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『
源
氏
物
語
』「
幻
」
巻
論

勝
亦
　
志
織

﹇
キ
ー
ワ
ー
ド：

①
『
源
氏
物
語
』
②
物
語
　
③
記
憶
　
④
手
紙
﹈

一
、「
梅
枝
」
巻
の
記
憶
と
「
春
」
の
訪
れ

紫
の
上
亡
き
後
の
光
源
氏
の
姿
を
描
写
す
る
幻
巻
。
そ
こ
に
は
一
年
を
か
け
て
紫
の
上
を
亡
く
し
た
悲
し
み
を
癒
し
、
出
家
あ

る
い
は
自
己
の
死
へ
向
け
た
光
源
氏
の
姿
が
あ
る
。
年
中
行
事
を
ふ
ま
え
て
描
か
れ
る
こ
の
巻
の
問
題
は
こ
れ
ま
で
も
論
じ
ら
れ

て
き
た
が
、
そ
こ
に
は
ま
だ
、
物
語
内
の
過
去
を
ふ
ま
え
た
考
察
が
抜
け
落
ち
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
本
論
で
は
梅
枝

巻
の
記
述
を
一
つ
の
物
語
内
過
去
と
し
て
捉
え
、
そ
れ
を
考
察
の
端
緒
と
し
て
、
幻
巻
の
問
題
を
見
て
い
こ
う
と
思
う
。

幻
巻
の
冒
頭
、「
春
の
上
」
を
亡
く
し
た
源
氏
の
も
と
に
も
「
春
」
は
訪
れ
る
。

春
の
光
を
見
た
ま
ふ
に
つ
け
て
も
、
い
と
ど
く
れ
惑
ひ
た
る
や
う
に
の
み
、
御
心
ひ
と
つ
は
、
悲
し
さ
の
改
ま
る
べ
く
も
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あ
ら
ぬ
に
、
外
に
は
、
例
の
や
う
に
人
び
と
参
り
た
ま
ひ
な
ど
す
れ
ど
、
御
心
地
悩
ま
し
き
さ
ま
に
も
て
な
し
た
ま
ひ
て
、

御
簾
の
内
に
の
み
お
は
し
ま
す
。
兵
部
卿
宮
渡
り
た
ま
へ
る
に
ぞ
、
た
だ
う
ち
と
け
た
る
方
に
て
対
面
し
た
ま
は
む
と
て
、

御
消
息
聞
こ
え
た
ま
ふ
。

「
わ
が
宿
は
花
も
て
は
や
す
人
も
な
し
何
に
か
春
の
た
づ
ね
来
つ
ら
む
」

宮
、
う
ち
涙
ぐ
み
た
ま
ひ
て
、

「
香
を
と
め
て
来
つ
る
か
ひ
な
く
お
ほ
か
た
の
花
の
た
よ
り
と
言
ひ
や
な
す
べ
き
」

紅
梅
の
下
に
歩
み
出
で
た
ま
へ
る
御
さ
ま
の
、
い
と
な
つ
か
し
き
に
ぞ
、
こ
れ
よ
り
他
に
見
は
や
す
べ
き
人
な
く
や
、
と

見
た
ま
へ
る
。
花
は
ほ
の
か
に
開
け
さ
し
つ
つ
、
を
か
し
き
ほ
ど
の
匂
ひ
な
り
。
御
遊
び
も
な
く
、
例
に
変
り
た
る
こ
と
多

か
り
。

（
幻
④
五
二
一
―

五
二
二
）

こ
こ
で
の
「
春
の
光
」
と
は
、
源
氏
が
紫
の
上
を
回
想
す
る
契
機
で
あ
り
、
共
に
愛
で
て
き
た
「
春
」
を
表
す
も
の
で
あ
る
。
そ

の
「
光
」
と
「
く
れ
ま
ど
ひ
」
が
対
照
的
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
通
り
だ
ろ
う
（
1
）
。
こ
の
「
春

の
光
」
と
と
も
に
、
春
を
愛
で
る
人
物
で
あ
る
蛍
兵
部
卿
宮
が
源
氏
を
訪
れ
る
。
紅
梅
の
咲
き
匂
う
中
に
蛍
宮
の
登
場
。
こ
こ
で

は
お
の
ず
と
、
梅
枝
巻
の
薫
物
合
せ
の
場
面
が
思
い
浮
か
ぼ
う
（
2
）
。

二
月
の
十
日
、
雨
す
こ
し
降
り
て
、
御
前
近
き
紅
梅
盛
り
に
、
色
も
香
も
似
る
も
の
な
き
ほ
ど
に
、
兵
部
卿
宮
渡
り
た
ま

へ
り
。
御
い
そ
ぎ
の
今
日
明
日
に
な
り
に
け
る
こ
と
ど
も
、
訪
ら
ひ
き
こ
え
た
ま
ふ
。
昔
よ
り
取
り
分
き
た
る
御
仲
な
れ
ば
、

隔
て
な
く
、
そ
の
こ
と
か
の
こ
と
、
と
聞
こ
え
あ
は
せ
た
ま
ひ
て
、
花
を
め
で
つ
つ
お
は
す
る
ほ
ど
に
、
前
斎
院
よ
り
と
て
、
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散
り
過
ぎ
た
る
梅
の
枝
に
つ
け
た
る
御
文
持
て
参
れ
り
。

（
梅
枝
③
四
〇
五
）

こ
の
よ
う
に
、
梅
枝
巻
で
は
、
や
は
り
紅
梅
の
盛
り
に
蛍
宮
が
登
場
し
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
宮
の
訪
問
に
加
え
朝
顔
斎
院

か
ら
の
薫
物
が
届
け
ら
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
薫
物
の
試
み
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
梅
枝
巻
で
の
源
氏
と
紫
の
上
は
、
愛

娘
の
入
内
準
備
は
さ
る
こ
と
な
が
ら
「
人
の
御
親
げ
な
き
御
争
ひ
心
な
り
」（
梅
枝
③
四
〇
五
）
と
さ
れ
る
ほ
ど
の
熱
中
ぶ
り
で

あ
る
。
こ
う
し
た
遊
び
が
許
さ
れ
る
ほ
ど
、
六
条
院
は
完
全
に
近
い
形
で
あ
っ
た
と
も
言
え
よ
う
か
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
梅
枝

巻
は
、
娘
を
入
内
さ
せ
、
再
び
源
氏
と
紫
の
上
、
二
人
だ
け
の
時
間
が
始
ま
る
は
ず
の
巻
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
若
菜
上
巻
の
女

三
宮
の
降
嫁
に
よ
る
六
条
院
の
混
乱
と
崩
壊
を
、
幻
巻
の
源
氏
も
、
そ
し
て
読
者
も
知
っ
て
い
る
。
幻
巻
か
ら
振
り
返
っ
て
み
れ

ば
、
紫
の
上
と
の
平
穏
な
日
常
こ
そ
梅
枝
巻
が
最
後
で
あ
っ
た
。

そ
し
て
、
幻
巻
に
も
、
そ
の
梅
枝
巻
と
同
じ
春
が
蛍
宮
と
共
に
訪
れ
る
。
そ
も
そ
も
、
梅
枝
巻
で
の
蛍
宮
の
薫
物
へ
の
判
は
、

源
氏
か
ら
「
心
き
た
な
き
判
者
な
め
り
」（
梅
枝
③
四
一
〇
）
と
言
わ
れ
な
が
ら
も
、
紫
の
上
の
「
梅
花
」
に
対
し
「
対
の
上
の

御
は
、
三
種
あ
る
中
に
、
梅
花
は
な
や
か
に
い
ま
め
か
し
う
、
す
こ
し
は
や
き
心
し
ら
ひ
を
添
へ
て
、
め
づ
ら
し
き
薫
り
加
は
れ

り
。」（
梅
枝
③
四
〇
九
）
と
、
春
の
紅
梅
の
盛
り
、
前
掲
の
引
用
部
に
も
あ
る
よ
う
に
「
色
も
香
も
似
る
も
の
な
き
」
状
態
で
、

「
梅
花
」
を
賞
賛
し
て
い
た
。
季
節
的
な
背
景
を
鑑
み
た
と
き
、
明
ら
か
に
紫
の
上
の
「
梅
花
」
こ
そ
、
こ
の
場
に
お
い
て
最
も

優
れ
た
も
の
と
し
て
判
断
さ
れ
て
は
い
な
か
っ
た
か
。
蛍
宮
が
春
・
紅
梅
と
共
に
訪
れ
る
こ
と
は
、
幻
巻
ま
で
の
物
語
の
記
憶
を

持
つ
者
、
つ
ま
り
光
源
氏
や
読
者
に
と
っ
て
、
紫
の
上
を
美
的
に
回
想
し
よ
う
と
す
る
有
り
様
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
幻
巻
冒
頭
の
表
現
は
、
直
接
に
梅
枝
巻
を
指
し
示
す
こ
と
は
な
い
。
し
か
し
、「
花
も
て
は
や
す
人
」
で
あ
っ
た

紫
の
上
が
い
な
い
今
、
蛍
宮
以
外
に
紅
梅
を
「
見
は
や
す
べ
き
人
な
く
や
」
と
源
氏
が
見
つ
め
て
い
る
の
は
、
梅
枝
巻
に
お
い
て
、
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紅
梅
と
紫
の
上
の
「
梅
花
」
を
賞
賛
し
た
蛍
宮
だ
か
ら
こ
そ
で
あ
る
。
幻
巻
の
冒
頭
、
そ
れ
は
物
語
内
の
記
憶
を
ベ
ー
ス
に
し
て
、

紫
の
上
の
記
憶
を
共
有
で
き
る
蛍
宮
が
登
場
す
る
こ
と
で
、
よ
り
い
っ
そ
う
源
氏
の
悲
嘆
を
明
確
な
も
の
に
し
て
い
る
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。〈
記
憶
の
共
有
〉
が
、
こ
こ
で
は
不
在
の
紫
の
上
を
い
っ
そ
う
際
立
た
せ
る
の
で
あ
る
。

二
、
季
節
の
変
化
と
「
物
語
」
の
ゆ
く
え

幻
巻
の
時
間
の
流
れ
に
つ
い
て
、
例
え
ば
小
町
谷
照
彦
氏
は
、
物
語
は
御
法
巻
で
歩
み
を
止
め
る
と
指
摘
さ
れ
た
う
え
で
、

「「
幻
」
は
光
源
氏
の
時
間
と
の
格
闘
の
場
な
の
で
あ
る
。「
幻
」
の
一
年
は
、
光
源
氏
が
そ
の
最
後
を
全
う
す
る
為
に
必
要
で
あ

っ
た
」
と
し
（
3
）
、
ま
た
、
後
藤
祥
子
氏
は
、「
紫
の
上
亡
き
あ
と
、
源
氏
が
心
静
か
な
出
家
の
時
を
迎
え
る
準
備
期
間
と
し
て
、

な
ん
ら
物
語
の
進
展
す
べ
く
も
な
い
、
た
だ
時
間
の
支
配
に
任
せ
た
一
年
を
叙
す
べ
く
設
け
ら
れ
た
巻
だ
と
い
う
こ
と
が
で
き

る
。」
と
述
べ
ら
れ
る
（
4
）
。
実
際
、
幻
巻
に
は
こ
れ
と
い
っ
て
大
き
な
出
来
事
が
あ
る
わ
け
で
も
な
い
。
た
だ
時
間
の
流
れ
に
そ

っ
た
、
紫
の
上
を
亡
く
し
た
源
氏
の
日
常
が
綴
ら
れ
る
だ
け
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
稲
賀
敬
二
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
こ
れ
ま

で
「
時
間
」
を
生
み
出
し
て
き
た
「
光
源
氏
が
、
今
静
か
に
「
時
間
」
の
流
れ
の
中
に
身
を
ゆ
だ
ね
て
、
一
生
を
回
想
し
て
い
る
。

は
じ
め
て
こ
こ
に
一
個
の
人
間
光
源
氏
が
い
る
」
の
で
あ
ろ
う
（
5
）
。
幻
巻
の
「
時
間
」
は
、
源
氏
の
管
理
下
を
離
れ
、
外
側
を
流

れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
の
源
氏
の
生
活
を
、
紫
の
上
の
服
喪
の
期
間
と
捉
え
る
の
か
、
あ
る
い
は
出
家
ま
で
の
時
間
と
取
る
か
、
さ
ら
に
は
思
い
出

に
浸
っ
た
生
活
と
取
る
か
、
こ
れ
ま
で
多
く
の
解
釈
が
と
ら
れ
て
き
た
（
6
）
。
そ
し
て
、
そ
の
特
異
な
表
現
を
支
え
る
た
め
に
、
年

中
行
事
的
な
、
あ
る
い
は
歌
日
記
的
な
文
体
が
要
請
さ
れ
て
き
た
と
さ
れ
る
（
7
）
。
こ
れ
ま
で
述
べ
ら
れ
て
き
た
幻
巻
に
つ
い
て
の
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所
論
は
、
ひ
と
え
に
源
氏
の
「
死
」
あ
る
い
は
「
出
家
」
に
向
け
た
生
活
が
、
一
年
の
叙
述
を
通
し
て
紫
の
上
へ
の
哀
傷
と
懐
旧

に
彩
ら
れ
て
い
る
と
す
る
。

し
か
し
、
そ
う
し
た
生
活
を
物
語
が
叙
述
す
る
意
味
と
は
何
か
。
物
語
は
懐
旧
を
述
べ
て
い
き
た
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
本
論

で
は
、
こ
の
源
氏
の
一
年
は
、
紫
の
上
を
〈
忘
れ
る
〉
た
め
の
一
年
と
捉
え
た
い
。
つ
ま
り
、
忘
却
に
向
け
て
の
営
み
を
幻
巻
は

綴
る
の
で
あ
る
。
記
憶
か
ら
忘
却
へ
、
紫
の
上
亡
き
今
、
源
氏
に
と
っ
て
出
家
の
絆
と
な
る
よ
う
な
存
在
は
い
な
い
。
た
だ
、
自

身
の
紫
の
上
に
対
す
る
思
い
こ
そ
、
大
き
な
絆
な
の
だ
。
季
節
の
循
環
と
共
に
、
源
氏
は
紫
の
上
を
忘
れ
よ
う
と
す
る
。
そ
の
過

程
と
し
て
様
々
な
行
事
が
利
用
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ま
ず
は
春
を
背
景
に
し
た
周
囲
と
源
氏
と
の
か
か
わ
り
を

〈
記
憶
の
共
有
〉
と
「
物
語
」
と
い
う
二
つ
の
点
か
ら
み
て
い
き
た
い
。

前
節
で
見
た
よ
う
に
、
新
春
、
蛍
宮
の
来
訪
は
、
二
人
の
共
有
す
る
紫
の
上
の
記
憶
を
ま
ざ
ま
ざ
と
思
い
出
さ
せ
る
。
そ
し
て
、

周
囲
に
仕
え
る
女
房
た
ち
と
「
つ
れ
づ
れ
な
る
ま
ま
に
、
い
に
し
へ
の
物
語
」（
幻
④
五
二
二
）
を
す
る
。
こ
の
「
い
に
し
へ
の

物
語
」
は
、
か
つ
て
紫
の
上
を
嘆
か
せ
た
過
去
で
あ
り
、
同
時
に
「
そ
の
を
り
の
事
の
心
を
も
知
り
、
今
も
近
う
仕
う
ま
つ
る

人
々
は
、
ほ
の
ぼ
の
聞
こ
え
出
づ
る
も
あ
り
。」（
幻
④
五
二
三
）
と
、
紫
の
上
の
記
憶
を
共
有
す
る
人
々
と
の
「
物
語
」
で
あ
っ

た
。
こ
の
状
況
で
は
、
源
氏
は
紫
の
上
の
過
去
を
共
有
す
る
人
物
と
の
対
話
が
可
能
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
続
く
、
中
納
言
の
君
、

中
将
の
君
た
ち
と
の
「
御
物
語
」
も
同
様
で
あ
ろ
う
。
な
か
で
も
中
将
の
君
に
つ
い
て
は
、
源
氏
は
紫
の
上
の
「
御
形
見
の
筋
」

と
し
て
捉
え
て
お
り
、
こ
う
し
た
形
見
の
人
々
と
の
「
物
語
」
が
、
新
春
の
源
氏
を
支
え
て
い
る
と
い
っ
て
も
い
い
だ
ろ
う
。

そ
の
「
物
語
」
が
再
び
述
べ
ら
れ
る
の
は
、
明
石
の
御
方
を
訪
ね
た
折
で
あ
る
。「
こ
な
た
に
て
は
、
の
ど
や
か
に
昔
物
語
な

ど
し
た
ま
ふ
。」（
幻
④
五
三
三
）
と
、
直
前
に
訪
ね
た
女
三
宮
の
も
と
と
は
う
っ
て
変
わ
り
、
明
石
の
御
方
と
は
「
物
語
」
が
可

能
な
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
も
〈
記
憶
の
共
有
〉
が
問
題
と
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
か
。
直
前
の
場
面
で
、
御
簾
越
し
な
が
ら
も
対
面
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し
た
夕
霧
や
紅
梅
や
桜
を
愛
で
る
匂
宮
の
存
在
は
、
紫
の
上
と
の
過
去
、
あ
る
い
は
紫
の
上
の
記
憶
を
共
有
し
て
い
た
。
し
か
し
、

女
三
宮
と
は
、
そ
う
し
た
共
有
で
き
る
過
去
は
な
い
。
女
三
宮
の
存
在
は
紫
の
上
を
思
い
出
さ
せ
る
媒
体
に
し
か
な
ら
ず
、
対
話

の
可
能
性
は
ま
っ
た
く
な
い
。
そ
れ
が
、
明
石
の
御
方
の
も
と
に
行
く
と
、
一
転
し
て
「
物
語
」
が
浮
上
す
る
。

明
石
の
御
方
と
の
「
物
語
」
は
、「
昔
物
語
」
か
ら
「
昔
今
の
御
物
語
」
に
発
展
し
、
そ
れ
は
「
か
く
て
も
明
か
し
つ
べ
き
夜

を
」
と
思
う
ほ
ど
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
源
氏
は
明
石
の
御
方
の
も
と
か
ら
帰
る
。
源
氏
と
明
石
の
御
方
と
の
二
人
の
間
に

は
、
確
か
に
紫
の
上
の
記
憶
が
共
有
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
は
「
昔
物
語
」
と
し
て
対
話
で
き
る
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
れ

は
「
昔
今
」
の
物
語
ま
で
連
綿
と
続
い
て
い
く
。
夜
が
明
け
る
ま
で
「
物
語
」
を
続
け
た
ら
、
そ
こ
に
は
、
も
は
や
紫
の
上
の
姿

は
な
い
だ
ろ
う
。
だ
か
ら
こ
そ
源
氏
は
、
明
石
の
御
方
の
も
と
か
ら
自
室
に
も
ど
る
の
で
あ
る
。

蛍
宮
・
匂
宮
・
女
三
宮
・
明
石
の
御
方
・
女
房
た
ち
と
、
紫
の
上
の
記
憶
を
共
有
し
た
人
々
と
の
「
物
語
」
が
述
べ
ら
れ
て
き

た
。
そ
こ
に
は
、「
物
語
」
に
よ
っ
て
紫
の
上
を
回
想
し
、
あ
る
い
は
「
物
語
」
の
不
可
能
性
に
よ
っ
て
紫
の
上
を
回
想
す
る
源

氏
の
姿
が
あ
っ
た
。
背
景
の
季
節
は
春
、
春
の
上
と
も
称
さ
れ
た
紫
の
上
が
思
い
出
さ
れ
る
に
ふ
さ
わ
し
い
季
節
で
あ
っ
た
。
し

か
し
、
幻
巻
に
お
け
る
「
物
語
」
と
い
う
単
語
は
こ
こ
で
消
え
る
。
幻
巻
の
時
間
は
、
お
だ
や
か
な
「
物
語
」
と
回
想
の
時
間
を

越
え
、
こ
の
後
、
ス
ピ
ー
ド
を
上
げ
て
行
事
と
源
氏
の
歌
を
綴
る
こ
と
と
な
る
。

三
、
文
の
焼
却
と
煙

衣
更
・
葵
祭
・
七
夕
を
過
ご
し
、
八
月
に
は
紫
の
上
の
一
周
忌
の
法
要
、
そ
し
て
、
重
陽
の
節
句
、
神
無
月
の
時
雨
を
経
て
、

五
節
が
述
べ
ら
れ
た
後
、
源
氏
は
紫
の
上
の
文
を
処
分
す
る
。
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落
ち
と
ま
り
て
か
た
は
な
る
べ
き
人
の
御
文
ど
も
、「
破
れ
ば
惜
し
」
と
思
さ
れ
け
る
に
や
、
す
こ
し
づ
つ
残
し
た
ま
へ

り
け
る
を
、
も
の
の
つ
い
で
に
御
覧
じ
つ
け
て
、
破
ら
せ
た
ま
ひ
な
ど
す
る
に
、
か
の
須
磨
の
こ
ろ
ほ
ひ
、
所
ど
こ
ろ
よ
り

奉
り
た
ま
ひ
け
る
も
あ
る
中
に
、
か
の
御
手
な
る
は
、
こ
と
に
結
ひ
あ
は
せ
て
ぞ
あ
り
け
る
。
み
づ
か
ら
し
お
き
た
ま
ひ
け

る
こ
と
な
れ
ど
、
久
し
う
な
り
け
る
世
の
こ
と
と
思
す
に
、
た
だ
今
の
や
う
な
る
墨
つ
き
な
ど
、
げ
に
千
年
の
形
見
に
し
つ

べ
か
り
け
る
を
、
見
ず
な
り
ぬ
べ
き
よ
と
思
せ
ば
、
か
ひ
な
く
て
、
疎
か
ら
ぬ
人
々
二
三
人
ば
か
り
、
御
前
に
て
破
ら
せ
た

ま
ふ
。

い
と
、
か
か
ら
ぬ
ほ
ど
の
こ
と
に
て
だ
に
、
過
ぎ
に
し
人
の
跡
と
見
る
は
あ
は
れ
な
る
を
、
ま
し
て
い
と
ど
か
き
く
ら
し
、

そ
れ
と
も
見
分
か
れ
ぬ
ま
で
降
り
お
つ
る
御
涙
の
水
茎
に
流
れ
そ
ふ
を
、
人
も
あ
ま
り
心
弱
し
と
見
た
て
ま
つ
る
べ
き
が
か

た
は
ら
い
た
う
は
し
た
な
け
れ
ば
、
お
し
や
り
た
ま
ひ
て
、

死
出
の
山
越
え
に
し
人
を
し
た
ふ
と
て
跡
を
見
つ
つ
も
な
ほ
ま
ど
ふ
か
な

さ
ぶ
ら
ふ
人
々
も
、
ま
ほ
に
は
え
ひ
き
ひ
ろ
げ
ね
ど
、
そ
れ
と
ほ
の
ぼ
の
見
ゆ
る
に
、
心
ま
ど
ひ
ど
も
お
ろ
か
な
ら
ず
。

こ
の
世
な
が
ら
遠
か
ら
ぬ
御
別
れ
の
ほ
ど
を
、
い
み
じ
と
思
し
け
る
ま
ま
に
書
い
た
ま
へ
る
言
の
葉
、
げ
に
そ
の
折
よ
り
も

せ
き
あ
へ
ぬ
悲
し
さ
や
ら
ん
か
た
な
し
。
い
と
う
た
て
、
今
一
際
の
御
心
ま
ど
ひ
も
、
女
々
し
く
人
わ
る
く
な
り
ぬ
べ
け
れ

ば
、
よ
く
も
見
た
ま
は
で
、
こ
ま
や
か
に
書
き
た
ま
へ
る
か
た
は
ら
に
、

か
き
つ
め
て
見
る
も
か
ひ
な
し
藻
塩
草
お
な
じ
雲
居
の
煙
と
を
な
れ

と
書
き
つ
け
て
、
皆
焼
か
せ
た
ま
ふ
。

（
幻
④
五
四
六
―

五
四
八
）

こ
の
処
分
に
つ
い
て
、
基
本
的
に
は
出
家
に
至
る
身
辺
整
理
の
一
環
と
捉
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
文
の
処
分
は
、
幻
巻
の
中
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で
も
大
き
な
転
換
点
で
あ
る
。
伊
井
春
樹
氏
に
よ
れ
ば
、
こ
の
場
面
は
、
光
源
氏
の
「
自
ら
の
情
念
と
の
決
別
」
の
場
で
あ
り
（
8
）
、

松
木
典
子
氏
に
よ
れ
ば
、「
当
該
場
面
は
紫
の
上
追
憶
の
日
々
の
分
岐
点
な
い
し
終
着
点
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
、
筆
者
は
光
源

氏
の
追
憶
の
日
々
を
相
対
化
し
た
も
の
と
位
置
づ
け
て
い
る
」
も
の
で
あ
る
（
9
）
。
ま
た
、
一
方
で
『
竹
取
物
語
』
と
の
関
連
が
指

摘
さ
れ
て
お
り
（
10
）
、
富
士
の
山
頂
で
不
死
の
薬
と
手
紙
を
焼
か
せ
た
帝
と
、
紫
の
上
の
手
紙
に
自
身
の
歌
を
書
き
つ
け
焼
い
た
光

源
氏
の
姿
が
重
な
る
。

源
氏
の
何
事
も
起
こ
ら
な
い
日
常
を
描
い
た
幻
巻
に
お
い
て
、
こ
の
紫
の
上
の
文
焼
却
は
、
源
氏
が
唯
一
能
動
的
に
動
い
た
事

柄
で
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
紫
の
上
の
一
周
忌
の
法
要
さ
え
夕
霧
に
任
せ
、
そ
の
記
述
は
七
夕
と
重
陽
の
節
句
に
は
さ
ま
れ
、

過
ぎ
る
季
節
の
一
情
景
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
こ
で
の
文
焼
却
は
、
源
氏
の
出
家
の
覚
悟
と
と
も
に
述
べ
ら
れ
る
。
出
家
し
て

し
ま
え
ば
、
現
世
で
の
文
は
、
ど
ん
な
に
形
見
に
し
た
く
と
も
「
見
ず
な
り
ぬ
べ
き
」
も
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
文
を
、
源
氏
は

ま
ず
「
破
ら
せ
」、
そ
し
て
「
み
な
焼
か
せ
」
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
確
か
に
、
こ
こ
に
は
「
自
ら
の
情
念
と
決
別
」
し
た
源
氏

の
姿
が
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
の
文
焼
却
は
も
う
少
し
重
い
意
味
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

源
氏
の
二
首
目
「
か
き
つ
め
て
見
る
も
か
ひ
な
し
藻
塩
草
お
な
じ
雲
居
の
煙
と
を
な
れ
」
は
、
も
は
や
紫
の
上
を
回
想
す
る
手

段
の
不
必
要
性
を
示
す
。
ど
ん
な
に
、
回
想
し
、
追
憶
し
、
哀
悼
に
ふ
け
ろ
う
と
も
、
紫
の
上
は
も
は
や
戻
ら
な
い
。
そ
う
し
た

諦
念
が
こ
こ
に
は
見
ら
れ
る
。
こ
の
源
氏
の
歌
は
、
そ
の
直
前
の
和
歌
と
間
に
、「
非
常
に
大
き
な
飛
躍
が
あ
る
」（
11
）

と
指
摘
さ

れ
て
い
る
。
確
か
に
歌
を
挟
み
、
紫
の
上
の
文
に
対
し
、
悲
し
み
に
惑
い
涙
を
流
す
源
氏
と
、
そ
の
文
を
焼
き
捨
て
て
し
ま
う
源

氏
で
は
、
大
き
な
変
化
が
あ
ろ
う
。
こ
こ
ま
で
、
源
氏
は
様
々
な
人
や
も
の
を
通
し
て
紫
の
上
を
思
い
出
し
て
き
た
。
涙
に
く
れ

て
は
、「
何
ご
と
に
つ
け
て
も
、
紛
れ
ず
の
み
月
日
に
そ
へ
て
思
さ
る
」（
幻
④
五
四
五
）
状
態
で
あ
っ
た
源
氏
が
、
な
ぜ
こ
こ
で

急
に
紫
の
上
の
思
い
出
と
決
別
し
て
し
ま
う
の
か
。
す
で
に
年
末
を
ひ
か
え
、
出
家
の
準
備
が
必
要
で
は
あ
っ
た
。
ま
た
、『
竹
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取
物
語
』
の
帝
の
よ
う
に
、
か
ぐ
や
姫
＝
紫
の
上
宛
の
手
紙
を
焼
く
こ
と
で
、
相
手
と
の
交
信
を
は
か
る
行
い
で
あ
っ
た
の
か
も

し
れ
な
い
。
だ
が
、
こ
こ
で
の
文
焼
却
は
、
源
氏
に
と
っ
て
の
紫
の
上
葬
送
の
場
面
で
あ
っ
た
と
捉
え
た
い
（
12
）
。

も
ち
ろ
ん
御
法
巻
に
お
い
て
、
紫
の
上
の
葬
送
は
描
か
れ
て
い
た
。

や
が
て
、
そ
の
日
、
と
か
く
お
さ
め
た
て
ま
つ
る
。
限
り
あ
り
け
る
こ
と
な
れ
ば
、
骸
を
見
つ
つ
も
え
過
ぐ
し
た
ま
ふ
ま
じ

か
り
け
る
ぞ
、
心
憂
き
世
の
中
な
り
け
る
。
は
る
ば
る
と
広
き
野
の
所
も
な
く
立
ち
込
み
て
、
限
り
な
く
い
か
め
し
き
作
法

な
れ
ど
、
い
と
は
か
な
き
煙
に
て
は
か
な
く
昇
り
た
ま
ひ
ぬ
る
も
、
例
の
こ
と
な
れ
ど
、
あ
へ
な
く
い
み
じ
。
空
を
歩
む
心

地
し
て
、
人
に
か
か
り
て
ぞ
お
は
し
ま
し
け
る
を
、
見
た
て
ま
つ
る
人
も
、
さ
ば
か
り
い
つ
か
し
き
御
身
を
と
、
も
の
の
心

知
ら
ぬ
下
衆
さ
へ
泣
か
ぬ
な
か
り
け
り
。
御
送
り
の
女
房
は
、
ま
し
て
夢
路
に
惑
ふ
心
地
し
て
、
車
よ
り
も
ま
ろ
び
落
ち
ぬ

べ
き
を
ぞ
、
も
て
あ
つ
か
ひ
け
る
。

（
御
法
④
五
一
〇
―

五
一
一
）

だ
が
、
そ
の
葬
送
の
煙
は
「
い
と
は
か
な
き
煙
に
て
は
か
な
く
昇
り
た
ま
ひ
ぬ
る
」
も
の
で
あ
り
、
ま
た
、
源
氏
は
「
空
を
歩
む

心
地
し
て
、
人
に
か
か
り
て
ぞ
お
は
し
ま
し
け
る
」
様
子
で
あ
っ
た
。
源
氏
に
と
っ
て
、
紫
の
上
の
葬
送
は
葵
の
上
の
時
と
は
異

な
り
、「
く
れ
ま
ど
ひ
た
ま
」
う
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
源
氏
が
、「
幻
」
巻
に
い
た
り
よ
う
や
く
正
気
を
取
り
戻
し
、
紫
の
上
の

文
を
焼
く
。「
は
か
な
き
煙
」
で
あ
り
「
あ
へ
な
く
い
み
じ
」
か
っ
た
紫
の
上
は
、
源
氏
の
中
に
一
年
燻
り
つ
づ
け
、
そ
し
て
再

び
文
の
中
に
「
た
だ
今
の
や
う
な
る
墨
つ
き
」
と
し
て
現
れ
る
。
自
身
の
回
想
の
中
の
紫
の
上
で
は
な
く
、
か
つ
て
の
紫
の
上
が

今
書
い
た
よ
う
な
文
を
目
の
前
に
し
て
、
源
氏
は
最
後
の
惑
い
に
暮
れ
る
。
そ
の
惑
い
の
果
て
に
、
文
の
中
に
現
れ
た
紫
の
上
は

焼
か
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
、
言
い
換
え
れ
ば
源
氏
の
中
の
紫
の
上
の
記
憶
を
焼
い
た
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
で
は
、
文
を
焼
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い
た
煙
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
、
そ
の
記
述
は
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
手
紙
を
焼
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
源
氏
は
紫
の
上

を
忘
却
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

四
、〈
記
憶
の
共
有
〉
と
「
物
語
」

そ
も
そ
も
、
物
語
の
中
の
「
記
憶
」
と
は
い
っ
た
い
何
で
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
幻
巻
の
中
で
、
源
氏
は
様
々
な
過
去
を
回
想
す

る
。
女
三
宮
降
嫁
の
折
り
の
紫
の
上
の
様
子
、
自
身
の
人
生
の
述
懐
、
あ
る
い
は
明
石
の
御
方
に
藤
壺
の
宮
と
の
死
別
を
語
っ
て

も
い
る
。
そ
の
回
想
さ
れ
た
過
去
こ
そ
源
氏
の
「
記
憶
」
な
の
だ
ろ
う
か
。
確
か
に
、
幻
巻
そ
の
も
の
が
光
源
氏
の
生
き
て
き
た

人
生
を
回
顧
す
る
物
語
だ
っ
た
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
（
13
）
。
人
生
を
回
顧
す
る
こ
と
、
そ
れ
は
自
身
の
「
記
憶
」
を
掘
り
起
こ

す
こ
と
に
つ
な
が
る
。
し
か
し
、
掘
り
起
こ
さ
れ
た
記
憶
ゆ
え
に
、
喪
失
が
ま
ざ
ま
ざ
と
感
じ
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
。
そ
の
記
憶

に
よ
る
喪
失
の
大
き
さ
の
確
認
を
、
こ
の
幻
巻
は
語
っ
て
き
た
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

第
一
節
で
述
べ
た
よ
う
に
、
源
氏
と
蛍
宮
の
〈
記
憶
の
共
有
〉
が
、
紫
の
上
喪
失
を
際
立
た
せ
て
い
た
。
そ
の
〈
記
憶
の
共
有
〉

か
ら
始
ま
っ
た
幻
巻
の
一
年
は
、
源
氏
と
記
憶
を
共
有
し
て
い
る
人
物
と
、
そ
う
で
な
い
人
物
を
配
置
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
源

氏
に
と
っ
て
紫
の
上
の
記
憶
が
ど
れ
ほ
ど
大
き
な
も
の
か
を
示
し
て
き
た
。
し
か
し
、〈
記
憶
の
共
有
〉
は
あ
り
し
日
の
紫
の
上

を
回
顧
し
、
共
有
す
る
人
物
と
の
「
物
語
」
を
可
能
に
し
て
も
、
自
身
の
悲
し
み
を
癒
す
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
ま
し
て
、
そ
れ

ぞ
れ
の
「
記
憶
」
は
、
源
氏
の
記
憶
と
同
じ
ベ
ク
ト
ル
を
指
す
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
を
端
的
に
示
し
て
い
る
の
が
、
女
三
宮
と

の
対
面
で
あ
ろ
う
。
源
氏
に
と
っ
て
は
、
女
三
宮
と
紫
の
上
の
記
憶
を
共
有
す
る
可
能
性
が
あ
っ
た
。
し
か
し
、
女
三
宮
の
記
憶

は
紫
の
上
に
向
か
う
こ
と
は
な
く
、
何
心
も
な
い
様
子
は
、
む
し
ろ
悲
嘆
ゆ
え
の
出
家
を
厭
う
源
氏
に
と
っ
て
理
想
の
姿
で
も
あ
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る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
現
世
を
「
忘
却
」
し
た
女
三
宮
と
の
対
話
は
不
可
能
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
明
石
の
御
方
、
夕
霧
と

紫
の
上
の
〈
記
憶
を
共
有
〉
し
た
人
々
と
源
氏
は
語
り
、
歌
を
詠
み
交
わ
す
。

だ
が
、
そ
う
し
た
〈
記
憶
の
共
有
〉
も
ま
た
限
界
を
迎
え
る
。
季
節
の
推
移
に
任
せ
、
源
氏
は
一
人
紫
の
上
の
記
憶
と
向
き
合

う
こ
と
し
か
で
き
な
い
。
そ
の
向
き
合
っ
た
先
に
あ
っ
た
も
の
、
そ
れ
が
紫
の
上
の
文
で
あ
っ
た
。
し
か
も
、
そ
の
文
は
「
か
の

須
磨
の
こ
ろ
ほ
ひ
、
所
ど
こ
ろ
よ
り
奉
り
た
ま
ひ
け
る
も
あ
る
中
に
、
か
の
御
手
な
る
は
、
こ
と
に
結
ひ
あ
は
せ
て
ぞ
あ
り
け
る
。」

と
い
う
、
源
氏
と
紫
の
上
の
苦
難
の
日
々
の
頃
の
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
「
須
磨
の
こ
ろ
ほ
ひ
」
こ
そ
、
源
氏
と
紫
の
上
が
、
ま

る
で
死
に
別
れ
た
か
の
よ
う
に
引
き
離
さ
れ
た
時
期
で
あ
る
。

も
て
な
ら
し
た
ま
ひ
し
御
調
度
ど
も
、
弾
き
な
ら
し
た
ま
ひ
し
御
琴
、
脱
ぎ
捨
て
た
ま
へ
る
御
衣
の
匂
ひ
な
ど
に
つ
け
て
も
、

今
は
と
世
に
亡
か
ら
む
人
の
や
う
に
の
み
思
し
た
れ
ば
、
か
つ
は
ゆ
ゆ
し
う
て
、
少
納
言
は
、
僧
都
に
御
祈

の
こ
と
な
ど

聞
こ
ゆ
。

（
須
磨
②
一
九
〇
）

こ
の
よ
う
に
、
紫
の
上
に
と
っ
て
源
氏
は
「
今
は
と
世
に
な
か
ら
む
人
の
や
う
に
の
み
思
し
た
」
る
よ
う
な
状
況
で
あ
っ
た
。

擬
似
的
な
生
死
の
別
れ
が
こ
こ
に
は
見
え
る
。
焼
却
さ
れ
る
紫
の
上
の
文
が
、
な
ぜ
「
須
磨
の
こ
ろ
ほ
ひ
」
の
も
の
で
あ
っ
た
の

か
。
そ
れ
は
、
源
氏
に
と
っ
て
も
、
紫
の
上
に
と
っ
て
も
、
こ
れ
以
上
も
な
い
ほ
ど
辛
い
別
れ
で
あ
っ
た
こ
と
と
無
関
係
で
は
な

い
だ
ろ
う
。
幻
巻
の
源
氏
に
と
っ
て
、
須
磨
以
上
に
辛
い
別
れ
が
そ
こ
に
は
あ
る
。
そ
れ
と
対
応
す
る
か
の
よ
う
に
、
紫
の
上
に

と
っ
て
辛
い
別
れ
の
時
代
が
選
ば
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
源
氏
の
も
と
で
成
長
し
た
紫
の
上
に
と
っ
て
、
源

氏
と
積
極
的
に
文
の
や
り
取
り
を
し
た
の
が
須
磨
巻
で
あ
っ
た
と
い
う
理
由
も
あ
る
だ
ろ
う
。
だ
が
、「
二
条
院
の
姫
君
は
、
ほ
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ど
経
る
ま
ま
に
、
思
し
慰
む
折
な
し
。」
と
さ
れ
た
紫
の
上
の
悲
し
み
が
こ
こ
で
想
起
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
源
氏
の
悲
し
み

は
増
大
す
る
と
同
時
に
相
対
化
さ
れ
よ
う
。
紫
の
上
の
悲
し
み
、
そ
の
悲
し
み
が
文
に
よ
っ
て
「
今
」
現
前
す
る
。
そ
の
悲
し
み

こ
そ
源
氏
に
と
っ
て
知
ら
ざ
る
紫
の
上
の
記
憶
で
あ
る
。
今
の
源
氏
と
同
等
に
、
あ
る
い
は
そ
れ
以
上
に
悲
し
み
を
訴
え
る
紫
の

上
の
文
だ
か
ら
こ
そ
、
源
氏
は
そ
れ
を
焼
却
す
る
。
紫
の
上
の
悲
し
み
ご
と
、
文
を
葬
送
の
煙
に
転
化
す
る
こ
と
で
、
源
氏
は
自

身
の
「
記
憶
」
と
決
着
を
つ
け
た
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

五
、
光
源
氏
の
「
記
憶
」

幻
巻
の
冒
頭
、
梅
枝
巻
の
穏
や
か
で
華
や
か
な
二
人
の
生
活
が
思
い
起
こ
さ
れ
、
そ
し
て
、
物
語
も
終
わ
り
近
く
、
須
磨
巻
の

別
れ
の
苦
難
が
呼
び
起
こ
さ
れ
る
。
源
氏
に
と
っ
て
の
紫
の
上
は
、
確
か
に
一
年
の
行
事
を
通
じ
て
回
想
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、
こ
の
対
比
的
な
物
語
内
の
記
憶
が
、
源
氏
の
悲
し
み
を
よ
り
際
立
た
せ
る
。
だ
が
、
文
を
焼
却
し
て
し
ま
う
こ
と
で
、

そ
の
記
憶
は
証
拠
を
伴
う
も
の
で
は
な
く
な
る
。
そ
れ
は
、
二
条
院
の
紅
梅
と
桜
が
、
も
は
や
紫
の
上
の
も
の
で
は
な
く
、
匂
宮

の
も
の
で
あ
る
こ
と
と
も
重
な
る
（
14
）
。
光
源
氏
の
「
記
憶
」
と
そ
れ
を
引
き
出
す
媒
体
。
そ
の
媒
体
を
自
身
の
手
か
ら
離
す
こ
と

で
、
源
氏
の
記
憶
は
忘
却
へ
と
向
か
う
の
で
あ
ろ
う
。

御
仏
名
の
日
、
源
氏
の
心
中
に
過
去
は
な
い
。
あ
る
の
は
来
る
べ
き
新
年
と
自
身
の
出
家
の
行
く
先
で
あ
る
。
紫
の
上
の
文
焼

却
に
よ
り
、
源
氏
は
過
去
と
決
別
し
た
。
文
の
焼
却
。
そ
れ
は
書
か
れ
た
も
の
の
否
定
で
も
あ
る
。

『
源
氏
物
語
』
中
に
お
い
て
、
文
の
存
在
や
筆
跡
に
つ
い
て
述
べ
る
箇
所
は
多
い
。
梅
枝
巻
に
お
い
て
、
藤
壺
の
宮
や
六
条
御

息
所
な
ど
は
、
死
し
て
な
お
そ
の
筆
跡
が
源
氏
に
よ
っ
て
賞
賛
さ
れ
、
書
か
れ
た
も
の
を
未
来
に
残
す
こ
と
こ
そ
求
め
ら
れ
て
い
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た
。
し
か
し
、
光
源
氏
の
物
語
の
最
後
に
至
り
、
書
か
れ
た
も
の
は
否
定
さ
れ
る
。
物
語
は
な
ぜ
、
書
か
れ
た
も
の
を
拒
否
す
る

の
だ
ろ
う
か
。
一
つ
の
答
え
と
し
て
、『
源
氏
物
語
』
の
筆
跡
評
が
そ
れ
ぞ
れ
の
人
物
を
表
し
て
い
る
よ
う
に
、
書
か
れ
た
も
の

の
中
に
は
、
ま
さ
し
く
そ
の
人
の
面
影
と
過
去
が
内
在
す
る
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
書
か
れ
た
も
の
を
拒
否
す
る
こ
と
で
、
決
別

へ
と
続
く
の
で
あ
ろ
う
。

そ
の
決
別
は
紫
の
上
の
忘
却
で
も
あ
る
。
紫
の
上
を
忘
れ
る
た
め
に
は
、
紫
の
上
が
す
で
に
こ
の
世
の
人
で
は
な
い
こ
と
を
認

識
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
源
氏
に
よ
る
文
焼
却
を
紫
の
上
の
二
度
目
の
葬
送
と
捉
え
る
こ
と
で
、
源
氏
は
自
ら
の
情
念
を
か
き

た
て
る
記
憶
と
も
決
別
す
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

注
（
1
）

例
え
ば
、
新
編
全
集
で
は
「「
光
」
と
「
く
れ
ま
ど
ひ
」
が
対
照
的
。
春
に
象
徴
さ
れ
る
紫
の
上
を
喪
っ
た
源
氏
は
、
春
の
陽
光

の
中
で
暗
く
惑
う
ば
か
り
で
あ
る
。」
と
す
る
。
な
お
、『
源
氏
物
語
』
の
引
用
は
、
小
学
館
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
に
よ
り
、
巻

名
及
び
巻
数
と
頁
数
を
示
し
た
。

（
2
）

幻
巻
冒
頭
と
、
梅
枝
巻
と
の
照
応
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
様
々
に
考
察
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
中
で
も
、
紅
梅
と
の
関
わ
り
に
つ
い

て
述
べ
た
も
の
と
し
て
以
下
の
も
の
が
あ
げ
ら
れ
る
。
三
田
村
雅
子
「
梅
花
の
美
―
回
想
の
香
―
」（『
源
氏
物
語
　
感
覚
の
論
理
』

有
精
堂
、
平
成
八
年
）、
倉
田
実
「
二
条
院
の
紅
梅
―
紫
の
上
の
最
期
を
め
ぐ
っ
て
―
」（『
源
氏
物
語
鑑
賞
と
基
礎
知
識
　
御
法
・

幻
』
至
文
堂
、
平
成
十
三
年
）、
高
橋
汐
子
「
幻
巻
に
お
け
る
紅
梅
」（『
フ
ェ
リ
ス
女
学
院
大
学
　
日
文
大
学
院
紀
要
』
第
十
号
、

平
成
十
五
年
三
月
）。

（
3
）

小
町
谷
照
彦
「『
幻
』
の
方
法
に
つ
い
て
の
試
論
―
和
歌
に
よ
る
作
品
論
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
」（『
源
氏
物
語
の
歌
こ
と
ば
表
現
』

所
収
、
東
京
大
学
出
版
会
、
昭
和
五
十
九
年
）。

（
4
）

後
藤
祥
子
「
哀
傷
の
四
季
」（『
講
座
源
氏
物
語
の
世
界
』
第
七
集
、
有
斐
閣
、
昭
和
五
十
七
年
）。

（
5
）

稲
賀
敬
二
「
幻
〔
雲
隠
六
帖
〕」（『
源
氏
物
語
講
座
』
第
四
巻
、
有
精
堂
、
昭
和
四
十
六
年
）。
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（
6
）

幻
巻
に
つ
い
て
は
多
く
の
考
察
が
あ
る
。
前
掲
注
（
3
）
小
町
谷
氏
や
注
（
4
）
後
藤
氏
を
は
じ
め
と
し
て
、
阿
部
秋
生
「
今
年

を
ば
か
く
て
忍
び
過
ぐ
し
つ
れ
ば
」（『
中
古
文
学
論
考
』
有
精
堂
、
昭
和
五
十
七
年
）、
鈴
木
日
出
男
「
光
源
氏
の
最
晩
年
―
源
氏

物
語
の
方
法
に
つ
い
て
の
断
章
―
」（『
学
芸
国
語
国
文
学
』
八
、
昭
和
四
十
八
年
六
月
）、
神
野
藤
昭
夫
「
源
氏
物
語
の
時
間
表
現

―
幻
巻
の
こ
と
な
ど
」（『
国
文
学
』
昭
和
五
十
二
年
一
月
）、
益
田
勝
実
「
光
源
氏
の
退
場
―「
幻
」
前
後
―
」（『
文
学
』
昭
和
五
十

七
年
十
一
月
）、
高
橋
文
二
「『
源
氏
物
語
』「
幻
」
巻
の
意
義
―
鎮
魂
と
「
わ
た
く
し
」
の
視
座
か
ら
」（『
論
集
　
平
安
文
学
』
第

四
号
、
勉
誠
社
）
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
る
。

（
7
）

前
掲
注
（
3
）
小
町
谷
論
、
藤
井
貞
和
「
光
源
氏
物
語
主
題
論
」（『
源
氏
物
語
の
始
原
と
現
在
　
定
本
』
冬
樹
社
、
昭
和
五
十
五

年
）。

（
8
）

伊
井
春
樹
「
紫
の
上
の
悔
恨
と
死
―
二
条
院
か
ら
六
条
院
へ
、
そ
し
て
二
条
院
へ
―
」（
王
朝
物
語
研
究
会
編
『
研
究
講
座
源
氏

物
語
の
視
界
三
　
光
源
氏
と
女
君
た
ち
』
新
典
社
、
平
成
八
年
）。

（
9
）

松
木
典
子
「『
源
氏
物
語
』
紫
の
上
追
憶
攷
―
幻
巻
・
文
焼
却
の
検
討
を
通
し
て
―
」（『
中
古
文
学
論
考
』
第
十
八
号
、
平
成
九

年
十
二
月
）。

（
10
）
『
竹
取
物
語
』
と
の
関
連
に
つ
い
て
は
、
早
く
村
井
順
氏
が
『
源
氏
物
語
論
　
上
』（
中
部
日
本
教
育
文
化
会
、
一
九
六
二
）
で

構
想
上
の
類
似
を
指
摘
し
、
そ
の
後
、
高
橋
亨
氏
が
「
闇
と
光
の
変
相
」（『
源
氏
物
語
の
対
位
法
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
二
）

で
帝
と
の
関
係
を
考
察
し
、
河
添
房
江
氏
の
「
源
氏
物
語
の
内
な
る
竹
取
物
語
―
御
法
・
幻
を
起
点
と
し
て
―
」（『
源
氏
物
語
の
喩

と
王
権
』
有
精
堂
、
一
九
九
二
）
に
い
た
り
、『
竹
取
物
語
』
引
用
を
視
座
に
、
紫
の
上
哀
悼
の
物
語
が
読
み
解
か
れ
て
い
る
。

（
11
）

前
掲
注
（
3
）
小
町
谷
論
。

（
12
）

源
氏
の
文
焼
却
に
つ
い
て
は
、
福
田
敬
「
い
ま
は
と
世
を
さ
り
給
ふ
べ
き
ほ
ど
ち
か
く
―『
源
氏
物
語
』「
幻
巻
」
小
論
―
」（『
国

文
』
第
七
十
八
号
、
平
成
四
年
八
月
）
で
、「
こ
れ
は
み
ず
か
ら
の
葬
り
を
行
う
こ
と
で
は
な
か
ろ
う
か
。「
い
と
は
か
な
き
煙
に
て
、

は
か
な
く
も
の
ぼ
」
っ
て
し
ま
っ
た
紫
の
上
を
も
う
一
度
、
み
ず
か
ら
の
全
身
全
霊
と
と
も
に
火
葬
に
付
す
る
こ
と
で
あ
る
。」
と

述
べ
ら
れ
て
い
る
。
紫
の
上
の
二
度
目
の
火
葬
と
い
う
点
で
は
本
論
と
重
な
る
が
、
本
論
で
は
、「
記
憶
」
の
問
題
と
か
か
わ
ら
せ

て
お
り
、
そ
の
点
が
相
違
す
る
。
ま
た
、
前
掲
注
九
松
木
論
文
で
は
、
経
供
養
の
発
想
と
関
わ
ら
せ
て
論
じ
ら
れ
て
お
り
、
経
供
養

の
問
題
に
つ
い
て
は
、
辛
島
正
雄
「「
幻
」
巻
異
聞
―『
無
名
草
子
』
の
評
言
か
ら
―
」（『
徳
島
大
学
教
養
部
紀
要
』
一
九
八
九
年
三

月
）
が
、『
無
名
草
子
』
の
「
ま
た
、
御
ふ
み
ど
も
や
り
た
ま
ひ
て
、
経
に
す
か
す
と
て
」
の
言
葉
か
ら
、
経
へ
の
漉
き
返
し
に
つ
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い
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

（
13
）

光
源
氏
の
述
懐
に
つ
い
て
は
、
阿
部
秋
生
「
六
条
院
の
述
懐
」（『
光
源
氏
論
―
発
心
と
出
家
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
九
）

に
詳
し
い
。
ま
た
、
鈴
木
日
出
男
「
光
源
氏
の
道
心
―
光
源
氏
論
五
」（『
講
座
源
氏
物
語
の
世
界
』
第
七
集
、
有
斐
閣
、
昭
和
五
十

七
年
）
な
ど
も
参
考
と
し
た
。

（
14
）

幻
巻
の
紅
梅
と
桜
を
め
ぐ
っ
て
、
源
氏
の
居
所
が
二
条
院
か
六
条
院
か
古
来
説
が
分
か
れ
て
い
る
。
詳
細
な
検
討
を
す
る
余
裕
は

な
い
が
、
以
下
に
あ
げ
る
論
考
を
参
考
に
し
、
本
論
で
は
一
貫
し
て
二
条
院
が
舞
台
で
あ
っ
た
と
考
え
て
い
る
。
待
井
新
一
「
源
氏

物
語
幻
の
巻
の
解
釈
―
二
条
院
か
六
条
院
か
―
」（『
国
語
と
国
文
学
』
一
九
六
二
年
十
二
月
）
は
、
幻
巻
の
舞
台
が
ど
こ
で
あ
る
の

か
研
究
史
を
整
理
し
、
二
条
院
を
主
居
と
し
て
時
々
六
条
院
に
わ
た
っ
て
い
た
と
結
論
付
け
て
い
る
。
ま
た
、
近
年
で
は
、
藤
本
勝

義
「
幻
巻
の
舞
台
を
め
ぐ
っ
て
―
喪
家
・
二
条
院
―
」（『
源
氏
物
語
鑑
賞
と
基
礎
知
識
　
御
法
・
幻
』
至
文
堂
、
平
成
十
三
年
）
が
、

喪
家
と
い
う
観
点
か
ら
二
条
院
説
を
論
じ
て
い
る
。
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0
0
6
） Reading “Maboroshi” of Genji-monogatari

KATSUMATA, Shiori

“Maboroshi” of Genji-monogatari describe Hikaru Genji whose wife Murasakinoue has died sorrowful all the year

through. This book has a pecuiiar structure that Waka play a central role. It is necessary to describe that Hikaru Genji

comes to become a priest.

Hikaru Genji spends his sorrow time with various memories. Especially, people that can talk Hikaru Genji and com-

pose a Waka each other, hold memories of Murasakinoue in common. That is, Onna-Sannomiya who became a priest

can’t have a conversastion. But, any conversastions can’t heal Hikaru Genji.

So, Hikaru Genji burns Murasakinoue’s letters that remind Hikaru Genji of Murasakinoue. It is an action that disappear

Murasakinoue’s memories. Hikaru Genji is able to forget Murasakinoue to burn the letters up. To forget Murasakinoue,

Hikaru Genji can give up his sorrow.

（ 人 文 科 学 研 究 科 日 本 語 日 本 文 学 専 攻 　 博 士 後 期 課 程 三 年 ）


