か
ろ
ら
か
な

り
︵
軽
︶﹂
一
五
例
、﹁
わ
ら
ら
か
な
り
︵
笑
︶﹂
五
例
、﹁
な
ご
や
か
な
り
︵
和
︶﹂

七
例
、﹁
あ
を
や
か
な
り
︵
青
︶﹂
五
例
、﹁
う
ら
め
し
げ
な
り
︵
恨
︶﹂
一
七
例
、

﹁
あ
や
ふ
げ
な
り
︵
危
︶﹂
六
例
、﹁
な
が
め
が
ち
な
り
︵
眺
︶﹂
六
例
、
な
ど
が

挙
げ
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
語
は
﹁
あ
え
か
な
り
﹂
以
外
は
︵　

︶
内
に
漢
字
で

記
し
た
よ
う
に
、
基
に
な
る
意
味
は
明
白
で
あ
り
、
初
出
語
と
い
え
ど
も
概
ね

分
か
り
易
い
言
葉
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。

Ｂ　

動
詞
へ
の
変
更

　
﹁
む
﹂、﹁
ぶ
﹂、﹁
だ
つ
﹂、﹁
や
ぐ
﹂、﹁
め
く
﹂、﹁
が
る
﹂
な
ど
の
接
尾
語
を

名
詞
、
形
容
詞
、
形
容
動
詞
な
ど
に
付
け
て
、﹁
～
の
よ
う
に
な
る
﹂、﹁
～
の

よ
う
に
す
る
﹂
と
い
っ
た
意
味
の
初
出
語
動
詞
が
多
く
つ
く
ら
れ
て
い
る
。﹁
あ

は
む
︵
淡
︶﹂
一
一
例
、﹁
か
ろ
む
︵
軽
︶﹂
八
例
、﹁
む
つ
ぶ
︵
睦
︶﹂
二
四
例
、

﹁
わ
か
ぶ
︵
若
︶﹂
一
六
例
、﹁
う
る
は
し
だ
つ
︵
麗
︶﹂
六
例
、﹁
さ
か
し
だ
つ

︵
賢
︶﹂
五
例
、﹁
た
を
や
ぐ
︵
嫋
︶﹂
八
例
、﹁
さ
わ
や
ぐ
︵
爽
︶﹂
五
例
、﹁
お

や
め
く
︵
親
︶﹂
九
例
、﹁
ひ
と
め
く
︵
人
︶﹂
七
例
、﹁
お
や
が
る
︵
親
︶﹂
五
例
、

な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。
ま
た
、﹁
お
び
や
か
す
︵
怯
︶﹂
の
よ
う
に
、
動
詞
﹁
怯

ゆ
﹂
の
未
然
形
に
﹁
か
す
﹂
を
付
け
て
、
他
動
詞
で
使
役
的
な
動
詞
に
変
え
た

り
、﹁
あ
ざ
れ
ば
む
︵
戯
︶﹂
の
よ
う
に
動
詞
﹁
戯
る
﹂
の
連
用
形
に
﹁
ば
む
﹂

を
付
け
て
、﹁
～
の
状
態
に
す
る
﹂
と
い
う
意
味
の
動
詞
を
つ
く
る
初
出
語
の

例
な
ど
も
多
数
見
ら
れ
る
。

Ｃ　

形
容
詞
へ
の
変
更

　
﹁
が
ま
し
﹂﹁
め
か
し
﹂
な
ど
の
接
尾
語
を
名
詞
、
副
詞
、
動
詞
、
形
容
動
詞
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な
ど
に
付
け
て
、﹁
す
き
が
ま
し
︵
好
︶﹂
八
例
や
﹁
い
ろ
め
か
し
︵
色
︶﹂
七

例
の
よ
う
に
、﹁
～
の
様
子
で
あ
る
﹂
と
い
う
意
味
の
初
出
語
形
容
詞
を
造
っ

て
い
る
。
ま
た
﹁
か
な
ひ
が
た
し
︵
叶
︶﹂
六
例
、﹁
し
づ
め
が
た
し
︵
鎮
︶﹂

六
例
、
の
よ
う
に
、
動
詞
に
接
尾
語
﹁
が
た
し
﹂
を
付
加
し
て
困
難
な
さ
ま
を

表
現
す
る
初
出
語
も
多
い
。

④
畳
語

　
﹁
い
ま
い
ま
し
﹂
の
よ
う
に
、
同
一
の
自
立
語
が
反
覆
さ
れ
た
言
葉
で
、
そ

の
反
覆
に
よ
り
特
殊
な
響
き
を
も
た
ら
す
と
い
う
効
果
が
あ
り
、
強
調
の
修
辞

法
と
し
て
好
ん
で
用
い
て
い
る
。
物
語
中
に
二
六
〇
語
を
超
え
る
異
な
り
語
が

使
用
さ
れ
、
う
ち
初
出
語
も
一
一
〇
語
を
数
え
る
。
二
六
〇
語
の
う
ち
、
名
詞

除
き
で
は
二
〇
〇
語
ほ
ど
に
な
り
、
う
ち
初
出
語
は
七
〇
語
余
り
で
あ
る
。
さ

ら
に
こ
の
七
〇
語
の
う
ち
半
数
以
上
の
四
〇
例
程
が
﹁
あ
し
あ
し
も
︵
悪
悪
︶﹂

や
﹁
ざ
え
ざ
え
し
︵
才
才
︶﹂
の
よ
う
に
、
物
語
中
に
僅
か
一
例
し
か
使
用
さ

れ
て
お
ら
ず
、
こ
れ
ら
の
語
は
源
氏
作
者
に
よ
っ
て
て
造
ら
れ
た
言
葉
か
、
あ

る
い
は
女
房
を
中
心
と
し
た
狭
い
範
囲
で
の
み
使
用
さ
れ
て
い
た
い
わ
ゆ
る
女

房
言
葉
の
類
で
あ
ろ
う
と
考
ら
れ
る
。
現
代
で
も
﹁
ラ
ブ
ラ
ブ
﹂﹁
ア
ン
ア
ン
﹂

な
ど
、
女
性
が
造
り
出
し
た
反
覆
語
の
流
行
語
は
多
い
。
初
出
語
で
使
用
例
の

多
い
畳
語
は
、﹁
く
だ
く
だ
し
﹂
一
一
例
、﹁
い
ま
い
ま
し
﹂
一
〇
例
、﹁
な
さ

け
な
さ
け
し
﹂
一
〇
例
、﹁
よ
そ
よ
そ
な
り
﹂
一
〇
例
な
ど
が
揚
げ
ら
れ
る
。

ま
た
、
初
出
語
で
は
な
い
が
、
物
語
内
で
大
量
に
繰
り
返
し
使
用
さ
れ
た
こ
と

が
原
因
で
、
現
在
の
日
常
会
話
に
も
遍
く
用
い
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
と
考
え

ら
れ
る
畳
語
が
あ
る
。﹁
か
ろ
が
ろ
し
﹂
と
い
う
言
葉
で
あ
る
。
源
氏
以
前
に

は
﹃
う
つ
ほ
物
語
﹄
と
﹃
枕
草
子
﹄
に
一
例
ず
つ
し
か
見
出
す
こ
と
が
で
き
な

い
稀
有
と
も
い
え
る
言
葉
が
、
本
物
語
に
お
い
て
は
そ
の
母
音
交
換
形
﹁
か
る

が
る
し
﹂
も
含
め
て
七
九
例
に
も
及
ぶ
用
例
を
数
え
、
源
氏
作
者
の
畳
語
へ
の

こ
だ
わ
り
が
窺
え
る
。

⑤
「
〜
顔
な
り
」
と
い
う
表
現

　
﹁
～
顔
な
り
﹂
と
い
う
複
合
語
の
形
容
動
詞
︵﹁
～
顔
﹂
と
い
う
名
詞
も
あ
る
︶

は
源
氏
以
前
に
も
﹁
し
ら
ず
が
ほ
な
り
︵
不
知
︶﹂、﹁
し
た
り
が
ほ
な
り
﹂
な
ど
、

﹃
大
和
物
語
﹄、﹃
う
つ
ほ
物
語
﹄、﹃
蜻
蛉
日
記
﹄、﹃
枕
草
子
﹄
な
ど
に
些
少
の

用
例
が
あ
り
、﹃
源
氏
物
語
﹄
が
編
み
出
し
た
表
現
で
は
な
い
が
、
源
氏
作
者

が
好
ん
で
使
用
し
た
複
合
語
で
あ
り
、﹁
し
ら
ず
が
ほ
な
り
﹂
三
二
例
、﹁
し
た

り
が
ほ
な
り
﹂
一
四
例
と
多
く
の
用
例
を
数
え
る
。
物
語
中
に
六
〇
語
の
異
な

り
語
が
あ
り
、
そ
の
う
ち
の
五
〇
語
ほ
ど
が
源
氏
初
出
語
で
あ
り
、
か
つ
そ
の

大
半
が
物
語
内
で
一
例
の
み
の
出
現
で
あ
る
。
初
出
語
の
中
に
は
﹁
お
ど
ろ
き

が
ほ
な
り
︵
驚
︶﹂
四
例
、﹁
う
れ
へ
が
ほ
な
り
︵
憂
︶﹂
二
例
の
よ
う
に
、
現

代
も
使
用
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
的
を
射
た
組
み
合
わ
せ
の
も
の
も
あ
る
が
、

﹁
い
と
ひ
き
こ
え
が
ほ
な
り
︵
厭
聞
︶﹂
一
例
、﹁
う
し
ろ
み
が
ほ
な
り
︵
後
見
︶﹂

一
例
、﹁
す
み
つ
き
が
ほ
な
り
︵
住
着
︶﹂
一
例
、﹁
す
み
は
な
れ
が
ほ
な
り
︵
住

離
︶﹂
一
例
の
よ
う
な
ユ
ニ
ー
ク
な
組
み
合
わ
せ
も
多
い
。
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⑥
漢
語
の
導
入

　

ま
た
、
す
で
に
﹃
う
つ
ほ
物
語
﹄
に
多
く
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
漢
語
を
和
語

に
仕
立
て
上
げ
て
物
語
内
に
取
り
込
ん
だ
例
も
多
い
。﹁
き
や
う
ざ
く
︵
驚

策
︶・
な
り
﹂
七
例
、﹁
け
ち
え
ん
︵
掲
焉
︶・
な
り
﹂
七
例
、
の
よ
う
に
漢
語

を
そ
の
ま
ま
用
い
て
形
容
動
詞
化
し
た
初
出
語
や
、﹁
じ
ね
ん
︵
自
然
︶・
に
﹂

八
例
の
よ
う
に
副
詞
化
し
た
り
、﹁
け
し
き
︵
気
色
︶・
だ
つ
﹂
七
例
、﹁
け
さ

う
︵
懸
想
︶・
ぶ
﹂
五
例
、﹁
さ
う
ど
︵
騒
動
︶・
く
﹂
六
例
の
よ
う
に
接
尾
語

を
付
加
し
て
動
詞
化
し
た
初
出
語
も
多
い
。山
口
仲
美
の
整
理︶
22
︵

に
よ
る
と
、﹃
源

氏
物
語
﹄
の
全
語
彙
の
う
ち
一
三
パ
ー
セ
ン
ト
が
漢
語
で
、﹃
竹
取
物
語
﹄
の

八
パ
ー
セ
ン
ト
、﹃
伊
勢
物
語
﹄
と
﹃
土
佐
日
記
﹄
の
六
パ
ー
セ
ン
ト
、﹃
蜻
蛉

日
記
﹄
の
九
パ
ー
セ
ン
ト
と
比
較
し
て
、
漢
語
含
有
率
の
高
さ
が
示
さ
れ
て
い

る
。

　

以
上
﹃
源
氏
物
語
﹄
に
お
け
る
初
出
複
合
語
の
い
く
つ
か
の
特
徴
を
述
べ
て

き
た
が
、
こ
れ
ら
の
複
合
語
は
一
語
に
し
て
明
快
に
状
況
、
動
作
、
心
情
、
情

景
を
表
現
し
て
し
ま
う
と
い
う
利
点
が
あ
る
。﹁
な
げ
き
・
あ
か
し
・
く
ら
す
﹂、

﹁
し
の
び
・
あ
り
く
﹂
な
ど
も
一
語
で
人
の
心
情
や
動
作
を
巧
み
に
表
現
し
た

言
葉
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
﹃
源
氏
物
語
﹄
独
特
の
造
語
は
、
そ
の
多
く
が
千

年
の
時
を
経
た
現
代
の
言
葉
と
し
て
も
生
き
残
り
、
通
用
す
る
に
至
っ
て
い

る
。
複
合
語
の
造
語
は
ま
さ
に
﹃
源
氏
物
語
﹄
の
作
者
の
傑
出
し
た
才
能
で

あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。

三
、
巻
固
有
語
の
抽
出

　

さ
て
、
こ
の
複
合
語
の
造
語
能
力
に
着
目
し
て
各
巻
と
竹
河
の
巻
を
比
較
、

考
察
し
よ
う
と
い
う
の
が
本
稿
の
趣
旨
で
あ
る
。﹃
源
氏
物
語
﹄
に
お
い
て
そ

の
巻
に
し
か
使
用
さ
れ
て
い
な
い
語︶
23
︵

を
本
稿
で
は
﹁
巻
固
有
語
﹂
と
名
付
け
た
。

た
だ
し
、
こ
の
巻
固
有
語
は
巻
内
で
も
一
回
し
か
使
用
さ
れ
て
い
な
い
語
が
多

く
、
二
回
以
上
使
用
さ
れ
て
い
る
例
は
些
少
で
あ
っ
た
。
以
下
に
巻
固
有
語
の

数
を
掲
げ
た
。︵　

︶
内
の
数
字
は
そ
の
固
有
語
の
出
現
頻
度
を
数
値
化
し
た

も
の
で
あ
る
。
数
値
化
の
方
法
と
し
て
、
岩
波
の
新
大
系
本
一
頁
当
た
り
に
換

算
し
て
、
平
均
し
て
何
語
の
固
有
語
が
出
現
し
て
い
る
か
を
少
数
点
１

桁
ま
で

表
し
た
も
の
で
あ
る
。
数
値
が
大
き
い
ほ
ど
出
現
頻
度
が
多
い
こ
と
に
な
る
。

︻
巻
固
有
語
の
出
現
数
と
出
現
頻
度
︼

 

第
一
部
︵
若
紫
系
︶

桐
壺
三
七
語
︵
１

．
５

語
︶　

若
紫
七
四
語
︵
１

．
６

︶　

紅
葉
賀
五
一
語
︵
１

．

８

︶　

花
宴
一
七
語
︵
１

．
５

︶　

葵
七
四
語
︵
１

．
６

︶　

賢
木
七
〇
語
︵
１

．

４

︶　

花
散
里
六
語
︵
１

．
２

︶　

須
磨
五
八
語
︵
１

．
３

︶

明
石
八
六
語
︵
２

．
２

︶　

澪
標
四
四
語
︵
１

．
４

︶　

絵
合
三
〇
語
︵
１

．
７

︶　

松
風
三
四
語
︵
１

．
６

︶　

薄
雲
五
三
語
︵
１

．
７

︶　

朝
顔
三
一
語
︵
１

．
５

︶　

少
女
九
三
語
︵
１

．
９

︶　

梅
枝
四
六
語
︵
２

．
４

︶　

藤
裏
葉
四
一
語
︵
１

．

８

︶
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第
一
部
︵
玉
鬘
系
︶

帚
木
一
五
三
語
︵
３

．
３

︶　

空
蝉
二
四
語
︵
２

．
２

︶　

夕
顔
九
六
語
︵
２

．

０

︶　

末
摘
花
七
四
語
︵
２

．
３

︶　

蓬
生
六
三
語
︵
２

．
７

︶　

関
屋
二
〇
語

︵
４

．
０

︶　

玉
鬘
九
六
語
︵
２

．
３

︶　

初
音
二
六
語
︵
１

．
７

︶

胡
蝶
三
四
語
︵
１

．
６

︶　

蛍
四
二
語
︵
２

．
１

︶　

常
夏
六
四
語
︵
２

．
９

︶　

篝
火
七
語
︵
１

．
８

︶　

野
分
四
四
語
︵
２

．
４

︶　

行
幸
七
一
語
︵
２

．
５

︶　

藤
袴
二
三
語
︵
１

．
５

︶　

真
木
柱
七
七
語
︵
２

．
１

︶

 

第
二
部

若
菜
上
一
五
七
語
︵
１

．
６

︶　

若
菜
下
一
七
四
語
︵
１

．
８

︶　

柏
木
五
六
語

︵
１

．
４

︶　

横
笛
三
一
語
︵
１

．
７

︶　

鈴
虫
三
二
語
︵
２

．
３

︶　

夕
霧
一
二

七
語
︵
１

．
９

︶　

御
法
二
三
語
︵
１

．
２

︶　

幻
二
四
語
︵
１

．
１

︶

 

第
三
部

匂
宮
二
七
語
︵
１

．
９

︶　

紅
梅
二
〇
語
︵
１

．
５

︶　

竹
河
五
六
語
︵
１

．
４

︶　

橋
姫
五
八
語
︵
１

．
６

︶　

椎
本
六
六
語
︵
１

．
８

︶　

総
角
一
三
九
語
︵
１

．

６

︶　

早
蕨
三
五
語
︵
１

．
９

︶　

宿
木
一
三
二
語
︵
１

．
５

︶

東
屋
一
三
七
語
︵
２

．
２

︶　

浮
舟
一
〇
五
語
︵
１

．
５

︶　

蜻
蛉
七
九
語
︵
１

．

４

︶　

手
習
一
二
八
語
︵
２

．
０

︶　

夢
浮
橋
三
〇
語
︵
１

．
８

︶

　

こ
こ
で
特
筆
で
き
る
の
が
、
五
四
帖
す
べ
て
の
巻
に
渡
っ
て
巻
固
有
語
が
出

現
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
も
す
べ
て
の
巻
に
お
い
て
、
出
現
頻
度
は
１

．

０

以
上
、
す
な
わ
ち
岩
波
の
新
体
系
本
１

頁
当
た
り
に
換
算
し
て
必
ず
一
語
以

上
の
巻
固
有
語
が
出
現
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
さ
ら
に
、
こ
れ
ら
固
有
語
の

多
く
が
源
氏
初
出
語
で
あ
り
、
源
氏
作
者
が
い
か
に
場
面
場
面
に
応
じ
た
複
合

語
を
万
遍
な
く
造
語
し
た
か
が
窺
え
る
の
で
あ
る
。
中
で
も
第
一
部
玉
鬘
系
に

お
け
る
巻
固
有
語
の
出
現
頻
度
の
多
さ
に
気
づ
か
さ
れ
る
。
特
に
帚
木
３

．
３

と
関
屋
４

．
０

は
突
出
し
、
常
夏
２

．
９

、
蓬
生
２

．
７

な
ど
２

．
０

を
超
え

る
頻
度
の
巻
が
多
く
、
玉
鬘
系
の
特
色
と
し
て
取
り
組
む
必
要
が
あ
る
と
思
わ

れ
る
が
、
こ
れ
は
別
稿
に
譲
る
と
し
て
、
本
稿
で
問
題
と
す
る
の
は
竹
河
巻
の

五
六
語
と
頻
度
１

．
４

と
い
う
数
値
で
あ
る
。
こ
れ
は
他
の
巻
と
比
較
し
て
決

し
て
多
い
数
と
は
言
え
な
い
が
、
特
に
少
な
い
わ
け
で
も
な
く
平
均
し
た
数
値

と
言
え
る
。
ち
な
み
に
匂
宮
巻
二
七
語
・
頻
度
１

．
９

、
紅
梅
巻
二
〇
語
・
頻

度
１

．
５

に
お
い
て
も
平
均
し
た
数
値
で
あ
り
、
匂
宮
三
帖
は
作
者
の
造
語
意

欲
と
い
う
点
で
は
他
の
巻
と
同
一
線
上
に
あ
る
と
い
っ
て
い
い
。
残
念
な
が
ら

と
い
う
べ
き
か
、
こ
の
観
点
か
ら
照
ら
し
合
わ
せ
て
み
た
限
り
で
は
、
匂
宮
三

帖
が
他
の
巻
と
は
別
筆
で
あ
る
と
い
う
違
和
感
は
特
に
は
見
出
せ
な
か
っ
た
。

四
、
竹
河
巻
に
お
け
る
固
有
語
の
考
察

　

竹
河
巻
に
お
け
る
巻
固
有
語
五
六
語
を
ア
イ
ウ
エ
オ
順
で
以
下
に
掲
出
す
る
。

急
ぎ
思
（
お
ぼ
）
す　

抱
き
持
つ　

言
ひ
お
は
さ
う
ず　

言
ひ
す
さ
ぶ　

在
（
い
ま
）
す
か
ら
ふ　

う
ち
出
で
過
ぐ　

う
ち
か
づ
く　

う
ち
交
（
か
）

ふ　

う
ち
止
（
さ
）
す
２　

奪
い
取
る　

う
ら
み
嘆
く　

う
る
さ
げ
な
り　

お
は
し
合
︵
あ
︶
ふ　

思
（
お
ぼ
）
し
留
（
と
）
む　

思
︵
お
も
︶
ほ
し
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定
む　

思
（
お
も
）
ほ
し
た
ゆ
た
ふ　

掻
（
か
）
き
あ
り
く　

仮
名
が
ち

な
り　

聞
き
わ
づ
ら
ふ　

聞
こ
え
う
と
む　

聞
こ
え
た
す
く　

草
深
し　

癖
︵
く
せ
︶
ぐ
せ
し　

口
は
や
し　

屈
（
く
ん
）
じ
入
る　

顕
証
（
け
ん

そ
う
）
な
り　

見
証
︵
け
ん
ぞ
︶
す
２　

心
静
か
な
り　

心
せ
ば
げ
な
り　

心
寄
せ
あ
り
顔
な
り　

こ
ぼ
れ
落
つ　

御
覧
じ
な
ほ
す　

さ
は
れ
や　

さ

ま
た
げ
や
う
な
り　

賺
（
す
か
）
せ
た
つ　

奏
し
お
く　

奏
し
な
ほ
す　

た
だ
人
だ
つ　

頼
み
か
か
る　

散
り
か
ひ
曇
る　

つ
ぼ
む　

な
ま
心
ゆ
か

ず　

な
ま
心
わ
ろ
し　

成
︵
な
︶
り
あ
が
る　

馴
れ
交
（
ま
じ
）
ら
ひ
あ

り
く　

盗
み
取
る　

の
た
ま
ひ
出
だ
す　

は
か
ば
か
し
が
る　

踏
み
寄
る　

仄
（
ほ
の
）
め
き
寄
る　

交
（
ま
じ
）
ら
ひ
に
く
げ
な
り　

参
（
ま
ゐ
）

り
さ
ま
よ
ふ　

賞
︵
め
︶
で
く
つ
が
へ
る　

賞
︵
め
︶
で
さ
わ
ぐ　

我
（
わ

が
）
ぞ
我
ぞ　

渡
り
通
ひ
お
は
す

・
初
出
語
は
ゴ
シ
ッ
ク
表
示
に
し
た
。

・ 

語
彙
の
後
に
２

と
あ
る
の
は
出
現
数
が
２

例
の
意
、
そ
の
他
は
す

べ
て
１

例

・
意
味
が
分
か
る
よ
う
に
漢
字
を
当
て
た

　

こ
の
竹
河
巻
に
お
け
る
巻
固
有
語
の
う
ち
、
初
出
語
を
ゴ
シ
ッ
ク
表
示
に
し

た
が
、
五
六
語
の
う
ち
６

割
以
上
の
三
六
語
が
初
出
語
で
あ
っ
た
。
以
降
、
巻

固
有
語
で
か
つ
初
出
語
を
巻
固
有
初
出
語
と
名
付
け
る
。
竹
河
巻
の
作
者
は
他

の
巻
と
同
様
に
、
耳
慣
れ
な
い
言
葉
を
巻
内
に
取
り
込
む
傾
向
が
窺
わ
れ
、
造

語
意
欲
も
盛
ん
で
あ
っ
た
こ
と
が
ま
ず
分
か
る
の
で
あ
る
。
さ
て
以
下
に
、
竹

河
巻
の
巻
固
有
初
出
語
を
二
章
で
分
析
し
た
﹃
源
氏
物
語
﹄
の
造
語
の
特
徴
と

照
ら
し
合
わ
せ
て
み
る
。

①
﹁
思
ふ
﹂、﹁
聞
く
﹂、﹁
言
ふ
﹂
を
語
頭
に
使
用
し
た
複
合
語
が
多
出
。

↓
︵
竹
河
巻
︶「
思
（
お
ぼ
）
し
留
（
と
）
む
」「
思
（
お
も
）
ほ
し
た
ゆ

た
ふ
」「
聞
こ
え
う
と
む
」「
聞
こ
え
た
す
く
」「
言
ひ
お
は
さ
う
ず
」

が
出
現
し
、
語
頭
で
は
な
い
が
﹁
急
ぎ
思
（
お
ぼ
）
す
の
例
も
見
ら
れ

る
。

② 

﹁
う
ち
﹂、﹁
も
の
﹂、﹁
な
ま
﹂
を
接
頭
語
と
し
て
生
み
出
さ
れ
た
複
合
語
が

多
出
。

↓
︵
竹
河
巻
︶「
う
ち
出
で
過
ぐ
」「
う
ち
交
（
か
）
ふ
」「
う
ち
止
（
さ
）

す
」「
な
ま
心
ゆ
か
ず
」「
な
ま
心
わ
ろ
し
」
が
出
現
。

③
接
尾
語
の
付
加
に
よ
る
品
詞
の
変
換
。

Ａ　

形
容
動
詞
へ
の
変
換

﹁
か
﹂、﹁
ら
か
﹂、﹁
や
か
﹂、﹁
げ
﹂、﹁
が
ち
﹂
な
ど
の
接
尾
語
を
名
詞
、
形
容

詞
、
副
詞
な
ど
に
付
け
て
、
形
容
動
詞
に
変
換
さ
れ
た
複
合
語
が
多
出
。

↓
︵
竹
河
巻
︶「
心
せ
ば
げ
な
り
」「
交
（
ま
じ
）
ら
い
に
く
げ
な
り
」「
仮

名
が
ち
な
り
」「
さ
ま
た
げ
や
う
な
り
」
が
出
現
。

Ｂ　

動
詞
へ
の
変
換

﹁
む
﹂、﹁
ぶ
﹂、﹁
だ
つ
﹂、﹁
や
ぐ
﹂、﹁
め
く
﹂、﹁
が
る
﹂
な
ど
の
接
尾
語
を
名

詞
、
形
容
詞
、
形
容
動
詞
な
ど
に
付
け
て
、﹁
～
の
よ
う
に
な
る
﹂、﹁
～
の
よ

う
に
す
る
﹂
と
い
っ
た
意
味
の
複
合
語
が
多
く
造
ら
れ
て
い
る
。
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↓
︵
竹
河
巻
︶「
た
だ
人
だ
つ
」「
は
か
ば
か
し
が
る
」
が
出
現
。

④
畳
語
表
現

↓
︵
竹
河
巻
︶「
我
（
わ
が
）
ぞ
我
ぞ
」
が
出
現
。

④
﹁
～
顔
な
り
﹂
と
い
う
表
現

↓
︵
竹
河
巻
︶「
心
寄
せ
あ
り
顔
な
り
」
が
出
現
。

こ
の
﹁
～
顔
﹂
と
い
う
表
現
方
法
は
源
氏
作
者
が
好
ん
で
多
用
し
た
特

徴
的
表
現
で
あ
る
が
、
こ
の
「
心
寄
せ
あ
り
顔
な
り
」
と
い
う
巻
固
有

初
出
語
は
複
数
の
自
立
語
が
組
み
合
わ
さ
れ
、
他
の
巻
の
巻
固
有
初
出

語
「
厭
（
い
と
）
ひ
聞
こ
え
顔
な
り
」︵
朝
顔
巻
︶
や
「
住
み
離
れ
顔

な
り
」︵
手
習
巻
︶
の
よ
う
に
、
い
か
に
も
紫
式
部
の
真
骨
頂
と
も
言

う
べ
き
造
語
と
考
え
ら
れ
る
。

⑤
漢
語
の
導
入

↓
︵
竹
河
巻
︶「
顕
証
（
け
ん
そ
う
）
な
り
」
が
出
現
。

「
心
寄
せ
あ
り
顔
な
り
」
の
よ
う
に
三
語
以
上
の
自
立
語
を
組
み
合
わ
せ
た
複

合
語
は
物
語
内
に
お
い
て
頻
繁
に
用
い
ら
れ
る
が
、
源
氏
以
前
の
主
要
か
な
文

学
作
品
に
は
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
い
特
有
の
造
語
方
法
で
あ
る
。
竹
河
巻
に
お

い
て
も
「
馴
れ
・
交
（
ま
じ
）
ら
ひ
・
歩
（
あ
り
）
く
」「
渡
り
・
通
ひ
・
御

座
（
お
は
）
す
」
と
い
っ
た
巻
固
有
初
出
語
が
出
現
し
て
い
る
。

　

繰
り
返
す
が
、
全
巻
を
通
じ
て
あ
る
巻
に
し
か
使
用
さ
れ
な
い
巻
固
有
語

は
、
そ
の
多
く
が
源
氏
以
前
の
主
要
な
か
な
文
学
作
品
に
は
見
出
せ
な
い
源
氏

初
出
語
で
あ
り
、
そ
の
大
半
が
源
氏
作
者
に
お
け
る
造
語
と
考
え
ら
れ
る
。
そ

し
て
二
章
で
源
氏
初
出
語
の
特
徴
、
言
い
換
え
れ
ば
源
氏
作
者
が
造
語
を
生
み

出
す
方
法
︵
あ
る
い
は
癖
︶
に
つ
い
て
分
析
し
た
が
、
竹
河
巻
に
お
け
る
巻
固

有
初
出
語
の
特
徴
は
そ
の
方
法
︵
癖
︶
と
著
し
く
重
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
竹
河
巻
に
違
和
感
を
抱
き
、
別
筆
の
可
能
性
を
探
っ
て
い
た
私
に

と
っ
て
は
ま
こ
と
に
残
念
な
結
果
に
な
っ
た
。
別
筆
の
可
能
性
を
論
じ
る
方
法

と
し
て
、
巻
全
体
の
文
章
の
調
子
︵
ト
ー
ン
・
マ
ナ
ー
︶
が
他
の
巻
と
異
な
る

こ
と
を
指
摘
し
た
か
っ
た
。
そ
の
た
め
に
は
﹁
何
と
な
く
稚
拙
で
あ
る
﹂
と
か
、

﹁
何
と
な
く
ま
ず
い
﹂、
で
は
説
得
力
が
な
く
、
文
章
を
構
成
す
る
一
つ
一
つ
の

語
彙
に
着
目
し
、
ど
の
よ
う
な
語
彙
を
竹
河
巻
に
取
り
入
れ
て
い
る
の
か
を
分

析
す
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
た
。
当
初
い
く
つ
か
の
語
彙
を
取
り
上
げ
て
、
そ

の
用
法
の
違
い
が
他
の
巻
と
異
な
る
こ
と
に
よ
り
考
察
し
よ
う
と
も
考
え
た

が
、
二
、
三
例
の
語
彙
の
用
法
が
異
な
る
こ
と
で
作
者
が
異
な
る
と
言
う
の
は

い
さ
さ
か
早
計
だ
と
考
え
直
し
た
。
そ
も
そ
も
語
彙
に
は
異
な
っ
た
用
法
が
付

き
も
の
で
あ
り
、
短
い
時
間
で
も
そ
の
経
過
と
と
も
に
用
法
が
変
化
し
な
い
と

も
限
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
一
章
で
扱
っ
た
よ
う
に
、
先
行
研
究
に
お
い

て
登
場
人
物
の
﹁
官
位
の
違
い
﹂
を
問
題
に
し
て
、﹁
作
者
が
違
う
か
ら
左
大

臣
と
右
大
臣
が
取
り
違
え
ら
れ
て
い
る
﹂
旨
の
指
摘
も
見
ら
れ
た
が
、
む
し
ろ

別
筆
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
官
位
の
問
題
に
は
慎
重
に
な
る
で
あ
ろ
う
し
、
同
筆
で

あ
る
が
故
の
う
っ
か
り
も
生
じ
る
で
あ
ろ
う
し
、
物
語
の
本
筋
に
関
わ
る
取
り

違
い
で
も
な
い
。

　

そ
こ
で
竹
河
巻
の
全
般
に
渡
る
文
章
の
調
子
を
作
り
上
げ
る
語
彙
に
着
目
し
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た
わ
け
で
あ
る
が
、
結
論
と
し
て
、
巻
固
有
語
が
他
の
巻
に
比
べ
て
著
し
く
少

な
か
っ
た
り
、
初
出
語
が
殆
ど
出
現
し
な
か
っ
た
り
、
紫
式
部
独
自
の
造
語
方

法
に
よ
る
複
合
語
の
用
例
が
な
か
っ
た
り
す
れ
ば
、
著
し
い
違
和
感
を
感
じ
る

こ
と
が
で
き
、
語
彙
が
醸
し
出
す
文
章
の
世
界
観
と
も
言
う
べ
き
違
い
を
暴
き

出
し
、
別
筆
の
可
能
性
を
打
ち
上
げ
る
こ
と
が
で
き
た
は
ず
で
あ
っ
た
。
が
、

残
念
な
が
ら
逆
の
結
論
を
導
き
出
す
に
至
っ
た
。
つ
ま
り
、
竹
河
巻
の
語
彙
か

ら
考
察
し
た
限
り
で
は
、﹁
竹
河
巻
は
同
筆
の
可
能
性
が
極
め
て
高
い
﹂
と
言

わ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。

五
　
巻
固
有
語
と
源
氏
以
後
の
同
時
代
他
作
品
と
の
照
合

　
﹃
源
氏
物
語
﹄
の
巻
固
有
初
出
語
は
、
そ
の
大
半
が
全
編
を
通
じ
て
一
回
の

み
の
出
現
で
あ
り
、
語
彙
と
し
て
普
遍
性
が
な
く
、
多
く
が
作
者
の
得
意
と
す

る
造
語
に
よ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
の
こ
と
を
裏
付
け
る
一
つ
の
手
立

て
と
し
て
、﹃
紫
式
部
日
記
﹄
及
び
、
源
氏
と
源
氏
以
後
の
同
時
代
か
な
文
学

作
品
で
あ
る
﹃
栄
花
物
語
﹄、﹃
更
級
日
記
﹄、﹃
浜
松
中
納
言
物
語
﹄、﹃
夜
の
寝

覚
﹄、﹃
狭
衣
物
語
﹄
と
の
用
例
照
合
を
試
み
た
。

　
﹃
源
氏
物
語
﹄
の
巻
固
有
初
出
語
の
う
ち
﹃
紫
式
部
日
記
﹄
に
お
い
て
も
使

用
さ
れ
て
い
る
語
彙
は
以
下
の
二
五
語
で
あ
り
ア
イ
ウ
エ
オ
順
に
掲
載
す
る
。

出
で
あ
ふ
、
誘
︵
い
ざ
な
︶
ひ
出
づ
、
言
ひ
な
ら
ぶ
、
う
ち
解
け
ゐ
る
、

う
ち
ね
ぶ
、
愁
へ
泣
く
、
お
と
し
め
思
ふ
、
多
か
り
げ
な
り
、
思
︵
お
ぼ
︶

し
な
ら
ふ
、
思
ひ
お
く
る
、
書
き
ま
ず
、
聞
こ
え
さ
せ
お
く
、
聳
︵
そ
び
︶

ゆ
、
た
た
き
の
の
し
る
、
つ
き
づ
き
し
げ
な
り
、
造
り
い
と
な
む
、
造
り

下
ろ
す
、
取
り
さ
く
、
な
ほ
り
が
た
し
、
馴
れ
過
ぐ
、
難
ず
、
ほ
け
痴
︵
し
︶

る
、
見
え
な
す
、
教
︵
を
し
︶
へ
た
つ
、
わ
れ
さ
か
し
に

こ
れ
ら
﹃
紫
式
部
日
記
﹄
に
も
使
用
さ
れ
た
二
五
語
の
う
ち
、
傍
線
を
引
い
た

僅
か
七
語
の
み
が
﹃
栄
花
物
語
﹄
以
下
の
五
作
品
に
も
用
例
の
見
ら
れ
る
も
の

で
あ
る
。﹁
出
で
あ
ふ
﹂
が
﹃
栄
花
物
語
﹄
に
五
例
使
用
さ
れ
て
い
る
以
外
は
、

﹁
誘
︵
い
ざ
な
︶
ひ
出
づ
﹂
が
﹃
浜
松
中
納
言
物
語
﹄
と
﹃
夜
の
寝
覚
﹄
に
各

一
例
、﹁
多
か
り
げ
な
り
﹂
が
﹃
狭
衣
物
語
﹄
に
一
例
、﹁
思
︵
お
ぼ
︶
し
な
ら

ふ
﹂
が
﹃
狭
衣
物
語
﹄
に
一
例
、﹁
聳
︵
そ
び
︶
ゆ
﹂
が
﹃
浜
松
中
納
言
物
語
﹄

に
一
例
、﹃
夜
の
寝
覚
﹄
に
二
例
、﹁
な
ほ
り
が
た
し
﹂
が
﹃
狭
衣
物
語
﹄
に
一

例
、﹁
教
︵
を
し
︶
へ
た
つ
﹂
が
﹃
栄
花
物
語
﹄、﹃
浜
松
中
納
言
物
語
﹄、﹃
夜

の
寝
覚
﹄
に
各
一
例
使
用
さ
れ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
残
り
の
一
八
語
は
﹃
源

氏
物
語
﹄
と
﹃
紫
式
部
日
記
﹄
以
外
に
は
見
ら
れ
な
い
語
彙
で
あ
り
、
い
か
に

も
紫
式
部
の
固
有
語
と
い
っ
た
印
象
が
強
い
。
な
お
、
竹
河
巻
に
お
け
る
巻
固

有
語
﹁
癖
︵
く
せ
︶
ぐ
せ
し
﹂
も
﹃
紫
式
部
日
記
﹄
に
用
例
が
あ
り
、
作
者
の

共
通
性
が
窺
わ
れ
る
が
、
こ
の
言
葉
は
﹃
蜻
蛉
日
記
﹄
に
一
例
の
用
例
が
あ
り
、

紫
式
部
の
固
有
語
と
は
言
え
な
い
。

　

四
章
で
掲
げ
た
竹
河
巻
の
巻
固
有
語
五
六
語
の
う
ち
、
巻
固
有
初
出
語
は
三

六
語
に
及
ぶ
が
、
こ
の
三
六
語
が
同
時
代
五
作
品
に
用
例
が
あ
る
か
を
調
べ
た

が
、
用
例
が
あ
る
の
は
以
下
の
六
語
︵
七
例
︶
の
み
で
あ
っ
た
。﹁
急
ぎ
思
︵
お
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ぼ
︶
す
﹂
が
﹃
栄
花
物
語
﹄
に
一
例
、﹁
言
ひ
お
は
さ
う
ず
﹂
が
﹁
狭
衣
物
語
﹂

に
一
例
、﹁
屈
︵
く
ん
︶
じ
入
る
﹂
が
﹃
夜
の
寝
覚
﹄
に
一
例
、﹁
顕
証
︵
け
ん

そ
う
︶
な
り
﹂
が
﹃
更
級
日
記
﹄
と
﹃
浜
松
中
納
言
物
語
﹄
に
一
例
ず
つ
、﹁
頼

み
か
か
る
﹂
が
﹃
狭
衣
物
語
﹄
に
一
例
﹁
仄
︵
ほ
の
︶
め
き
寄
る
﹂
が
﹃
夜
の

寝
覚
﹄
に
一
例
見
ら
れ
る
に
過
ぎ
な
い
。
残
り
の
三
〇
語
は
竹
河
巻
を
書
い
た

作
者
が
独
自
に
造
り
出
し
た
も
の
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
は
な
い
か
。
で
あ
る

な
ら
ば
、
こ
の
時
代
に
果
た
し
て
紫
式
部
以
外
に
そ
の
よ
う
な
特
異
な
造
語
能

力
を
有
し
た
物
書
き
が
存
在
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
竹
河
巻
以
外
の
他
の
五
三
巻

と
極
め
て
重
な
っ
た
方
法
で
複
合
語
を
生
み
出
し
得
る
逸
材
が
彼
女
以
外
に
存

在
し
た
と
は
考
え
に
く
い
の
で
あ
る
。

（
お
わ
り
に
）

　

さ
て
、
で
は
竹
河
巻
の
作
者
が
紫
式
部
で
あ
る
な
ら
ば
、
な
ぜ
こ
の
巻
に
多

く
の
研
究
者
が
違
和
感
を
抱
く
の
で
あ
ろ
う
か
。
先
行
研
究
に
よ
っ
て
い
ろ
い

ろ
な
問
題
点
が
論
じ
ら
れ
て
き
た
が
、
冒
頭
で
述
べ
た
よ
う
に
、
薫
の
人
物
像

は
物
語
の
本
質
に
関
わ
る
問
題
で
あ
り
、
そ
れ
が
、
竹
河
巻
と
橋
姫
巻
以
降
で

は
一
八
〇
度
異
な
っ
て
描
か
れ
て
い
る
こ
と
は
な
か
な
か
説
明
が
つ
か
な
い
。

も
し
説
明
を
つ
け
よ
う
と
す
れ
ば
、
大
朝
雄
二
︵
注
16
︶
の
論
じ
る
よ
う
に
、

﹁
作
者
は
紫
式
部
で
あ
る
が
、
推
敲
す
る
以
前
の
未
定
稿
と
か
ん
が
え
る
べ
き
﹂

と
い
う
結
論
に
至
る
の
が
妥
当
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
紫
式
部
は
幻
巻
ま
で
を

書
き
上
げ
て
、
光
源
氏
の
死
と
と
も
に
﹃
源
氏
物
語
﹄
を
終
わ
り
に
し
た
か
っ

た
の
で
は
な
い
か
。
少
な
く
と
も
書
き
た
い
こ
と
は
全
部
書
い
て
し
ま
い
、
続

編
な
ど
思
い
も
よ
ら
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
と
こ
ろ
が
周
囲
か
ら
の
続
編

の
要
望
が
強
く
、
気
の
進
ま
な
い
ま
ま
書
き
出
し
た
の
が
匂
宮
三
帖
か
も
し
れ

な
い
。
こ
の
時
点
で
は
続
編
の
し
っ
か
り
し
た
テ
ー
マ
が
決
ま
っ
て
い
な
か
っ

た
、
三
帖
と
も
そ
う
い
う
書
き
ぶ
り
で
あ
る
。
匂
宮
巻
は
光
源
氏
死
後
の
光
源

氏
に
直
結
す
る
匂
宮
と
薫
の
動
静
が
語
ら
れ
、
紅
梅
巻
は
内
大
臣
死
後
の
内
大

臣
家
の
人
物
が
語
ら
れ
る
。
ま
た
竹
河
巻
は
、
鬚
黒
亡
き
あ
と
の
母
玉
鬘
の
後

日
談
が
展
開
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
三
帖
を
読
み
進
ん
で
み
て
も
、
物
語
の

テ
ー
マ
が
見
え
て
こ
な
い
の
で
あ
る
。
作
者
は
試
行
錯
誤
を
し
な
が
ら
書
き
続

け
る
う
ち
に
、
何
か
テ
ー
マ
を
見
つ
け
よ
う
と
模
索
し
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ

る
。
そ
の
よ
う
な
状
況
に
お
い
て
竹
河
巻
は
書
か
れ
た
が
、
宇
治
十
帖
と
い
う

続
編
の
テ
ー
マ
を
見
出
し
た
後
は
、
ス
ト
ー
リ
ー
展
開
に
は
何
ら
繋
が
り
を
持

た
な
い
巻
と
な
り
、
竹
河
巻
は
推
敲
し
て
世
に
出
す
必
要
の
な
い
未
定
稿
と
い

う
位
置
付
け
に
し
て
お
い
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
が
何
ら
か

の
理
由
で
世
間
に
露
出
さ
れ
た
と
推
定
す
る
の
は
、
あ
ま
り
に
も
非
現
実
的
で

あ
ろ
う
か
。 

以　

上　

【
付
記
】　

本
稿
は
平
成
二
十
七
年
度
学
習
院
大
学
人
文
科
学
研
究
所
若
手
研
究
者
研
究

助
成
の
給
付
を
受
け
た
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

注︵
1
︶　

武
田
宗
俊
﹁﹁
竹
河
の
巻
﹂
に
就
い
て
﹂﹃
国
語
と
国
文
学
﹄︵
一
九
四
九
年
八
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月
号
︶

︵
2
︶　

池
田
亀
鑑
﹃
新
講
源
氏
物
語
・
下
巻
﹄
至
文
堂
︵
一
九
五
一
年
五
月
︶

︵
3
︶　

小
山
敦
子
﹁
女
一
宮
物
語
と
浮
舟
物
語
﹂﹃
国
語
と
国
文
学
﹄︵
一
九
五
九
年
五

月
︶

︵
4
︶　

石
川
徹
﹁
源
氏
物
語
は
果
し
て
紫
式
部
一
人
の
創
作
か
﹂﹃
解
釈
と
鑑
賞
﹄︵
一

九
六
一
年
十
月
号
︶

︵
5
︶　

石
田
穣
二
﹁
匂
宮
・
紅
梅
・
竹
河
の
三
帖
を
め
ぐ
っ
て
﹂﹃
解
釈
と
鑑
賞
﹄︵
一

九
六
一
年
十
月
号
︶

︵
6
︶　

石
田
穣
二
﹁
紅
梅
の
巻
語
彙
考
証
﹂﹃
学
苑
﹄︵
一
九
六
二
年
一
月
号
︶

︵
7
︶　

石
田
穣
二
﹁
匂
兵
部
卿
の
巻
語
彙
考
証
﹂﹃
国
語
と
国
文
学
﹄︵
一
九
六
二
年
五

月
号
︶

︵
8
︶　

石
田
穣
二
﹁
匂
宮
・
紅
梅
そ
の
後
﹂﹃
王
朝
文
学
﹄︵
一
九
六
二
年
十
月
号
︶

︵
9
︶　

石
田
穣
二
﹁
匂
宮
・
紅
梅
・
竹
河
﹂﹃
解
釈
と
鑑
賞
﹄︵
一
九
六
三
年
三
月
号
︶

︵
10
︶　

石
田
穣
二
﹁
匂
宮
・
紅
梅
の
語
彙
﹂﹃
学
苑
﹄︵
一
九
六
五
年
一
月
号
︶

︵
11
︶　

高
橋
和
夫
﹃
源
氏
物
語
の
主
題
と
構
想
﹄
桜
楓
社
︵
一
九
六
六
年
二
月
︶

︵
12
︶　

稲
賀
敬
二
﹃
源
氏
物
語
の
研
究
﹄
笠
間
書
院
︵
一
九
六
七
年
九
月
︶

︵
13
︶　

野
口
元
大
﹁
物
語
の
続
編
﹂﹃
論
叢
王
朝
文
学
﹄
笠
間
書
院
︵
一
九
七
八
年
十

二
月
︶

︵
14
︶　

今
井
源
衛
﹁
竹
河
巻
は
紫
式
部
原
作
で
あ
ろ
う
︵
上
︶﹂﹃
文
学
研
究
︵
九
州
大

学
文
学
部
︶﹄︵
一
九
七
五
年
三
月
︶

︵
15
︶　

今
井
源
衛
﹁
竹
河
巻
は
紫
式
部
原
作
で
あ
ろ
う
︵
下
︶﹂﹃
語
文
研
究
︵
九
州
大

学
国
語
国
文
学
会
︶﹄︵
一
九
七
五
年
六
月
︶

︵
16
︶　

大
朝
雄
二
﹁
源
氏
物
語
匂
宮
三
帖
試
論
﹂﹃
日
本
文
学
新
見
﹄
笠
間
書
院
︵
一

九
七
六
年
︶

︵
17
︶　

池
田
和
臣
﹁
竹
河
巻
と
橋
姫
物
語
試
論
﹂﹃
源
氏
物
語
及
び
以
後
の
物
語
研
究

と
資
料
・
古
代
文
学
論
叢
第
七
輯
﹄
武
蔵
野
書
院
︵
一
九
七
九
年
︶

︵
18
︶　

池
田
和
臣
﹁
匂
宮
・
紅
梅
・
竹
河
三
帖
の
成
立
﹂﹃
講
座
源
氏
物
語
の
世
界　

第
七
集
﹄
有
斐
閣
︵
一
九
八
二
年
︶

︵
19
︶　

田
坂
憲
二
﹁
竹
河
巻
紫
式
部
自
作
説
疑
有
﹂﹃
源
氏
物
語
の
展
望　

第
二
輯
﹄

三
弥
井
書
店
︵
二
〇
〇
七
年
︶

︵
20
︶　

大
野
晋
﹁
基
本
語
彙
に
関
す
る
二
三
の
研
究
﹂﹃
国
語
学　

第
二
十
四
集
﹄︵
国

語
学
会
編　

一
九
五
六
年
︶

︵
21
︶　

一
語
の
定
義
は
宮
島
達
夫
﹃
古
典
対
照
語
い
表
﹄︵
笠
間
書
院　

一
九
九
二
年
︶

に
従
っ
た
。

︵
22
︶　

山
口
仲
美
﹃
平
安
朝
の
言
葉
と
文
体
﹄︵
風
間
書
房　

一
九
九
八
年
︶

︵
23
︶　

一
語
の
定
義
は
池
田
亀
鑑
﹃
源
氏
物
語
大
成
﹄
に
従
っ
た
。
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EN
G
LISH

 SU
M
M
A
R
Y

W
ho w

rote “T
akekaw

a” in T
he T

ale of G
enji

—
Exam

ining special w
ords in “T

akekaw
a”—

Y
O
SH
IM
U
R
A
 K
en-ichi

　M
any researchers of T

he T
ale of Genji have long suspected the 

w
riter of “T

akekaw
a” could not be M

urasaki Shikibu, because the 
w

riting style in “T
akekaw

a” is poor and childish, and the story of 
“T

akekaw
a” is not possible.

　Recently, students of Genji have chosen not to take up this ques-
tion because of the difficulties involved, but, in this paper, I attem

pt 
to answ

er this question by exam
ining special w

ords, nam
ely, those 

w
ords that w

ere not found in T
he T

ale of Genji. M
urasaki Sikibu cre-

ated m
any new

 w
ords in T

he T
ale of Genji. In this paper, I find all of 

the special w
ords in Genji and com

pare them
 w

ith the special w
ords 

of “T
akekaw

a”. In doing so, I am
 convinced that this is an innovative 

w
ay of dealing w

ith the problem
 of identifying the author of the lat-

ter.　K
ey W

ords:   “T
akekaw

a”, special w
ords, T

he T
ale of Genji, M

ura-
saki Sikibu


