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想
定
す
れ
ば
よ
い
だ
ろ
う
か
。『
源
氏
物
語
』
成
立
時
に
近
い
読
者
は
、
明

石
の
御
方
の
住
む
町
の
姿
を
ど
の
よ
う
に
想
像
し
共
有
し
て
い
た
の
で
あ
ろ

う
か
。

本
論
で
は
、
ま
ず
、
冬
の
町
の
池
の
有
無
に
つ
い
て
探
る
。
根
拠
と
す
る
の

は
、『
源
氏
物
語
』
本
文
で
あ
り
、
和
歌
や
他
の
物
語
も
参
考
と
す
る
。
次
に
、

そ
の
考
察
結
果
に
基
づ
き
、池
に
関
わ
る
建
物
の
配
置
を
検
討
す
る
。
そ
し
て
、

六
条
院
冬
の
町
の
想
定
配
置
図
私
案
を
作
成
し
た
い
。

一
　
冬
の
町
の
池
の
有
無
に
つ
い
て
の
先
行
論

六
条
院
冬
の
町
の
池
の
有
無
に
つ
い
て
、
こ
れ
ま
で
の
先
行
論
を
挙
げ
る

（
３
）
。

外
山
英
策
氏
は
、
大
堰
邸
の
冬
の
景
と
の
重
複
を
避
け
た
と
述
べ
、
冬
の
町

の
池
の
有
無
に
つ
い
て
は
言
及
し
て
は
お
ら
れ
な
い
（
４
）
。

明
石
上
の
戌
亥
の
町
の
冬
の
庭
に
就
い
て
は
、
少
女
の
巻
に
記
せ
る
の

み
で
、
他
に
は
見
え
な
い
。
初
音
の
巻
に
、
源
氏
と
明
石
上
と
の
間
に
出

は
じ
め
に

『
源
氏
物
語
』
の
六
条
院
冬
の
町
は
、
明
石
の
御
方
が
住
む
町
で
あ
る
。
本

文
に
は
冬
の
町
に
お
け
る
池
の
描
写
が
な
い
。
そ
の
た
め
、
先
行
論
に
は
池
が

な
い
と
さ
れ
て
い
る
も
の
が
多
い
。
し
か
し
、
池
の
本
文
描
写
が
な
い
と
い
う

理
由
で
以
っ
て
、
池
が
な
い
町
で
あ
る
と
、
は
た
し
て
決
め
つ
け
て
よ
い
も
の

だ
ろ
う
か
。

平
安
時
代
の
邸
宅
の
池
の
有
無
に
つ
い
て
は
、
平
安
京
の
庭
の
遺
構
を
参
考

に
す
る
と
、「
右
京
一
条
三
坊
九
町
」
の
よ
う
に
、
池
を
持
た
な
い
事
例
も
あ

る
（
１
）
。
が
、
左
京
三
条
二
坊
十
町
の
堀
河
院
推
定
地
に
は
、
池
の
遺
構
が
確
認
さ

れ
て
い
る
と
い
う
（
２
）
。
池
の
有
無
は
、
邸
宅
の
規
模
や
用
途
に
よ
っ
て
異
な
り
、

ま
た
自
然
地
形
に
左
右
さ
れ
る
も
の
で
、
一
概
に
言
え
る
事
項
で
は
な
い
と

い
う
。

そ
れ
で
は
、『
源
氏
物
語
』
六
条
院
冬
の
町
の
場
合
は
、
池
の
有
無
を
ど
う

明
石
の
御
方
の
町
に
池
は
あ
っ
た
か

︱ 

『
源
氏
物
語
』
六
条
院
冬
の
町
想
定
配
置
図
私
案 

︱
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て
い
な
い
。

高
橋
和
夫
氏
は
、
冬
の
町
の
庭
は
北
向
き
で
あ
り
、
南
に
庭
を
作
る
余
地
は

な
か
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
（
９
）

。

こ
の
町
の
庭
は
北
向
き
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

西
の
町
は
、
北
面
築
き
分
け
て
、
御
蔵
町
な
り
。
隔
の
垣
に
松
の
木

繁
く
、
雪
を
も
て
あ
そ
ば
む
た
よ
り
に
よ
せ
た
り
。（
少
女
）

こ
れ
が
主
景
観
で
あ
ろ
う
。
こ
の
上
、
南
に
庭
を
作
る
余
地
は
な
か
っ
た

と
思
う
。

末
沢
明
子
氏
も
、
冬
の
町
に
池
が
な
か
っ
た
と
す
る）

10
（

。

冬
の
町
に
寝
殿
が
な
い
こ
と
が
明
石
君
の
地
位
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
よ

う
に
、
こ
の
場
合
は
水
も
同
様
に
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
。
少
女
巻

以
外
に
冬
の
町
の
庭
が
見
え
な
い
の
は
大
堰
の
冬
と
の
重
複
を
避
け
た
と

の
見
方
が
『
源
氏
物
語
の
自
然
描
写
と
庭
園
』
で
述
べ
ら
れ
た
が
、
水
が

な
い
こ
と
で
他
の
町
と
の
落
差
が
際
立
つ
。
直
接
に
は
こ
の
町
の
置
か
れ

た
地
位
を
示
し
て
い
る
だ
ろ
う
。

一
方
、
中
西
立
太
氏
は
、
明
石
の
海
辺
を
模
し
た
池
を
想
定
し
て
お
ら

れ
る
）
11
（

。庭
も
太
田
案
で
は
枯
山
水
と
し
て
い
る
が
、
私
案
で
は
明
石
の
海
辺
を
模

し
た
池
を
設
定
し
て
あ
る
。

『
王
朝
文
学
文
化
歴
史
大
事
典
』
所
収
の
「『
源
氏
物
語
』
六
条
院
平
面
図）

12
（

」

に
お
い
て
、
倉
田
実
氏
も
冬
の
町
に
池
を
配
置
し
て
お
ら
れ
な
い
。

来
し
姫
君
の
為
に
、
童
下
仕
な
ど
が
御
前
の
山
に
て
、
小
松
曳
き
を
な
せ

し
こ
と
を
記
し
、
野
分
の
巻
に
は
童
下
仕
な
ど
が
明
石
上
の
心
止
め
て
取

分
き
植
ゑ
し
龍り
ん
だ
う膽

や
朝
顔
の
散
り
亂
れ
た
る
を
繕
ひ
居
る
様
を
記
し
て
居

る
ば
か
り
で
あ
る
。
こ
れ
は
明
石
上
の
大
井
河
畔
邸
の
冬
の
様
を
力
を
極

め
て
書
き
記
せ
し
故
、
重
複
を
避
け
た
の
で
あ
ろ
う
。

太
田
静
六
氏
は
、
枯
山
水
の
庭
で
あ
る
と
し
て
、
冬
の
町
の
池
は
な
い
も
の

と
し
て
お
ら
れ
る（
５
）
。

こ
の
町
に
は
南
山
や
南
池
は
設
け
ら
れ
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、一
方
、

こ
こ
が
冬
の
町
で
あ
る
こ
と
な
ど
か
ら
考
え
る
と
、
こ
こ
の
庭
園
は
池
や

花
木
を
配
し
た
普
通
の
そ
れ
と
は
相
違
し
て
、
い
わ
ゆ
る
枯
山
水
で
装
わ

れ
た
と
私
考
さ
れ
る
。『
源
氏
物
語
』
か
ら
少
し
遅
れ
て
平
安
盛
期
末
に

著
さ
れ
た
我
が
国
に
お
け
る
最
古
の
庭
園
書
の
『
作
庭
記
』
に
は
既
に
枯

山
水
の
記
事
が
み
え
る
の
で
、
六
条
院
に
も
池
や
遣
水
な
ど
の
な
い
枯
山

水
式
の
庭
園
が
あ
っ
て
も
よ
い
わ
け
で
あ
る
。

目
加
田
さ
く
を
氏
と
福
岡
女
子
大
学
国
文
学
科
三
年
の
作
成
し
た
想
定
図
に

も
、
池
は
な
い
と
さ
れ
て
い
る
（
６
）
。

池
の
描
写
は
ま
っ
た
く
な
い
の
で
遣
水
だ
け
を
通
し
た
。
ふ
つ
う
寝
殿
造

り
の
庭
園
と
し
て
は
池
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、こ
の
町
の
つ
く
り
は
、

寝
殿
が
な
く
略
式
で
あ
り
、
土
地
が
狭
い
こ
と
か
ら
考
え
て
、
池
は
な
い

方
が
よ
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

玉
上
琢
彌
氏
（
７
）

、
池
浩
三
氏

（
８
）

と
も
、
池
は
な
い
も
の
と
し
て
想
定
図
に
描
か
れ
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せ
け
れ
ば
、
こ
の
浜
の
館
に
心
や
す
く
お
は
し
ま
す
。（

明
石
・
②
二
三
四
）

源
氏
が
明
石
に
来
る
以
前
に
は
、明
石
の
御
方
は
浜
の
館
に
住
ん
で
い
た
が
、

高
潮
を
恐
れ
て
岡
辺
の
宿
に
移
動
し
て
い
る
。
浜
の
館
は
、
海
近
く
に
あ
る
。

浜
の
さ
ま
、
げ
に
い
と
心
こ
と
な
り
。
人
し
げ
う
見
ゆ
る
の
み
な
む
、
御

願
ひ
に
背
き
け
る
。
入
道
の
領
じ
め
た
る
所
ど
こ
ろ
、
海
の
つ
ら
に
も
山

隠
れ
に
も
、
時
々
に
つ
け
て
、
興
を
さ
か
す
べ
き
渚
の
苫
屋
、
行
ひ
を
し

て
後
の
世
の
こ
と
を
思
ひ
す
ま
し
つ
べ
き
山
水
の
つ
ら
に
、
い
か
め
し
き

堂
を
建
て
て
三
昧
を
行
ひ
、
こ
の
世
の
設
け
に
、
秋
の
田
の
実
を
刈
り
収

め
残
り
の
齢
積
む
べ
き
稲
の
倉
町
ど
も
な
ど
、
を
り
を
り
所
に
つ
け
た
る

見
ど
こ
ろ
あ
り
て
し
集
め
た
り
。 

（
明
石
・
②
二
三
三
〜
二
三
四
）

明
石
の
入
道
の
領
地
に
は
、
堂
が
建
ち
、
稲
の
倉
町
が
あ
り
、
人
々
が
多
く

行
き
交
っ
て
い
る
と
い
う
。
賑
や
か
な
印
象
の
地
で
あ
る
。

の
ど
や
か
な
る
夕
月
夜
に
、
海
の
上
曇
り
な
く
見
え
わ
た
れ
る
も
、
住
み

馴
れ
た
ま
ひ
し
古
里
の
池
水
に
思
ひ
ま
が
へ
ら
れ
た
ま
ふ
に
、
言
は
む
方

な
く
恋
し
き
こ
と
、
い
づ
方
と
な
く
行
く
方
な
き
心
地
し
た
ま
ひ
て
、
た

だ
目
の
前
に
見
や
ら
る
る
は
淡
路
島
な
り
け
り
。 

（
明
石
・
②
二
三
九
）

浜
の
館
か
ら
源
氏
が
眺
め
る
と
、
淡
路
島
が
見
え
る
と
い
う
。
明
石
の
御
方

も
同
様
に
見
て
い
た
景
色
で
あ
る
。
明
石
の
御
方
は
、
海
辺
近
く
で
暮
ら
し
て

い
た
の
で
あ
る
。

岡
辺
の
宿
は
「
造
れ
る
さ
ま
木
深
く
、
い
た
き
所
ま
さ
り
て
見
ど
こ
ろ
あ
る

こ
の
よ
う
に
、
冬
の
町
の
池
に
つ
い
て
「
な
し
」
と
す
る
説
が
多
く
、
六
条

院
想
定
図
の
冬
の
町
に
池
を
配
し
て
い
る
の
は
、中
西
立
太
氏
だ
け
で
あ
っ
た
。

二
　
明
石
の
御
方
の
住
ま
い
の
変
遷

六
条
院
冬
の
町
は
、
明
石
の
姫
君
の
母
の
明
石
の
御
方
の
住
ま
い
で
あ
る
。

明
石
の
御
方
の
住
む
町
を
、
作
者
は
ど
の
よ
う
に
想
定
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う

か
。
六
条
院
冬
の
町
の
庭
の
紹
介
は
、
次
の
よ
う
で
あ
る
。

西
の
町
は
、
北
面
築
き
わ
け
て
、
御
倉
町
な
り
。
隔
て
の
垣
に
松
の
木
し

げ
く
、
雪
を
も
て
あ
そ
ば
ん
た
よ
り
に
よ
せ
た
り
。
冬
の
は
じ
め
の
朝
霜

む
す
ぶ
べ
き
菊
の
籬
、
我
は
顔
な
る
柞
原
、
を
さ
を
さ
名
も
知
ら
ぬ
深
山

木
ど
も
の
木
深
き
な
ど
を
移
し
植
ゑ
た
り
。 
（
少
女
・
③
七
九
〜
八
○）

13
（

）

少
女
巻
に
よ
れ
ば
、
冬
の
町
の
北
側
に
御
倉
町
が
あ
る
と
い
う
。
明
石
の
御

方
の
住
ま
い
は
一
町
を
占
め
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
本
文
か
ら
は
冬
の
町
に
池
が
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
分
か
ら
な

い
。
し
か
し
、
明
石
の
御
方
の
住
ま
い
の
変
遷
を
た
ど
る
こ
と
で
、
作
者
が
特

筆
し
て
い
な
い
特
徴
が
見
出
せ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
以
下
、
順
を
追
っ

て
検
討
し
て
み
よ
う
。

明
石
の
御
方
の
住
ま
い
は
、
明
石
浜
の
館 

↓ 

明
石
岡
辺
の
宿 

↓ 

大
堰
邸 

↓ 

六
条
院
冬
の
町
と
移
り
変
わ
っ
て
い
る
。
は
じ
め
明
石
の
御
方
が
明
石
の

浜
の
館
に
住
ん
で
い
た
こ
と
は
、
明
石
巻
の
以
下
の
本
文
か
ら
知
ら
れ
る
。

高
潮
に
怖
ぢ
て
、
こ
の
ご
ろ
、
む
す
め
な
ど
は
岡
辺
の
宿
に
移
し
て
住
ま



̶ 32 ̶

べ
り
け
る
」
と
聞
こ
ゆ
れ
ば
、
さ
や
う
の
住
ま
ひ
に
よ
し
な
か
ら
ず
は
あ

り
ぬ
べ
し
、
と
思
す
。 

（
松
風
・
②
四
○
一
）

大
堰
邸
は
海
辺
に
似
通
っ
た
風
情
で
あ
っ
た
こ
と
を
惟
光
が
報
告
す
る
と
、

明
石
の
御
方
が
住
む
に
は
ふ
さ
わ
し
い
場
所
で
あ
る
と
源
氏
は
考
え
る
。
明
石

の
御
方
の
邸
と
し
て
の
あ
り
様
に
気
を
配
っ
て
い
る
源
氏
の
姿
が
あ
る
。

家
の
さ
ま
も
お
も
し
ろ
う
て
、年
ご
ろ
経
つ
る
海
づ
ら
に
お
ぼ
え
た
れ
ば
、

所
か
へ
た
る
心
地
も
せ
ず
。
昔
の
こ
と
思
ひ
出
で
ら
れ
て
、
あ
は
れ
な
る

こ
と
多
か
り
。 

（
松
風
・
②
四
○
七
）

明
石
の
御
方
自
身
も
、
大
堰
邸
を
海
辺
の
明
石
邸
に
似
通
っ
た
住
ま
い
だ
と

感
じ
る
。

明
石
に
は
、
浜
の
館
と
岡
辺
の
宿
の
二
邸
が
あ
っ
た
。
大
堰
邸
は
、
大
堰
川

の
ほ
と
り
に
あ
り
、海
の
近
く
に
あ
っ
た
明
石
と
似
て
い
る
と
い
う
。
源
氏
は
、

明
石
の
御
方
が
住
ま
う
邸
に
水
辺
の
風
情
が
必
要
だ
と
思
っ
て
い
る
。

こ
れ
ら
以
外
に
も
、
大
堰
邸
で
の
明
石
の
御
方
と
水
辺
と
の
結
び
つ
き
を
示

す
描
写
が
あ
る
。

雪
、
霰
が
ち
に
、
心
細
さ
ま
さ
り
て
、
あ
や
し
く
さ
ま
ざ
ま
に
も
の
思

ふ
べ
か
り
け
る
身
か
な
、
と
う
ち
嘆
き
て
、
常
よ
り
も
こ
の
君
を
撫
で
つ

く
ろ
ひ
つ
つ
見
ゐ
た
り
。
雪
か
き
く
ら
し
降
り
つ
も
る
朝
、
来
し
方
行
く

末
の
こ
と
残
ら
ず
思
ひ
つ
づ
け
て
、
例
は
こ
と
に
端
近
な
る
出
で
ゐ
な
ど

も
せ
ぬ
を
、
汀
の
氷
な
ど
見
や
り
て
、
白
き
衣
ど
も
の
な
よ
よ
か
な
る
あ

ま
た
着
て
、
な
が
め
ゐ
た
る
様
体
、
頭
つ
き
、
後
手
な
ど
、
限
り
な
き
人

住
ま
ひ
な
り
。」（
明
石
・
②
二
五
五
〜
二
五
六
）
と
語
ら
れ
、
浜
の
館
に
比
べ

て
も
の
さ
び
し
い
風
情
の
邸
で
あ
っ
た
が
、
距
離
は
近
か
っ
た
。
そ
れ
は
、
浜

の
館
で
源
氏
が
弾
い
た
琴
の
音
が
、
波
の
音
と
一
緒
に
な
っ
て
聞
こ
え
て
く
る

こ
と
で
分
か
る
。

広
陵
と
い
ふ
手
を
あ
る
か
ぎ
り
弾
き
澄
ま
し
た
ま
へ
る
に
、
か
の
岡
辺

の
家
も
、
松
の
響
き
波
の
音
に
あ
ひ
て
、
心
ば
せ
あ
る
若
人
は
身
に
し
み

て
思
ふ
べ
か
め
り
。 

（
明
石
・
②
二
四
○
）

ま
た
、
源
氏
が
京
へ
戻
る
出
立
前
に
岡
辺
の
宿
を
訪
れ
た
際
、「
波
の
声
、

秋
の
風
に
は
な
ほ
響
き
こ
と
な
り
。」（
明
石
・
②
二
六
四
）
と
語
ら
れ
て
お
り
、

こ
の
場
面
か
ら
も
岡
辺
の
宿
に
波
の
音
が
聞
こ
え
て
く
る
こ
と
が
分
か
る
。
岡

辺
の
宿
は
、
浜
の
館
の
よ
う
に
海
に
面
し
た
邸
で
は
な
い
が
、
波
の
音
が
聞
こ

え
る
距
離
に
位
置
し
た
邸
な
の
で
あ
る
。

源
氏
が
帰
京
し
た
の
ち
、
明
石
の
入
道
は
、
明
石
の
君
と
姫
君
を
移
ら
せ
よ

う
と
大
堰
邸
の
修
築
を
始
め
た
。
大
堰
邸
は
、
大
堰
川
の
近
く
に
あ
る
。

昔
、
母
君
の
御
祖
父
、
中
務
宮
と
聞
こ
え
け
る
が
領
じ
た
ま
ひ
け
る
所
、

大
堰
川
の
わ
た
り
に
あ
り
け
る
を
、
そ
の
御
後
は
か
ば
か
し
う
相
継
ぐ
人

も
な
く
て
、
年
ご
ろ
荒
れ
ま
ど
ふ
を
思
ひ
出
で
て
、
か
の
時
よ
り
伝
は
り

て
宿
守
の
や
う
に
て
あ
る
人
を
呼
び
と
り
て
語
ら
ふ
。（

松
風
・
②
三
九
八
）

源
氏
は
、
大
堰
邸
の
様
子
を
惟
光
に
見
に
行
か
せ
て
い
る
。

惟
　
光
「
あ
た
り
を
か
し
う
て
、
海
づ
ら
に
通
ひ
た
る
所
の
さ
ま
に
な
む
は
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よ
う
に
造
ら
れ
て
い
る
。
冬
の
池
と
は
、
ど
の
よ
う
な
景
物
と
捉
え
ら
れ
て
い

た
だ
ろ
う
か
。

ま
ず
、『
源
氏
物
語
』
の
他
の
場
面
で
は
、
ど
の
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
だ

ろ
う
か
。
二
条
院
で
の
冬
の
場
面
を
挙
げ
る
。

雪
の
い
た
う
降
り
積
も
り
た
る
上
に
、
今
も
散
り
つ
つ
、
松
と
竹
と
の
け

ぢ
め
を
か
し
う
見
ゆ
る
夕
暮
に
、
人
の
御
容
貌
も
光
り
ま
さ
り
て
見
ゆ
。

源  

氏「
時
々
に
つ
け
て
も
、人
の
心
を
う
つ
す
め
る
花
紅
葉
の
盛
り
よ
り
も
、

冬
の
夜
の
澄
め
る
月
に
雪
の
光
り
あ
ひ
た
る
空
こ
そ
、
あ
や
し
う
色
な
き

も
の
の
身
に
し
み
て
、
こ
の
世
の
外
の
こ
と
ま
で
思
ひ
流
さ
れ
、
お
も
し

ろ
さ
も
あ
は
れ
さ
も
残
ら
ぬ
を
り
な
れ
。
す
さ
ま
じ
き
例
に
言
ひ
お
き
け

む
人
の
心
浅
さ
よ
」
と
て
、
御
簾
捲
き
上
げ
さ
せ
た
ま
ふ
。
月
は
隈
な
く

さ
し
出
で
て
、
ひ
と
つ
色
に
見
え
渡
さ
れ
た
る
に
、
し
を
れ
た
る
前
栽
の

か
げ
心
苦
し
う
、
遣
水
も
い
た
う
む
せ
び
て
、
池
の
氷
も
え
も
い
は
ず
す

ご
き
に
、
童
べ
お
ろ
し
て
雪
ま
ろ
ば
し
せ
さ
せ
た
ま
ふ
。

（
朝
顔
・
②
四
九
○
〜
四
九
一
）

月
と
冬
の
池
が
描
か
れ
、
子
供
た
ち
に
雪
遊
び
を
さ
せ
て
い
る
。
花
紅
葉
の

盛
り
よ
り
も
冬
の
夜
の
澄
ん
だ
月
に
雪
が
映
え
あ
っ
て
い
る
、
そ
ん
な
空
こ
そ

よ
い
と
源
氏
は
言
う
。

『
紫
式
部
日
記
』
に
お
い
て
、
作
者
紫
式
部
は
、
内
裏
に
戻
る
予
定
の
中
宮

彰
子
の
土
御
門
殿
滞
在
の
間
に
雪
が
降
っ
て
ほ
し
い
と
願
っ
て
い
る
。

お
ま
へ
の
池
に
、
水
鳥
ど
も
の
日
々
に
多
く
な
り
ゆ
く
を
見
つ
つ
、「
入

と
聞
こ
ゆ
と
も
か
う
こ
そ
は
お
は
す
ら
め
と
人
々
も
見
る
。
落
つ
る
涙
を

か
き
払
ひ
て
、
明  

石
「
か
や
う
な
ら
む
日
、
ま
し
て
い
か
に
お
ぼ
つ
か
な

か
ら
む
」
と
ら
う
た
げ
に
う
ち
嘆
き
て
、

雪
ふ
か
み
み
山
の
道
は
晴
れ
ず
と
も
な
ほ
ふ
み
か
よ
へ
あ
と
絶
え
ず

し
て

と
の
た
ま
へ
ば
、
乳
母
う
ち
泣
き
て
、

雪
間
な
き
吉
野
の
山
を
た
づ
ね
て
も
心
の
か
よ
ふ
あ
と
絶
え
め
や
は

と
言
ひ
慰
む
。 

（
薄
雲
・
②
四
三
二
〜
四
三
三
）

明
石
の
姫
君
を
手
放
し
て
、紫
の
上
に
預
け
る
べ
き
か
否
か
思
い
嘆
く
の
は
、

大
堰
邸
に
お
い
て
、冬
の
池
に
張
っ
た
氷
を
見
な
が
ら
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

「
汀
」
と
は
、「
水
際
」
の
意
で
あ
る
。
水
の
際
と
あ
る
だ
け
で
は
、
池
か
遣
水

か
は
判
別
で
き
な
い
が
、
始
終
水
が
流
れ
て
い
る
遣
水
は
凍
り
つ
く
こ
と
が
少

な
く
、
池
に
張
っ
た
氷
を
な
が
め
て
い
た
の
だ
ろ
う
と
推
測
す
る
。
い
つ
も
は

端
近
に
な
ど
出
な
い
奥
ゆ
か
し
い
明
石
の
御
方
で
あ
る
。
凍
っ
た
冬
の
池
に
、

明
石
の
御
方
の
思
い
が
重
ね
て
表
現
さ
れ
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
明
石
の
御
方
の
住
ま
い
に
は
常
に
水
辺
が
あ
っ
た
こ
と
が

住
ま
い
の
変
遷
か
ら
確
認
で
き
る
の
で
あ
る
。

三
　
冬
の
池
を
鑑
賞
す
る
伝
統
か
ら
の
想
定

明
石
の
御
方
と
水
辺
と
の
結
び
つ
き
か
ら
、
冬
の
町
に
池
が
あ
っ
た
可
能
性

が
浮
か
ぶ
。
少
女
巻
に
お
い
て
語
ら
れ
る
よ
う
に
、
こ
の
町
は
冬
を
鑑
賞
す
る
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遍
照
寺
に
て
、
池
辺
雪
と
い
へ
る
心
を
よ
み
侍
り
け
る

 

二
品
法
親
王

浪
か
け
ば
み
ぎ
は
の
雪
も
き
え
な
ま
し
心
あ
り
て
も
こ
ほ
る
池
か
な

（
千
載
集
巻
六
・
冬
歌
・
四
五
六
）

守
覚
法
親
王
、
五
十
首
歌
よ
ま
せ
侍
り
け
る
に

 

皇
太
后
宮
大
夫
俊
成

ひ
と
り
見
る
池
の
こ
ほ
り
に
す
む
月
の
や
が
て
袖
に
も
う
つ
り
ぬ
る
か
な

（
新
古
今
集
巻
六
・
冬
歌
・
六
四
○
）

和
歌
に
お
い
て
も
、
冬
の
凍
っ
た
池
に
映
る
月
が
詠
ま
れ
て
お
り
、
冬
を
越

す
鳥
に
心
情
を
重
ね
る
歌
が
見
受
け
ら
れ
る
。
ま
た
、
春
を
待
つ
心
が
詠
ま
れ

て
い
る
歌
も
あ
る
。
冬
の
池
を
鑑
賞
す
る
伝
統
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

四
　
池
は
あ
っ
た
か

こ
れ
ま
で
、
六
条
院
冬
の
町
の
池
の
有
無
に
つ
い
て
考
察
し
た
。

冬
の
町
の
女
主
人
明
石
の
御
方
は
、
六
条
院
に
入
る
前
は
海
辺
や
川
辺
な
ど

の
水
辺
近
く
に
暮
ら
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
明
石
の
御
方
の
心
情
は
冬
の
池
と

と
も
に
語
ら
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
。
明
石
の
御
方
の
邸
の
水
辺
の
風
情
に
つ

い
て
、
源
氏
が
配
慮
し
て
い
る
こ
と
も
確
認
し
た
。
冬
の
池
は
雪
や
月
の
光
と

と
も
に
鑑
賞
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
こ
と
が
、
和
歌
や
朝
顔
巻
の
二
条
院
で
の
源

氏
の
発
言
か
ら
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。
冬
の
風
情
を
よ
り
味
わ
う
た
め
に
造
ら

れ
た
冬
の
町
に
、
紫
式
部
が
月
の
光
の
映
る
池
を
想
定
し
て
い
な
い
こ
と
が
あ

ら
せ
た
ま
は
ぬ
前さ

き

に
雪
降
ら
な
む
。
こ
の
お
ま
へ
の
有
様
い
か
に
を
か
し

か
ら
む
」
と
思
ふ
に
、
あ
か
ら
さ
ま
に
ま
か
で
た
る
ほ
ど
、
二
日
ば
か
り

あ
り
て
し
も
雪
は
降
る
も
の
か
。
見
ど
こ
ろ
も
な
き
ふ
る
さ
と
の
木
だ
ち

を
見
る
に
も
、
も
の
む
つ
か
し
う
思
ひ
乱
れ
て
。（
九
○
頁
）
14
（

）

土
御
門
殿
の
池
に
水
鳥
が
多
く
な
っ
て
い
く
の
を
見
つ
つ
、
雪
が
降
る
こ
と

を
願
っ
て
い
た
が
、
紫
式
部
が
自
邸
に
戻
っ
て
い
る
間
に
雪
が
降
っ
て
し
ま
っ

た
。
自
邸
の
庭
を
前
に
、
思
い
乱
れ
て
い
る
紫
式
部
の
姿
が
あ
る
。
池
と
雪
と

を
鑑
賞
す
る
日
常
が
あ
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
。

ま
た
、
和
歌
に
も
冬
の
池
は
詠
ま
れ
た
。
八
代
集
、
冬
の
部
よ
り
抜
粋
す
る）

15
（

。

題
し
ら
ず
　
　
　
　
　
　
　
読
人
し
ら
ず

お
ほ
ぞ
ら
の
月
の
ひ
か
り
し
き
よ
け
れ
ば
影
見
し
水
ぞ
ま
づ
こ
ほ
り
け
る

（
古
今
集
巻
六
・
冬
歌
・
三
一
六
）

題
し
ら
ず
　
　
　
　
　
　
　
よ
み
人
も

冬
の
い
け
の
鴨
の
う
は
げ
に
を
く
し
も
の
き
え
て
物
思
ふ
こ
ろ
に
も
あ
る

か
な 

（
後
撰
集
巻
八
・
冬
歌
・
四
六
○
）

廉
義
公
家
障
子
　
　
　
　
　
も
と
す
け

冬
の
夜
の
池
の
氷
の
さ
や
け
き
は
月
の
光
の
み
が
く
な
り
け
り

（
拾
遺
集
巻
四
・
冬
・
二
四
○
）

題
し
ら
ず
　
　
　
　
　
　
　
よ
み
人
し
ら
ず

ふ
ゆ
の
池
の
う
へ
は
氷
に
と
ぢ
ら
れ
て
い
か
で
か
月
の
そ
こ
に
入
る
ら
ん

（
拾
遺
集
巻
四
・
冬
・
二
四
一
）
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も
み
ぢ
の
ち
ぐ
さ
に
見
ゆ
る
を
り
、
親
王
た
ち
お
は
し
ま
さ
せ
て
、
夜
ひ

と
夜
、
酒
飲
み
し
遊
び
て
、
夜
明
け
も
て
ゆ
く
ほ
ど
に
、
こ
の
殿
の
お
も

し
ろ
き
を
ほ
む
る
歌
よ
む
。
そ
こ
に
あ
り
け
る
か
た
ゐ
お
き
な
、
板
敷
の

し
た
に
は
ひ
歩
き
て
、
人
に
み
な
よ
ま
せ
は
て
て
よ
め
る
。

塩
竈
に
い
つ
か
来
に
け
む
朝
な
ぎ
に
釣
す
る
船
は
こ
こ
に
よ
ら
な
む

と
な
む
よ
み
け
る
は
。
陸
奥
の
国
に
い
き
た
り
け
る
に
、
あ
や
し
く
お
も

し
ろ
き
所
々
多
か
り
け
り
。
わ
が
み
か
ど
六
十
余
国
の
中
に
、
塩
竈
と
い

ふ
所
に
似
た
る
所
な
か
り
け
り
。
さ
れ
ば
な
む
、
か
の
お
き
な
、
さ
ら
に

こ
こ
を
め
で
て
、
塩
竈
に
い
つ
か
来
に
け
む
と
よ
め
り
け
る
。

（『
伊
勢
物
語
』
八
十
一
段）

18
（

）

今
昔
、
川
原
ノ
院
ハ
融
ノ
左
大
臣
ノ
造
テ
住
給
ケ
ル
家
ナ
リ
。
陸
奥
ノ

国
ノ
塩
竈
ノ
形
ヲ
造
テ
、
潮
ノ
水
ヲ
汲
入
テ
池
ニ
湛
ヘ
タ
リ
ケ
リ
。

（『
今
昔
物
語
集
』
巻
第
二
十
七
―
二
・
⑤
九
五）

19
（

）

こ
の
邸
に
は
、
陸
奥
の
国
の
塩
釜
の
浦
を
模
し
た
池
が
あ
っ
た
と
い
う
。
河

原
院
の
池
は
、
海
に
見
立
て
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

第
二
節
で
見
た
通
り
、明
石
か
ら
海
を
眺
め
て
い
た
源
氏
は
、「
古
里
の
池
水
」

を
思
い
出
す
。「
古
里
の
池
水
」
と
は
桐
壺
の
更
衣
の
里
で
あ
り
、
源
氏
が
自

邸
と
し
て
い
た
二
条
院
の
池
を
指
す
の
で
あ
ろ
う
。
海
辺
の
景
色
が
庭
の
池
を

想
起
さ
せ
て
い
る
。
ま
た
、
瀬
戸
内
に
浮
か
ぶ
淡
路
島
は
庭
の
池
の
中
島
に
似

通
っ
て
い
る
と
も
語
ら
れ
る
。

庭
に
お
け
る
池
が
海
に
見
立
て
ら
れ
て
い
た
の
だ
と
す
る
と
、
海
の
近
く
に

る
だ
ろ
う
か
。
六
条
院
冬
の
町
に
は
月
の
光
が
映
る
池
が
配
さ
れ
て
い
た
と
考

え
る
。

も
し
、
太
田
静
六
氏
の
説
の
よ
う
に
「
枯
山
水）

16
（

」
の
庭
だ
と
し
た
ら
、
そ
の

よ
う
に
特
筆
し
た
の
で
は
な
い
か
。
ま
た
、
も
し
明
石
の
御
方
の
邸
に
池
が
な

か
っ
た
の
だ
と
し
た
ら
、
そ
う
書
か
れ
た
の
で
は
な
い
か
。
た
と
え
ば
『
栄
花

物
語
』
に
は
、
三
条
院
に
池
が
な
か
っ
た
旨
が
記
述
さ
れ
て
い
る
。

さ
て
ほ
ど
も
な
く
、
宮
の
御
前
も
三
条
院
に
渡
ら
せ
た
ま
ひ
ぬ
。
院
の

様
、
わ
ざ
と
池
、
遣
水
な
け
れ
ど
、
大
木
ど
も
多
く
て
、
木
立
を
か
し
う

気
高
く
、
な
べ
て
な
ら
ぬ
様
し
た
り
。

（
巻
第
十
二
た
ま
の
む
ら
ぎ
く
・
②
八
四）

17
（

）

明
石
の
浦
に
暮
ら
し
た
明
石
の
御
方
に
は
水
辺
と
の
連
想
が
働
き
、
読
者
は

六
条
院
冬
の
町
に
池
が
あ
っ
た
と
想
像
し
て
物
語
を
読
ん
で
い
た
の
で
は
な
い

か
。
冬
の
町
に
お
け
る
池
の
描
写
が
な
い
と
い
う
理
由
で
以
っ
て
池
が
な
い
と

考
え
る
の
は
、
物
語
の
舞
台
と
し
て
い
か
が
で
あ
ろ
う
か
。

邸
宅
の
中
に
池
を
造
る
意
味
と
は
何
だ
ろ
う
か
。
六
条
院
の
モ
デ
ル
と
言
わ

れ
て
い
る
河
原
院
の
例
を
見
て
み
た
い
。
河
原
院
は
、
源
融
が
六
条
の
鴨
川
付

近
に
建
て
た
邸
で
あ
る
。『
伊
勢
物
語
』
や
『
今
昔
物
語
集
』
な
ど
に
語
ら
れ

て
い
る
。む

か
し
、
左
の
お
ほ
い
ま
う
ち
ぎ
み
い
ま
そ
が
り
け
り
。
賀
茂
河
の
ほ

と
り
に
、
六
条
わ
た
り
に
、
家
を
い
と
お
も
し
ろ
く
造
り
て
、
す
み
た
ま

ひ
け
り
。
十
月
の
つ
ご
も
り
が
た
、
菊
の
花
う
つ
ろ
ひ
さ
か
り
な
る
に
、
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け
て
い
る
。
二
つ
の
対
が
ど
う
配
置
さ
れ
て
い
た
の
か
が
問
題
と
な
っ
て
い

る）
22
（

。
建
物
の
並
べ
方
と
し
て
適
当
な
の
は
、
ど
ん
な
形
態
で
あ
ろ
う
か
。

平
安
京
の
一
町
規
模
の
遺
構
、
前
出
「
右
京
一
条
三
坊
九
町
」
の
建
物
は
、

コ
の
字
型
配
列
で
あ
る
と
報
告
さ
れ
て
い
る）

23
（

。
ま
た
、
川
本
重
雄
氏
は
、「
中

庭
に
よ
っ
て
採
光
や
通
風
を
確
保
で
き
る）

24
（

」
と
し
、
コ
の
字
型
建
物
配
置
が
古

く
か
ら
発
展
し
て
い
た
こ
と
を
指
摘
す
る
。
コ
の
字
を
形
成
す
る
よ
う
に
、
建

物
を
平
・
妻
（
長
手
方
向
・
短
手
方
向
）
互
い
違
い
に
配
置
し
、
日
光
や
風
を

取
り
入
れ
や
す
く
し
た
形
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
報
告
に
従
い
、
建
物
を
採
光
や

通
風
を
確
保
し
や
す
い
配
置
と
し
、
想
定
配
置
図
私
案
に
示
す
。
こ
の
配
置
に

す
れ
ば
、
対
二
つ
を
同
じ
向
き
に
並
べ
る
配
置
よ
り
も
、
池
の
面
積
が
取
り
や

す
く
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

次
に
、対
の
形
態
に
つ
い
て
見
て
い
き
た
い
。
川
本
重
雄
氏
は
、対
の
規
模
・

形
態
に
つ
い
て
三
形
式
を
挙
げ
て
お
ら
れ
る
）
25
（

。

⑴
対
　
　
　
梁
行
二
間
の
母
屋
に
四
面
庇
・
南
広
庇
・
寝
殿
と
反
対
側
の

孫
庇
を
備
え
た
対
。

⑵
対
代
　
　
⑴
で
述
べ
た
対
の
規
格
に
合
わ
な
い
も
の
。

⑶
対
代
廊
　
対
代
の
う
ち
母
屋
梁
行
一
間
の
も
の
。

冬
の
町
に
は
「
大
き
な
る
対
二
つ
」（
若
菜
上
・
④
一
○
三
）
が
あ
る
と
述

べ
ら
れ
て
い
る
の
で
、
三
形
式
の
う
ち
、
最
も
規
模
の
大
き
な
⑴
の
対
が
二
つ

あ
る
こ
と
と
し
て
想
定
配
置
図
私
案
に
示
し
た
。

ま
た
、
高
橋
和
夫
氏
は
、
冬
の
町
の
庭
は
北
向
き
で
あ
り
、
南
に
庭
を
作
る

生
ま
れ
育
っ
た
明
石
の
御
方
の
町
の
庭
に
池
が
あ
っ
た
と
読
む
ほ
う
が
自
然
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。

五
　
対
の
配
置
の
想
定

で
は
、
図
を
作
成
し
て
六
条
院
冬
の
町
に
池
を
配
置
す
る
こ
と
が
で
き
る
か

ど
う
か
を
考
え
て
い
き
た
い
。冬
の
町
想
定
配
置
図
私
案
を
作
成
す
る
た
め
に
、

以
下
、
建
物
の
配
置
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
く
。

二
月
ば
か
り
よ
り
、
あ
や
し
く
御
気
色
か
は
り
て
な
や
み
た
ま
ふ
に
御
心

ど
も
騒
ぐ
べ
し
。
陰
陽
師
ど
も
も
、
所
を
か
へ
て
つ
つ
し
み
た
ま
ふ
べ
く

申
し
け
れ
ば
、
外
の
さ
し
離
れ
た
ら
む
は
お
ぼ
つ
か
な
し
と
て
、
か
の
明

石
の
御
町
の
中
の
対
に
渡
し
た
て
ま
つ
り
た
ま
ふ
。
こ
な
た
は
た
だ
大
き

な
る
対
二
つ
、
廊
ど
も
な
む
廻
り
て
あ
り
け
る
に
、
御
修
法
の
壇
ひ
ま
な

く
塗
り
て
、
い
み
じ
き
験
者
ど
も
集
ひ
て
の
の
し
る
。

（
若
菜
上
・
④
一
○
三
）

明
石
の
御
方
の
娘
で
あ
る
明
石
の
姫
君
は
、東
宮
に
入
内
し
女
御
と
な
っ
た
。

お
産
の
場
を
冬
の
町
に
設
け
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
冬
の
町
は
「
大
き

な
る
対
二
つ
」が
あ
る
と
語
ら
れ
、寝
殿
の
記
述
は
な
い
。
玉
上
琢
彌
氏
は
「
こ

こ
の
御
殿
は
寝
殿
が
な
く
、
大
き
な
対
屋
が
二
つ
だ
け
並
び
、
渡
り
廊
下
が
め

ぐ
ら
さ
れ
て
い
た）

20
（

。」
と
さ
れ
、
池
浩
三
氏
も
、「
寝
殿
を
設
け
ず
、
大
き
な
対

が
２
つ
あ
っ
た）

21
（

。」
と
さ
れ
て
い
る
。
高
橋
和
夫
氏
は
二
つ
の
対
を
違
う
向
き

に
並
べ
ら
れ
て
お
り
、
中
西
立
太
氏
は
二
つ
の
対
を
並
べ
背
後
に
中
の
対
を
設
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面
積
の
大
小
は
あ
ろ
う
が
、
冬
の
町
に
池
を
配
置
す
る
こ
と
は
で
き
る
。
よ
っ

て
、
冬
の
町
の
想
定
配
置
図
私
案
に
池
を
配
置
す
る
。

今
後
は
、
冬
の
町
の
姿
に
つ
い
て
、
池
の
有
無
以
外
の
観
点
か
ら
の
検
討
を

も
加
え
、
想
定
配
置
図
私
案
の
更
新
に
反
映
さ
せ
て
い
き
た
い
。

注（
１
）
平
良
泰
久
氏
「
平
安
貴
族
の
邸
宅
跡
―
平
安
京
右
京
一
条
三
坊
九
町
―
」（『
月
刊
文

化
財
』
二
四
二
、
第
一
法
規
出
版
、
一
九
八
三
年
）。

（
２
）
仲
隆
裕
氏
「
平
安
京
の
庭
園
遺
構
」（『
杉
山
信
三
先
生
米
寿
記
念
論
集
　
平
安
京
歴

史
研
究
』
杉
山
信
三
先
生
米
寿
記
念
論
集
刊
行
会
、
一
九
九
三
年
）。

（
３
）
六
条
院
に
つ
い
て
の
先
行
論
を
ま
と
め
た
も
の
に
、
浅
尾
広
良
氏
「『
源
氏
物
語
』

の
邸
宅
と
六
条
院
復
元
の
論
争
点
」（
倉
田
実
氏
編
『
王
朝
文
学
と
建
築
・
庭
園
（
平

安
文
学
と
隣
接
諸
学
一
）』
二
○
○
七
年
、
竹
林
舎
）
が
あ
る
。

（
４
）
外
山
英
策
氏
『
源
氏
物
語
の
自
然
描
写
と
庭
園
』（
丁
字
屋
書
店
、
一
九
四
三
年
）。

日
向
一
雅
氏
監
修
『
源
氏
物
語
研
究
叢
書
』
第
八
巻
（
ク
レ
ス
出
版
、
一
九
九
七
年
）

に
復
刻
。

（
５
）
太
田
静
六
氏
『
寝
殿
造
の
研
究
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
七
年
）。

（
６
）
福
岡
女
子
大
学
国
文
学
科
三
年
「
六
条
院
想
定
図
」（『
香
椎
潟
』
第
一
一
号
、

一
九
六
六
年
）。

（
７
）
玉
上
琢
彌
氏
の
「
六
条
院
推
定
復
元
図
」
の
研
究
は
、「
六
条
院
推
定
復
元
図

考
証
」

（『
大
谷
女
子
大
国
文
』
一
四
、一
九
八
四
年
）、「
六
条
院
」（『
平
安
京
の
邸
第
』
所
収
、

望
稜
社
、
一
九
八
七
年
）、「
光
源
氏
六
条
院
の
考
証
復
元
」（『
季
刊
大
林
』
三
四
、

大
林
組
、
一
九
九
一
年
）、「
六
条
院
復
元
図
覆
考
」（『
源
氏
物
語
講
座
一
　
源
氏
物

語
と
は
な
に
か
』
勉
誠
社
、
一
九
九
一
年
）、「
六
条
院
復
原
図
作
成
顛
末
略
記
」（『
む

ら
さ
き
』
二
八
、一
九
九
一
年
）、「
光
る
源
氏
の
六
条
院
に
つ
い
て
」（『
中
古
文
学
』

余
地
は
な
か
っ
た
と
の
見
解
で
あ
る）

26
（

。
平
安
時
代
の
貴
族
住
宅
の
特
徴
と
し
て

「
宅
地
南
側
に
池
を
伴
う
庭
の
あ
る
こ
と
」
が
山
岸
常
人
氏
の
論
文
で
指
摘
さ

れ
て
い
る）

27
（

。
が
、
一
方
で
庭
園
研
究
の
仲
隆
裕
氏
は
、「「
寝
殿
の
南
に
池
を
備

え
る
形
が
寝
殿
造
の
特
徴
で
あ
る
」
と
い
う
考
え
は
必
ず
し
も
あ
て
は
ま
ら
な

い
よ
う
に
思
わ
れ
る）

28
（

。」
と
さ
れ
て
い
る
。
冬
の
町
は
、
儀
式
を
行
う
目
的
で

造
ら
れ
た
庭
で
は
な
い
と
い
う
特
徴
が
あ
る
が
、今
回
は
従
来
言
わ
れ
て
い
る
、

南
に
池
が
あ
る
形
で
想
定
配
置
図
私
案
に
加
え
る
。北
向
き
の
庭
に
つ
い
て
は
、

今
後
の
研
究
を
待
ち
た
い
。

お
わ
り
に

本
論
で
は
、
六
条
院
冬
の
町
に
池
が
あ
っ
た
か
に
つ
い
て
考
察
し
た
。
池
を

配
置
す
る
面
積
が
取
れ
る
か
検
討
す
る
た
め
、建
物
配
置
に
つ
い
て
も
考
察
し
、

想
定
配
置
図
私
案
を
作
成
し
た
。

冬
の
町
に
は
御
倉
町
が
あ
る
た
め
一
町
よ
り
狭
い
が
、
池
を
配
置
で
き
な
い

の
だ
ろ
う
か
。
御
倉
町
の
面
積
を
ど
れ
く
ら
い
取
る
の
か
は
さ
ら
な
る
検
討
が

必
要
だ
が
、
先
行
想
定
図
を
参
考
に
し
、
一
町
の
う
ち
仮
に
御
倉
町
を
三
分
の

一
取
っ
た
）
29
（

と
し
て
、残
り
の
三
分
の
二
を
狭
い
面
積
だ
と
言
え
る
の
だ
ろ
う
か
。

平
安
京
の
宅
地
配
分
に
つ
い
て
、「
三
位
以
上
は
一
町
以
下
、
五
位
以
上
は
半

町
以
下
、
六
位
以
下
は
四
分
の
一
」
が
標
準
で
あ
っ
た
こ
と
が
推
定
さ
れ
て
い

る）
30
（

。
一
町
の
三
分
の
二
は
決
し
て
狭
い
面
積
で
は
な
い
。
現
に
、
図
に
配
置
し

て
み
る
と
、
池
の
面
積
は
十
分
に
取
れ
、
約
六
百
平
方
メ
ー
ト
ル
で
あ
っ
た
。
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○
○
三
年
）
に
よ
り
、
歌
番
号
を
付
す
。

（
16
）
注
（
５
）
に
既
出
。

（
17
）
山
中
裕
氏
・
秋
山
虔
氏
ほ
か
校
注
・
訳
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
　
栄
花
物
語
②
』

（
小
学
館
、
一
九
九
七
年
）
に
よ
り
、
巻
名
、
頁
数
を
示
す
。
私
に
傍
線
を
付
し
た
。

（
18
）
片
桐
洋
一
氏
・
福
井
貞
助
氏
ほ
か
校
注
・
訳
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
　
竹
取
物

語
　
伊
勢
物
語
　
大
和
物
語
　
平
中
物
語
』（
小
学
館
、
一
九
九
四
年
）。

（
19
）
森
正
人
氏
校
注
『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
　
今
昔
物
語
集
⑤
』（
岩
波
書
店
、

一
九
九
六
年
）
に
よ
り
、
巻
、
頁
数
を
示
す
。

（
20
）
玉
上
琢
彌
氏
「
光
源
氏
六
条
院
の
考
証
復
元
」。
注
（
７
）
に
既
出
。

（
21
）
池
浩
三
氏
「
源
氏
物
語
の
住
ま
い
」。
注
（
８
）
に
既
出
。

（
22
）「
中
の
対
」
に
つ
い
て
、
阿
部
秋
生
氏
・
秋
山
虔
氏
ほ
か
校
注
『
日
本
古
典
文
学
全

集
　
源
氏
物
語
四
』（
小
学
館
、
一
九
七
四
年
）
の
頭
注
は
、「「
中
の
対
」
は
不
審
。

下
文
に
よ
れ
ば
、
明
石
の
君
の
対
は
二
つ
あ
る
と
い
う
。
寝
殿
が
あ
る
か
否
か
も
明

ら
か
で
な
い
。
こ
れ
を
、
中
央
の
対
、
す
な
わ
ち
北
の
対
と
す
る
説
、
ま
た
、
二
つ

の
う
ち
中
の
対
と
よ
ば
れ
て
い
る
ほ
う
と
す
る
説
が
あ
る
。」
と
し
て
い
る
。
山
岸
徳

平
氏
校
注
『
日
本
古
典
文
学
大
系
　
源
氏
物
語
三
』（
岩
波
書
店
、
一
九
六
一
年
）
の

頭
注
は
、「（
寝
殿
が
な
く
）
大
き
な
対
の
屋
が
、
只
二
つ
で
、
渡
り
廊
下
が
、
い
か

に
も
、
二
つ
の
対
を
廻
る
よ
う
に
し
て
あ
る
の
だ
っ
た
、
そ
の
所
（
中
の
対
）
に
。

二
つ
の
対
は
、
北
の
対
と
、
そ
の
又
北
に
あ
る
対
で
あ
ろ
う
。」
と
し
て
い
る
。
柳
井

滋
氏
・
室
伏
信
助
氏
ほ
か
校
注
『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
　
源
氏
物
語
三
』（
岩
波
書

店
、
一
九
九
五
年
）
で
は
、「
こ
ち
ら
の
町
は
、（
寝
殿
は
な
く
て
）
た
だ
大
き
な
対

の
屋
が
二
つ
あ
っ
て
、
い
く
つ
か
の
廊
が
周
囲
を
め
ぐ
っ
て
い
る
が
。「
中
の
対
」
は

不
詳
。
二
番
目
の
対
の
意
と
も
。」
と
し
て
い
る
。
テ
キ
ス
ト
と
し
て
い
る
『
新
編
日

本
古
典
文
学
全
集
』
の
頭
注
は
、「
下
文
に
よ
れ
ば
、
西
北
の
町
は
、
寝
殿
は
な
く
て
、

対
屋
の
み
二
棟
あ
る
。「
中
の
対
」
が
、
そ
の
い
ず
れ
で
あ
る
か
、
位
置
関
係
と
と
も

に
不
明
。」
と
し
て
い
る
。

五
○
、一
九
九
二
年
）、「
源
氏
物
語
の
建
築
　
付
六
条
院
推
定
復
元
図
」（
柳
井
滋
氏
・

室
伏
信
助
氏
ほ
か
校
注『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
　
源
氏
物
語
一
』「
月
報
」岩
波
書
店
、

一
九
九
三
年
）、「
光
る
源
氏
の
六
条
院
復
元
案
・
第
二
案
」（『
歴
史
文
化
研
究
Ⅰ
源

氏
物
語
と
平
安
京
』
お
う
ふ
う
、
一
九
九
四
年
）
が
あ
る
。

（
８
）
池
浩
三
氏
の
「
六
条
院
想
定
図
」
の
研
究
は
、『
源
氏
物
語
―
そ
の
住
ま
い
の
世
界
―
』

（
中
央
公
論
美
術
出
版
、
一
九
八
九
年
）、「
源
氏
物
語
の
六
条
院
―
そ
の
想
定
平
面
図

の
根
拠
―
」（『
歴
史
文
化
研
究
Ⅰ
源
氏
物
語
と
平
安
京
』
お
う
ふ
う
、
一
九
九
四
年
）、

「
源
氏
物
語
の
住
ま
い
」（
五
島
邦
治
氏
監
修
、
風
俗
博
物
館
編
『
源
氏
物
語
六
條
院

の
生
活
』
光
琳
社
出
版
、
一
九
九
八
年
）、「
源
氏
物
語
に
お
け
る
「
建
築
」」（
鈴
木

一
雄
氏
監
修
『
国
文
学
解
釈
と
鑑
賞
　
別
冊
　
源
氏
物
語
の
鑑
賞
基
礎
知
識
　
一
七

空
蝉
』（
至
文
堂
、
二
○
○
一
年
）
が
あ
る
。

（
９
）
高
橋
和
夫
氏
「
六
条
院
の
造
営
―
少
女
」（『
國
文
学
』第
三
二
巻
第
一
三
号
、學
燈
社
、

一
九
八
七
年
）。

（
10
）
末
沢
明
子
氏
「
水
辺
の
追
憶
：
『
源
氏
物
語
』
の
庭
園
」（『
福
岡
女
学
院
大
学
紀

要
　
人
文
学
部
編
』
一
○
号
、
二
○
○
○
年
）。

（
11
）
中
西
立
太
氏
「
六
条
院
復
元
」（『
源
氏
研
究
』
第
六
号
、
翰
林
書
房
、
二
○
○
一
年
）。

ほ
か
に
「『
六
条
院
』
想
定
復
元
画
に
つ
い
て
」（
伊
井
春
樹
氏
監
修
『
講
座
源
氏
物

語
研
究
　
第
一
巻
　
源
氏
物
語
の
研
究
の
現
在
』
お
う
ふ
う
、二
○
○
六
年
）
が
あ
る
。

（
12
）
倉
田
実
氏
「『
源
氏
物
語
』
六
条
院
平
面
図
」（
小
町
谷
照
彦
氏
・
倉
田
実
氏
編
著
『
王

朝
文
学
文
化
歴
史
大
事
典
』
笠
間
書
院
、
二
○
一
二
年
）。

（
13
）『
源
氏
物
語
』
本
文
の
引
用
は
、
阿
部
秋
生
氏
・
秋
山
虔
氏
ほ
か
校
注
・
訳
『
新
編

日
本
古
典
文
学
全
集
　
源
氏
物
語
①
〜
⑥
』（
小
学
館
、
一
九
九
四
〜
一
九
九
八
年
）

に
よ
り
、
巻
名
、
頁
数
を
示
す
。
私
に
傍
線
を
付
し
た
。
以
下
同
じ
。

（
14
）引
用
は
、小
谷
野
純
一
氏『
原
文
＆
現
代
語
訳
シ
リ
ー
ズ
　
紫
式
部
日
記
』（
笠
間
書
院
、

二
○
一
三
年
）
に
よ
る
。

（
15
）
和
歌
の
引
用
は
、『
新
編
国
歌
大
観C

D
-R

O
M

版
　Ver.2

』（
角
川
学
芸
出
版
、
二
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（
23
）
注
（
１
）
に
既
出
。

（
24
）
川
本
重
雄
氏
「
貴
族
住
宅
」（
小
泉
和
子
氏
ほ
か
編
『
絵
巻
物
の
建
築
を
読
む
』
東

京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
六
年
）。

（
25
）
川
本
重
雄
氏
『
寝
殿
造
の
空
間
と
儀
式
』（
中
央
公
論
美
術
出
版
、
二
○
○
五
年
）。

（
26
）
注
（
９
）
に
既
出
。

（
27
）
山
岸
常
人
氏
「
宅
地
と
住
宅
」（『
季
刊
考
古
学
―
特
集
古
代
の
都
城
　
飛
鳥
か
ら
平

安
京
ま
で
―
』
第
二
二
号
、
雄
山
閣
、
一
九
八
八
年
）。

（
28
）
注
（
２
）
に
既
出
。

（
29
）
秋
の
町
を
一
町
の
邸
宅
と
し
、
冬
の
町
と
の
間
に
あ
る
小
路
四
丈
（
12
ｍ
）
を
冬
の

町
に
加
え
、
御
倉
町
の
面
積
に
充
て
る
も
の
と
す
る
。

（
30
）
秋
山
國
三
氏
「
平
安
京
に
お
け
る
宅
地
配
分
と
班
田
制
」（『
京
都
「
町
」
の
研
究
』

法
政
大
学
出
版
局
、
一
九
七
五
年
）。

　
　
　
　
― 

か
と
う
・
の
ぶ
え
、
広
島
大
学
大
学
院
博
士
課
程
後
期
在
学 

―
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