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﹃
源
平
盛
衰
記
﹄
に
お
け
る
建
礼
門
院
と
四
季

𠮷
田

后
希

は
じ
め
に

﹃
平
家
物
語
﹄
に
お
い
て
建
礼
門
院
の
物
語
は
諸
本
に
よ
っ
て
異
な
り
を

見
せ
る
︒
し
か
し
な
が
ら
建
礼
門
院
が
自
身
の
運
命
を
六
道
に
准
え
て
︑
後

白
河
院
に
語
る
と
い
う
大
筋
は
﹃
平
家
物
語
﹄
諸
本
の
凡
そ
一
致
す
る
と
こ

ろ
で
あ
る
︒
六
道
と
い
う
異
界
(
�
)

を
語
る
こ
と
は
鎮
魂
と
も
深
く
関
わ
る
こ
と

で
あ
り
︑
い
わ
ば
﹃
平
家
物
語
﹄
に
お
け
る
建
礼
門
院
に
課
せ
ら
れ
た
役
割

の
一
つ
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
︒

さ
て
﹃
源
平
盛
衰
記
﹄
に
お
い
て
は
︑
こ
う
し
た
異
界
を
語
る
建
礼
門
院

に
は
四
季
記
述
が
頻
繁
に
付
随
す
る
と
い
う
特
徴
が
あ
る
︒
た
と
え
ば
︑
建

礼
門
院
が
平
家
滅
亡
後
に
隠
居
し
た
寂
光
院
で
は
︑
御
腰
障
子
に
﹁
四
季
ノ

歌
モ
書
レ
タ
リ
﹂
と
し
︑
以
下
の
四
季
の
和
歌
四
首
を
挙
げ
る
︒

古
ヘ
ノ
奈
良
ノ
都
ノ
八
重
桜
ケ
フ
九
重
ヘ
ニ
香
ヌ
ル
カ
ナ

ウ
チ
シ
メ
リ
菖
蒲
ソ
カ
ホ
ル
杜
鵑
啼
ヤ
五
月
ノ
雨
ノ
夕
暮

久
堅
ノ
月
ノ
桂
モ
秋
ハ
ナ
ヲ
紅
葉
ス
レ
ハ
ヤ
照
マ
サ
ル
ラ
ン

サ
シ
モ
マ
タ
問
レ
ヌ
宿
ト
知
ナ
カ
ラ
踏
マ
テ
ソ
惜
キ
庭
ノ
白
雪
(
�
)

︵
巻
第
四
十
八
﹁
法
皇
大
原
入
御
﹂
㊅
p
.
4
7
8︶

ま
た
後
白
河
院
に
対
す
る
六
道
語
り
に
お
い
て
︑
六
道
の
一
︑
天
道
に
あ

た
る
宮
中
の
生
活
を
語
る
際
に
以
下
の
よ
う
な
四
季
記
述
を
用
い
る
︒

大
内
山
ノ
花
ノ
春
ハ
︑
南
殿
ノ
桜
ニ
心
ヲ
澄
シ
︑
日
ノ
長
事
ヲ
忘
︑
清

涼
殿
ノ
秋
ノ
夜
ハ
雲
井
ノ
月
ニ
思
ヲ
懸
テ
︑
夜
ノ
明
ナ
ン
事
ヲ

︑
冬

ハ
右
近
馬
場
ニ
フ
ル
雪
ヲ
︑
先
笑
花
カ
ト
悦
︑
夏
ハ
木
陰
涼
キ
暁
ニ
初

郭
公
ノ
音
モ
ウ
レ
シ
⁝

︵
巻
第
四
十
八
﹁
女
院
六
道
︵
廻
物
語
︶
﹂
㊅
p
.
4
9
7︶

紙
幅
の
都
合
上
︑
例
と
し
て
は
î
少
で
あ
る
が
︑
建
礼
門
院
と
四
季
は
密

接
な
関
係
を
持
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
︒
特
に
建
礼
門
院
と
四
季
の
関
係
性

を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
︑
着
目
し
た
い
の
は
屋
島
の
合
戦
記
述
で
あ
る
︒

屋
嶋
ニ
ハ
隙
行
駒
ノ
足
早
ク
留
ラ
ヌ
月
日
明
晩
テ
春
ハ
賤
カ
軒
端
ニ

匂
フ
梅
庭
ノ
桜
モ
散
ヌ
レ
ハ
夏
ニ
モ
ナ
リ
ヌ
垣
根
ツ
ヽ
キ
ノ
卯
花
五
月

ノ
空
ノ
郭
公
鳴
カ
ト
ス
レ
ハ
程
モ
ナ
ク
秋
ノ
色
ニ
移
テ
稲
葉
ニ
結
露
深

ク
野
辺
ノ
虫
ノ
音
ヨ
ハ
リ
ツ
ヽ
冷
シ
キ
比
モ
過
暮
テ
冬
ノ
景
気
ソ
冷
シ

キ
麓
ノ
里
ニ
時
雨
シ
尾
上
ハ
雪
モ
積
ケ
リ
⁝

︵
巻
第
四
十
一
﹁
平
家
人
々

﹂
㊅

︶

p
p
.
5
2-53

こ
う
し
た
表
現
は
﹃
源
平
盛
衰
記
﹄
巻
第
十
一
﹁
経
俊
入
布
引
滝
﹂
に
登
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場
す
る
龍
宮
城
の
景
観
︑
東
に
春
︑
南
に
夏
︑
西
に
秋
︑
北
に
冬
の
景
観
を

配
し
た
︑
い
わ
ゆ
る
四
方
四
季
の
景
観
記
述
と
近
似
し
て
い
る
(
�
)

︒
本
論
で
は

﹃
源
平
盛
衰
記
﹄
に
お
い
て
異
界
を
語
る
建
礼
門
院
と
四
季
︑
さ
ら
に
は
四

方
四
季
と
の
関
係
性
に
つ
い
て
考
察
を
進
め
て
い
き
た
い
︒

一
．

建
礼
門
院
周
辺
の
四
季
記
述
と

四
方
四
季
と
の
類
似
性

│
巻
第
十
一
﹁
経
俊
入
布
引
滝
﹂
を
手
掛
か
り
と
し
て
│

難
波
六
郎
経
俊
と
い
う
武
士
が
︑
平
重
盛
の
命
を
受
け
︑
布
引
滝
に
潜
る
︒

そ
こ
に
は
四
方
四
季
の
庭
を
有
す
る
龍
宮
城
が
存
在
し
て
お
り
︑
長
さ
八
尺

に
も
及
ぶ
女
が
機
を
織
っ
て
い
た
︒
そ
の
女
の
姿
を
見
た
難
波
六
郎
経
俊
は

直
ぐ
に
滝
か
ら
上
が
り
︑
滝
壺
の
中
の
様
子
を
平
重
盛
に
語
る
︒
し
か
し
︑

そ
の
報
告
が
終
わ
る
か
終
ら
な
い
か
の
う
ち
に
雷
雨
が
吹
き
荒
れ
︑
雷
に
打

た
れ
て
難
波
六
郎
経
俊
は
死
を
迎
え
る
︒
こ
れ
が
﹃
源
平
盛
衰
記
﹄
の
独
自

記
事
で
あ
る
巻
第
十
一
﹁
経
俊
入
布
引
滝
﹂
の
概
要
で
あ
る
︒
い
わ
ば
祟
り

に
よ
っ
て
難
波
六
郎
経
俊
は
亡
く
な
っ
た
と
い
え
よ
う
︒
こ
の
龍
宮
城
の
四

方
四
季
の
庭
と
灌
頂
巻
と
を
比
較
し
な
が
ら
見
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
︒
な

お
︑
巻
第
十
一
﹁
経
俊
入
布
引
滝
﹂
で
は
﹁
東
西
南
北
見
廻
バ
︑
四
季
ノ
景

気
ゾ
面
白
キ
﹂︵
㊁

︶
と
い
う
書
き
出
し
に
続
い
て
︑
東
す
な

p
.182-183

わ
ち
春
の
景
観
か
ら
記
述
が
始
ま
る
︒

巻
第
十
一
﹁
経
俊
入
布
引
滝
﹂

灌
頂
巻

︵
但
し
全
て
巻
第
四
十
八
に
依
る
︶

︿
東
・
春
の
景
観
﹀

四
方
ノ
山
辺
モ
長
閑
ニ
テ
︑

霞
ノ
衣
立
渡
リ
︑
谷
ヨ
リ
出

ル
鶯
モ
軒
端
ノ
梅
ニ
�
︑
池

ノ
ツ
ラ
ヽ
モ
打
解
テ
︑
岸
ノ

青
柳
糸
乱
︒
松
ニ
懸
レ
ル
藤

花
︑
春
ノ
名
残
モ
惜
顔
ナ
リ
︒

⁝

︵
㊁
p
.
1
8
3︶

①
彼
寂
光
院
ノ
景
気
ヲ
御
覧
シ
ケ
レ
ハ
︑

古
ク
造
ナ
セ
ル
山
水
木
立
︑
何
ト
ナ

ク
ワ
サ
ト
ニ
ハ
ア
ラ
ネ
共
︑
由
ア
ル

様
ナ
ル
御
堂
也
︒
⁝
檐
ニ
ハ
垣
衣
茂
︑

庭
ニ
ハ
葎
片
敷
テ
︑
心
ノ
儘
ニ
荒
タ

ル
籬
ハ
シ
ケ
キ
野
辺
ヨ
リ
モ
猶
乱
氷

解
ヌ
ル
谷
川
ノ
筧
ノ
水
モ
絶★

也
︒

⁝
露
ヲ
含
メ
ル
岸
ノ
欵
冬
玉
ヲ
貫
カ

ト
誤
タ
ル
︒
青
葉
マ
シ
リ
ノ
遅
桜
︑

梢
ノ
花
モ
散
残
若
紫
ノ
藤
花
︑
垣
根

ノ
松
ニ
懸
レ
ル
モ
︑
春
ノ
遺
ヲ
惜
メ

ト
ヤ
︑
君
ノ
御
幸
ヲ
待
㒵
也
︒
八
重

立
雲
ノ
絶
間
ヨ
リ
︑
初
音
ユ
カ
シ
キ

山
郭
公
ヲ
ハ
︑
此
里
人
ノ
ミ
ヤ
馴
テ

聞
ラ
ン
ト
思
召
知
セ
給
ケ
リ
︒
岸
ノ

青
柳
色
深
ク
シ
︑
池
水
ミ
ト
リ
ノ
浪

ニ
立
ケ
レ
ハ
︑
法
皇
カ
ク
ソ
思
召

ツ
ヽ
ケ
サ
セ
給
ケ
ル

池
水
ニ
岸
ノ
青
柳
散
シ
キ
テ

浪
ノ
花
コ
ソ
サ
カ
リ
ナ
リ
ケ
レ

︵
﹁
法
皇
大
原
入
御
﹂
㊅

︶

p
p
.4
6
8-469

︿
南
・
夏
の
景
観
﹀

雲
井
ニ
名
乗
杜
鵑
︑
沼
ノ
石

垣
水
籠
テ
︑
菖
蒲
ミ
ダ
ル
ヽ

②
軒
近
キ
花
橘
ノ
風
ナ
ツ
カ
シ
ク
薫
タ

リ
ケ
ル
︑
折
シ
モ
山
郭
公
ノ
一
声
二
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五
月
雨
ニ
︑
昔
ノ
跡
ヲ
忍
ベ

ト
ヤ
︑
花
橘
ノ
香
ソ
匂
︒
⁝

︵
㊁
p
.
1
8
3︶

声
音
信
テ
︑
遥
ニ
聞
エ
ケ
レ
ハ
︑
⁝

御
硯
ノ
蓋
ニ
︑
角
ソ
書
ス
サ
マ
セ
給

ケ
ル郭

公
花
橘
ハ
ナ
ノ
香
ヲ
ト
メ
テ
啼

ハ
ム
カ
シ
ノ
人
ヤ
恋
シ
キ

ト
大
納
言
典
侍
︑
コ
レ
ヲ
御
覧
シ
︑

イ
ト
ヽ
悲
ク
思
召
ケ
レ
ハ

猶
モ
又
昔
ヲ
カ
ケ
テ
忍
ヘ
ト
ヤ
古

ニ
シ
軒
ニ
カ
ホ
ル
タ
チ
花

︵﹁
同
御
出
家
﹂
㊅
p
.
4
5
8︶

︿
西
・
秋
の
景
観
﹀

萩
女
郎
花
花
薄
枝
指
カ
ハ
ス

籬
ノ
内
︑
朝
ハ
露
ニ
乱
ツ
ヽ
︑

夕
ハ
風
ニ
ヤ
ソ
ヨ
グ
ラ
ン
︒

梢
ニ
ツ
タ
フい

庭
ノ
白
菊
色

ソ
ヘ
テ
︑
窓
ノ
紅
葉★

濃
薄

シ
︒
妻
喚
鹿
ノ
声
ス
ゴ
ク
︑

虫
ノ
怨
モ
絶★

也
︒
⁝

︵
㊁

︶

p
p
.183-184

③
(
ⅰ
)
晩
行
秋
ノ
サ
ヒ
シ
サ
ハ
︑
イ

ト
ヽ
御
心
細
カ
ラ
ヌ
ト
云
事
ナ

シ
︒
心
ノ
儘
ニ
荒
タ
ル
籬
ハ
︑

繁
野
辺
ヨ
リ
モ
露
ケ
ク
テ
︑
折

知
カ
ホ
ニ
イ
ツ
シ
カ
虫
ノ
音

声
々
ニ
怨
モ
哀
也
︒

︵﹁
大
臣
父
子
従
鎌
倉
上
洛
﹂
㊅

p
.
4
6
0︶

(
ⅱ
)嵐
列
シ
木
葉
猥
カ
ハ
シ
︒
鹿
音

時★

音
信
テ
︑
虫
ノ
怨
モ
絶★

弱
レ
リ
︒
秋
ノ
悲
秋
ノ
哀
ヲ
サ

ヘ
︑
取
集
タ
ル
御
心
ス
コ
サ
ニ
︑

古
歌
ヲ
思
召
出
ツ
ヽ

奥
山
ニ
紅
葉
フ
ミ
分
啼
鹿
ノ

コ
エ
聞
時
ソ
秋
ハ
悲
シ
キ

口
ス
サ
マ
セ
給
ケ
ル
ニ
付
テ
モ
︑
浦

伝
島
伝
セ
シ
カ
共
︑
サ
ス
カ
是
程
ハ

ナ
カ
リ
シ
物
ヲ
ト
思
召
テ
︑
責
ノ
御

事
ト
覚
テ
︑
哀
ナ
ル
︒
⁝
妻
恋
鹿
ノ

籬
ノ
中
ヲ
ソ
通
ケ
ル
︒
⁝

︵﹁
大
臣
父
子
従
鎌
倉
上
洛
﹂
㊅p

p
.

︶

4
62-
4
64

︿
北
・
冬
の
景
観
﹀

木★

ノ
梢
モ
禿
ニ
テ
︑
焼
野

ノ
薄
霜
枯
ヌ
︒
降
積
雪
ノ
深

ケ
レ
ハ
言
問
道
モ
埋
レ
ヌ
︒

︵
㊁
p
.
1
8
4︶

④
サ
シ
モ
マ
タ
問
レ
ヌ
宿
ト
知
ナ
カ
ラ

フ
マ
テ
ソ
惜
キ
庭
ノ
白
雪

︵
﹁
法
皇
大
原
入
御
﹂
㊅
p
.
4
7
8︶

灌
頂
巻
の
四
季
記
述
を
抄
出
し
た
︒
①
は
春
の
景
観
に
つ
い
て
の
記
述
で

あ
り
︑
大
原
に
御
幸
し
た
後
白
河
院
の
寂
光
院
に
対
す
る
感
慨
で
あ
る
︒

﹁
寂
光
院
ノ
景
気
ヲ
御
覧
シ
ケ
レ
ハ
﹂
と
︑
巻
第
十
一
﹁
経
俊
入
布
引
滝
﹂

と
類
似
す
る
書
き
出
し
か
ら
始
ま
り
︑
松
・
藤
花
と
い
っ
た
春
の
景
物
を
以

て
寂
光
院
の
様
子
を
記
述
す
る
︒
し
か
し
︑
後
白
河
院
の
大
原
御
幸
は
作
中

で
は
﹁
卯
月
未
ノ
事
﹂
で
あ
る
︒
し
た
が
っ
て
夏
あ
る
い
は
夏
か
ら
秋
の
景

物
を
以
て
寂
光
院
の
景
観
を
語
る
べ
き
で
あ
ろ
う
︒
た
だ
し
︑
①
の
記
述
は

全
て
春
の
景
物
に
よ
る
表
現
で
は
な
く
︑
秋
の
景
物
も
織
り
交
ぜ
ら
れ
て
い

る
︒
た
と
え
ば
︑
﹁
心
ノ
儘
ニ
荒
タ
ル
籬
ハ
シ
ケ
キ
野
辺
ヨ
リ
モ
⁝
﹂
は
明
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ら
か
に
夏
か
ら
秋
に
か
け
て
の
景
物
で
あ
る
︒
そ
れ
を
裏
付
け
る
の
が
"
る

巻
第
四
十
五
﹁
建
礼
門
院
吉
田
坐
﹂
で
あ
る
︒
こ
の
章
段
で
も
同
じ
表
現
が

使
用
さ
れ
て
い
る
︒
六
月
半
ば
を
過
ぎ
た
頃
に
吉
田
に
入
御
し
た
建
礼
門
院

が
﹁
心
ノ
儘
ニ
荒
タ
ル
籬
ハ
滋
野
辺
ヨ
リ
モ
猶
露
繁
ク
︑
折
知
カ
ホ
ニ
イ
ツ

シ
カ
虫
ノ
声
ニ
怨
モ
我
身
ノ
上
ト
ソ
思
召
﹂︵
㊅
p
.
3
1
9︶
と
述
懐
し
︑
夏

か
ら
秋
の
景
観
を
彩
る
も
の
と
し
て
認
識
さ
れ
︑﹁
心
ノ
儘
ニ
荒
タ
ル
籬
﹂

等
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
︒
季
節
が
異
な
る
景
物
の
混
合

の
理
由
に
つ
い
て
明
確
な
答
え
は
持
た
な
い
が
︑
興
味
深
い
点
と
し
て
記
し

て
お
き
た
い
︒

続
い
て
②
で
あ
る
が
︑
こ
の
記
述
直
前
に
﹁
五
月
ノ
短
夜
﹂
と
あ
り
︑
こ

の
和
歌
が
詠
み
か
わ
さ
れ
た
の
が
夏
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
︒﹁
花
橘

ノ
香
﹂
や
﹁
昔
ノ
跡
ヲ
忍
ヘ
ト
ヤ
﹂
と
い
っ
た
表
現
が
共
通
し
て
見
ら
れ
る
︒

"
る
巻
第
四
十
四
﹁
女
院
出
家
﹂
に
お
い
て
も
︑
建
礼
門
院
と
大
納
言
典
侍

が
全
く
同
じ
和
歌
を
詠
み
か
わ
し
て
お
り
︑
こ
れ
も
①
で
見
た
﹁
心
ノ
儘
ニ

荒
タ
ル
籬
⁝
﹂
同
様
︑
建
礼
門
院
の
四
季
記
述
に
お
い
て
繰
り
返
し
使
用
さ

れ
る
表
現
で
あ
る
︒
な
お
︑
繰
り
返
し
使
用
さ
れ
る
近
似
表
現
の
例
と
し
て
︑

巻
第
十
六
﹁
菖
蒲
前
﹂
等
で
も
巻
第
十
一
﹁
経
俊
入
布
引
滝
﹂
の
夏
の
景
観

と
類
似
し
た
表
現
が
見
ら
れ
る
(
�
)

︒
③
(
ⅰ
)は
﹁
晩
行
秋
﹂
に
吉
田
の
景
観
を

記
述
し
た
も
の
と
し
︑
(
ⅱ
)は
﹁
十
月
末
ノ
頃
﹂
に
寂
光
院
の
景
観
を
記
述

し
た
も
の
と
し
て
お
り
︑
と
も
に
秋
か
ら
冬
に
か
け
て
の
場
面
と
さ
れ
る
︒

﹁
虫
ノ
怨
モ
絶★

弱
レ
リ
﹂︑﹁
妻
恋
鹿
﹂
と
い
っ
た
記
述
が
共
通
し
て
見
ら

れ
る
︒
④
の
冬
に
関
す
る
景
観
記
述
は
極
め
て
少
な
い
︒
抄
出
し
た
寂
光
院

の
御
腰
障
子
に
書
か
れ
た
四
季
の
和
歌
四
首
に
見
出
せ
る
他
は
︑﹁
余
寒
猶

洌
シ
去
年
ノ
白
雪
消
遣
ス
︒
谷
ノ
ツ
ラ
ヽ
モ
打
解
ネ
ハ
⁝
﹂︵
巻
第
四
十
八

﹁
法
皇
大
原
入
御
﹂
㊅

︶
と
寂
光
院
の
冬
を
端
的
に
述
べ
る
だ

p
p
.465-466

け
に
留
ま
る
︒

以
上
よ
り
灌
頂
巻
に
巻
第
十
一
﹁
経
俊
入
布
引
滝
﹂
の
四
方
四
季
の
詞
章

に
近
似
し
た
表
現
が
見
ら
れ
る
こ
と
が
指
摘
で
き
る
︒
特
に
寂
光
院
の
景
観

記
述
の
﹁
寂
光
院
ノ
景
気
ヲ
御
覧
シ
ケ
レ
ハ
﹂
と
い
う
書
き
出
し
は
︑﹁
東

西
南
北
見
廻
バ
︑
四
季
ノ
景
気
ゾ
面
白
キ
﹂
と
い
う
巻
第
十
一
﹁
経
俊
入
布

引
滝
﹂
に
お
け
る
四
方
四
季
の
詞
章
の
始
ま
り
を
彷
彿
と
さ
せ
︑
こ
の
四
方

四
季
の
詞
章
を
意
識
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
思
わ
せ
る
︒
確
か
に
東
に
春
︑

南
に
夏
︑
西
に
秋
︑
北
に
冬
と
い
っ
た
︑
四
季
と
方
角
を
一
致
あ
る
い
は
意

識
さ
せ
る
よ
う
な
記
述
は
な
く
︑
建
礼
門
院
周
辺
の
四
季
記
述
が
必
ず
し
も

巻
第
十
一
﹁
経
俊
入
布
引
滝
﹂
の
四
方
四
季
の
詞
章
に
依
る
も
の
と
断
ず
る

こ
と
は
で
き
な
い
︒
し
か
し
︑
巻
第
十
六
﹁
菖
蒲
前
﹂
等
﹃
源
平
盛
衰
記
﹄

随
所
に
巻
第
十
一
﹁
経
俊
入
布
引
滝
﹂
の
四
方
四
季
の
詞
章
に
類
似
す
る
表

現
が
見
ら
れ
︑
特
に
建
礼
門
院
周
辺
に
お
け
る
四
季
の
景
観
記
述
に
そ
の
特

徴
が
顕
著
で
あ
る
こ
と
か
ら
︑
灌
頂
巻
を
中
心
と
し
て
﹃
源
平
盛
衰
記
﹄
の

四
季
記
述
と
四
方
四
季
の
詞
章
に
相
関
関
係
が
あ
る
こ
と
は
指
摘
で
き
よ
う
︒

続
い
て
こ
の
四
方
四
季
の
表
現
の
"
源
と
意
味
に
つ
い
て
見
て
い
く
︒

二
．

中
世
に
い
た
る
ま
で
の
四
方
四
季

│
四
方
四
季
の
詞
章
の
登
場
以
前
│

四
方
四
季
の
表
現
の
古
例
は
﹃
宇
津
保
物
語
﹄
と
さ
れ
て
お
り
︑
四
方
四

季
の
景
観
を
有
す
る
邸
が
西
方
浄
土
に
准
え
ら
れ
る
な
ど
︑
古
く
は
理
想
郷

を
彩
る
景
観
と
し
て
機
能
し
て
い
た
︒

︵
ⅰ

︶
﹃
宇
津
保
物
語
﹄
に
お
け
る
四
方
四
季
の
景
物

﹃
宇
津
保
物
語
﹄
に
︑
紀
伊
国
の
神
南
備
種
松
に
よ
っ
て
造
営
さ
れ
た
吹
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上
の
宮
と
い
う
大
殿
が
登
場
す
る
︒
そ
の
吹
上
の
宮
の
内
部
の
様
子
が
四
方

四
季
の
景
観
と
さ
れ
る
︒
以
下
に
抄
出
す
る
︒

︿
全
体
像
﹀

吹
上
の
浜
の
わ
た
り
に
︑
広
く
お
も
し
ろ
き
所
を
選
び
求
め
て
︑
金
銀

瑠
璃
の
大
殿
を
造
り
磨
き
︑
四
面
八
町
の
内
に
︑
三
重
の
垣
を
し
︑
三

つ
の
陣
を
据
ゑ
た
り
︒
宮
の
内
︑
瑠
璃
を
敷
き
︑
お
と
と
十
︑
廊
︑
楼

な
ん
ど
し
て
︑
紫
檀
︑
蘇
芳
︑
黑
柿
︑
唐
桃
な
ど
い
ふ
木
ど
も
を
︑
材

木
と
し
て
︑
金
銀
︑
瑠
璃
︑
車
渠
︑
瑪
瑙
の
大
殿
を
造
り
重
ね
て
︑
四

面
め
ぐ
り
て
︑
東
の
陣
の
外
に
は
春
の
山
︑
南
の
陣
の
外
に
は
夏
の
陰
︑

西
の
陣
の
外
に
は
秋
の
林
︑
北
に
は
松
の
林
︑
面
を
め
ぐ
り
て
植
ゑ
た

る
草
木
︑
た
だ
の
姿
せ
ず
︒
咲
き
出
づ
る
花
の
色
︑
木
の
葉
︑
此
の
世

の
香
に
似
ず
︑
旃
檀
︑
優
曇
︑
交
じ
ら
ぬ
ば
か
り
な
り
︒
孔
雀
︑
鸚
鵡

の
鳥
︑
遊
ば
ぬ
ば
か
り
な
り
︒

︵﹁
吹
上
﹂
上

︶

p
p
.3
77
-3
78

ま
た
同
巻
で
は
さ
ら
に
﹁
い
は
ゆ
る
西
方
浄
土
に
生
ま
れ
た
る
や
う
に
な

む
︒
四
面
八
町
の
所
を
︑
金
銀
︑
瑠
璃
︑
車
渠
︑
瑪
瑙
し
て
造
り
磨
き
︑

⁝
﹂
︵
p
.
4
3
3︶
と
あ
り
︑
四
方
四
季
の
景
観
を
持
つ
吹
上
の
宮
を
﹁
西
方

浄
土
﹂
と
い
う
理
想
郷
に
準
え
る
︒﹃
往
生
要
集
﹄
に
次
の
よ
う
な
記
述
が

あ
る
︒第

四
に
︑
五
妙
境
界
の
楽
と
は
︑
四
十
八
願
も
て
浄
土
を
荘
厳
し
た
ま

へ
ば
︑
一
切
の
万
物
︑
美
を
窮
め
妙
を
極
め
た
り
︒
⁝
黄
金
の
池
の
底

に
は
白
銀
の
沙
あ
り
︑
白
銀
の
池
の
底
に
は
黄
金
の
沙
あ
り
︑
水
精
の

池
の
底
に
は
瑠
璃
の
沙
あ
り
︑
瑠
璃
の
池
の
底
に
は
水
精
の
沙
あ
り
︒

珊
瑚
・
琥
珀
・
車
磲
・
瑪
瑙
・
白
玉
・
紫
金
も
亦
ま
た
か
く
の
如
し
︒

︵
巻
上
・
大
文
第
二
﹁
欣
求
浄
土
﹂

︶

p
p
.5
7-58

﹁
金
銀
︑
瑠
璃
︑
車
渠
︑
瑪
瑙
﹂
が
浄
土
を
彩
る
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ

て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
︒
﹃
宇
津
保
物
語
﹄
に
お
け
る
四
方
四
季
の
景

観
も
こ
れ
と
同
じ
概
念
を
有
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
︒

︿
東
・
春
の
景
観
﹀

①
宮
よ
り
東
は
海
な
り
︒
そ
の
海
づ
ら
に
︑
岸
に
沿
ひ
て
大
い
な
る
松
に

藤
か
か
り
て
︑
二
十
町
ば
か
り
並
み
立
ち
た
り
︒
そ
れ
に
次
ぎ
て
︑
樺

桜
一
並
並
み
立
ち
た
り
︒
そ
れ
に
沿
ひ
て
紅
梅
並
み
立
ち
た
り
︒
そ
れ

に
沿
ひ
て
︑
躑
躅
の
木
ど
も
北
に
並
み
立
ち
て
︑
春
の
色
を
尽
く
し
て

並
み
た
り
︒

②
仲
忠
の
侍
従
︑
花
園
の
胡
蝶
に
書
き
て
︑

花
園
に
朝
夕
分
か
ず
ゐ
る
蝶
を
松
の
林
は
ね
た
く
見
る
ら
む

少
将
︑
林
の
鶯
に
書
き
つ
く
︒

常
磐
な
る
林
に
移
る
鶯
を
と
ぐ
ら
の
花
も
つ
ら
く
聞
く
ら
む

あ
る
じ
の
君
︑
水
の
下
の
魚
に
︑

底
清
く
流
る
る
水
に
住
む
魚
の
た
ま
れ
る
沼
を
い
か
が
見
る
ら

む

良
佐
︑
山
の
鳥
ど
も
に
︑

葦
繁
る
島
よ
り
巣
立
つ
鳥
ど
も
の
花
の
林
に
遊
ぶ
春
か
な

︵
﹁
吹
上
﹂
上

︶

p
p
.
381
-382

③
東
面
︑
浜
の
ほ
と
り
︑
花
の
林
二
十
町
ば
か
り
な
り
︒
花
の
御
垣
の
も

と
ま
で
並
み
立
ち
︑
満
つ
潮
は
御
垣
の
も
と
ま
で
満
ち
︑
干
る
潮
は
花

の
林
の
東
を
限
れ
り
︒
潮
満
て
ば
︑
花
の
木
は
海
に
立
て
る
ご
と
見
ゆ
︒

砂
子
麗
し
︒
木
の
根
し
る
か
ら
ず
︒
色
々
の
子
貝
ど
も
敷
け
る
ご
と
あ

り
︒

︵﹁
吹
上
﹂
上
p
.
3
9
7︶

④
あ
る
じ
の
君
︑

春
風
の
漕
ぎ
出
づ
る
船
に
散
り
積
め
ば
籬
の
花
を
よ
そ
に
見
る
か
な
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︵﹁
吹
上
﹂
上
p
.
4
0
0︶

春
の
記
述
は
極
め
て
多
い
︒
①
で
は
︑
吹
上
の
宮
よ
り
東
は
海
に
な
っ
て

お
り
︑
そ
の
海
辺
に
沿
っ
て
藤
の
か
か
っ
た
大
き
な
松
が
二
十
町
ば
か
り
立

ち
並
ん
で
咲
き
誇
っ
て
い
る
様
を
述
べ
る
︒
ま
た
そ
れ
に
続
い
て
︑
樺
桜
が

一
列
に
立
ち
並
び
︑
そ
れ
に
沿
っ
て
紅
梅
も
ず
ら
り
と
立
ち
並
ん
で
い
る
︒

②
は
吹
上
の
宮
の
主
︑
神
南
備
種
松
が
主
催
し
た
三
月
三
日
の
節
句
の
�
応

で
あ
る
︒
都
か
ら
の
客
人
を
盛
大
に
�
応
し
︑
酒
宴
が
催
さ
れ
る
︒
そ
の
場

で
仲
忠
の
侍
従
が
﹁
花
園
の
胡
蝶
﹂
を
題
と
し
て
歌
を
詠
む
︒
そ
れ
に
続
き
︑

少
将
ら
が
和
歌
を
詠
む
場
面
で
あ
る
︒
鶯
な
ど
種
々
の
景
物
を
以
て
︑
吹
上

の
宮
の
春
の
景
観
の
美
し
さ
を
褒
め
称
え
る
︒
③
は
春
の
景
観
が
広
が
る
吹

上
の
宮
の
東
面
に
つ
い
て
の
記
事
で
あ
る
︒
海
岸
沿
い
に
花
の
林
が
二
十
町

ば
か
り
立
ち
並
び
︑
浜
の
砂
子
や
色
と
り
ど
り
の
貝
が
見
事
な
も
の
で
あ
る

と
す
る
︒
④
は
吹
上
の
宮
の
東
に
面
し
た
浜
で
の
花
見
の
�
応
で
詠
ま
れ
た

和
歌
で
あ
る
︒
花
を
中
心
と
し
た
景
物
を
以
て
︑
吹
上
の
宮
の
春
の
景
観
の

美
し
さ
を
褒
め
称
え
る
︒

︿
南
・
夏
の
景
観
﹀

南
面
︑
大
き
な
る
野
辺
の
ほ
と
り
︑
松
の
林
二
十
町
ば
か
り
︑
丈
等
し

く
姿
同
じ
や
う
な
る
︒
野
清
く
広
し
︒
鹿
︑
雉
子
︑
数
知
ら
ず
あ
り
︒

︵﹁
吹
上
﹂
上

︶
p
p
.396-39

7

︿
西
・
秋
の
景
観
﹀

秋
の
紅
葉
︑
西
面
︑
大
い
な
る
河
づ
ら
に
︑
か
ら
の
ご
と
波
を
染
め
︑

色
を
尽
く
し
︑
町
を
定
め
て
植
ゑ
渡
し
︑
北
︑
南
︑
時
を
分
け
つ
つ
同

じ
や
う
に
し
た
り
︒

︵﹁
吹
上
﹂
上
p
.
3
8
2︶

宮
よ
り
西
︑
大
き
な
る
川
の
ほ
と
り
︑
二
十
町
ば
か
り
︑
紅
葉
の
林
の

丈
等
し
う
︑
数
同
じ
︒

︵﹁
吹
上
﹂
上
p
.
3
9
7︶

︿
北
・
冬
の
景
観
﹀

宮
よ
り
北
面
︑
大
き
な
る
山
の
ほ
と
り
︑
山
よ
り
下
ま
で
常
磐
の
木
︑

色
を
尽
く
し
た
り
︒
町
の
ほ
ど
︑
木
の
数
︑
南
と
等
し
︒

︵
﹁
吹
上
﹂
上
p
.
3
9
7︶

夏
の
景
観
を
有
す
る
吹
上
の
宮
の
南
面
は
広
々
と
し
た
野
原
が
広
が
り
︑

そ
の
付
近
に
松
の
林
が
二
十
町
ほ
ど
広
が
っ
て
い
る
と
い
う
︒
春
の
景
観
に

比
べ
て
︑
夏
の
景
観
の
記
述
は
至
っ
て
簡
素
な
も
の
で
あ
る
︒
吹
上
の
宮
よ

り
西
は
︑
大
き
な
川
岸
に
二
十
町
ほ
ど
に
紅
葉
の
林
が
あ
り
︑
秋
の
景
観
を

有
す
る
西
で
は
︑
紅
葉
の
木
立
と
川
が
目
を
引
く
こ
と
が
記
さ
れ
る
︒
吹
上

の
宮
よ
り
北
は
︑
大
き
な
山
が
あ
り
︑
常
緑
の
木
が
あ
っ
て
緑
色
が
濃
い
︒

町
の
様
子
︑
木
の
数
は
南
と
同
じ
で
あ
る
と
し
︑
南
と
同
じ
規
模
の
木
立
が

広
が
り
を
見
せ
る
︒

﹃
宇
津
保
物
語
﹄
吹
上
・
上
で
は
︑
東
に
春
の
景
観
︑
南
に
夏
の
景
観
︑

西
に
秋
の
景
観
︑
北
に
冬
の
景
観
を
配
し
︑
春
は
︑
桜
花
︑
春
雨
︑
鶯
︑
紅

梅
︑
躑
躅
な
ど
︑
夏
は
松
︑
鹿
︑
秋
は
紅
葉
︑
冬
は
常
緑
の
木
を
以
て
︑
そ

れ
ぞ
れ
の
景
観
を
賛
美
す
る
︒
た
だ
し
春
の
記
述
が
極
端
に
多
く
︑
秋
や
冬

の
景
観
記
述
は
極
端
に
少
な
い
と
い
う
偏
り
も
指
摘
で
き
よ
う
︒

︵
ⅱ

︶
﹃
源
氏
物
語
﹄
に
お
け
る
四
方
四
季
の
景
物

﹃
源
氏
物
語
﹄
に
お
い
て
四
方
四
季
の
景
観
を
有
す
る
の
は
六
条
院
で
あ

る
︒
四
方
四
季
の
町
を
有
す
る
六
条
院
は
﹃
宇
津
保
物
語
﹄
の
吹
上
の
宮
の

四
方
四
季
の
構
造
の
系
譜
を
引
い
て
お
り
︑
神
仙
や
常
世
の
観
念
が
内
在
す

る
理
想
郷
で
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
︒
﹃
源
氏
物
語
﹄
初
音
巻
で
は
︑
六
条

院
の
春
の
町
に
関
し
て
で
は
あ
る
が
﹁
生
け
る
仏
の
御
国
﹂
と
評
す
︒﹃
宇

津
保
物
語
﹄
同
様
︑
浄
土
の
如
き
理
想
郷
と
し
て
の
六
条
院
を
確
認
し
た
と
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こ
ろ
で
﹃
源
氏
物
語
﹄
六
条
院
に
お
け
る
四
方
四
季
の
景
物
を
見
て
い
き
た

い
︒
六
条
院
の
四
方
四
季
の
景
観
記
述
に
関
し
て
︑
以
下
︑
巻
ご
と
に
抄
出

し
て
い
く
も
の
と
す
る
︒

南
の
東
は
︑
山
高
く
︑
春
の
花
の
木
︑
数
を
尽
く
し
て
植
ゑ
︑
池
の
さ

ま
お
も
し
ろ
く
す
ぐ
れ
て
︑
御
前
近
き
前
栽
︑
五
葉
︑
紅
梅
︑
桜
︑
藤
︑

山
吹
︑
岩
躑
躅
な
ど
や
う
の
春
の
も
て
あ
そ
び
を
わ
ざ
と
は
植
ゑ
で
︑

秋
の
前
栽
を
ば
む
ら
む
ら
ほ
の
か
に
ま
ぜ
た
り
︒
中
宮
の
御
町
を
ば
︑

も
と
の
山
に
︑
紅
葉
の
色
濃
か
る
べ
き
植
木
ど
も
を
植
ゑ
︑
泉
の
水
遠

く
す
ま
し
︑
遣
水
の
音
ま
さ
る
べ
き
巌
た
て
加
へ
︑
滝
落
と
し
て
︑
秋

の
野
を
遥
か
に
作
り
た
る
︑
そ
の
こ
ろ
に
あ
ひ
て
︑
盛
り
に
咲
き
乱
れ

た
り
︒
嵯
峨
の
大
堰
の
わ
た
り
の
野
山
む
と
く
に
け
お
さ
れ
た
る
秋
な

り
︒
北
の
東
は
涼
し
げ
な
る
泉
あ
り
て
︑
夏
の
蔭
に
よ
れ
り
︒
前
近
き

前
栽
︑
呉
竹
︑
下
風
涼
し
か
る
べ
く
︑
木
高
き
森
の
や
う
な
る
木
ど
も

木
深
く
お
も
し
ろ
く
︑
山
里
め
き
て
︑
卯
花
の
垣
根
こ
と
さ
ら
に
し
わ

た
し
て
︑
昔
お
ぼ
ゆ
る
花
橘
︑
撫
子
︑
薔
薇
︑
く
た
に
な
ど
や
う
の
花

の
く
さ
ぐ
さ
を
植
ゑ
て
︑
春
秋
の
木
草
︑
そ
の
な
か
に
う
ち
ま
ぜ
た
り
︒

東
面
は
︑
分
け
て
馬
場
殿
つ
く
り
︑
埒
結
ひ
て
︑
五
月
の
御
遊
び
所
に

て
︑
水
の
ほ
と
り
に
菖
蒲
植
ゑ
し
げ
ら
せ
て
︑
む
か
ひ
に
御
�
し
て
︑

世
に
な
き
上
馬
ど
も
を
と
と
の
へ
立
て
さ
せ
た
ま
へ
り
︒
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
﹂

︶

p
p
.78-8

0

﹃
源
氏
物
語
﹄
の
中
で
少
女
巻
が
六
条
院
の
四
方
四
季
の
概
要
に
つ
い
て

最
も
端
的
に
ま
と
め
て
い
る
︒
東
南
の
町
は
︑
山
を
高
く
築
い
て
︑
池
の
風

情
は
格
別
︑
前
栽
に
は
︑
五
葉
の
松
︑
紅
梅
︑
桜
︑
藤
︑
山
吹
︑
岩
躑
躅
な

ど
の
春
の
草
木
だ
け
で
な
く
︑
秋
の
草
木
の
植
え
込
み
も
混
ぜ
込
ま
れ
て
い

る
︒
西
南
の
町
で
は
︑
築
山
に
紅
葉
の
色
が
鮮
や
か
に
な
る
よ
う
な
木
々
を

植
え
︑
遣
水
の
音
が
冴
え
わ
た
る
よ
う
に
工
夫
を
凝
ら
し
︑
秋
の
野
を
広
々

と
造
る
︒
北
東
の
町
は
夏
の
木
陰
を
主
と
し
て
造
り
︑
卯
の
花
の
垣
根
を
め

ぐ
ら
し
︑
花
橘
や
撫
子
︑
薔
薇
な
ど
を
植
え
︑
春
と
秋
の
木
草
を
織
り
交
ぜ

る
︒
西
北
の
町
に
は
︑
松
の
木
が
多
く
茂
り
︑
雪
景
色
を
鑑
賞
す
る
の
に
都

合
が
よ
い
︒
菊
の
籬
や
深
山
木
な
ど
が
植
え
て
あ
る
︒﹃
宇
津
保
物
語
﹄
に

比
し
て
四
季
の
景
物
記
述
は
よ
り
具
体
的
に
な
っ
た
と
い
え
よ
う
︒

春
の
御
殿
の
御
前
︑
と
り
わ
き
て
︑
梅
の
香
も
御
�
の
内
の
匂
ひ
に

吹
き
紛
ひ
︑
生
け
る
仏
の
御
国
と
お
ぼ
ゆ
︒

︵﹁
初
音
﹂
p
.
1
4
3︶

春
の
御
前
の
あ
り
さ
ま
︑
常
よ
り
こ
と
に
尽
く
し
て
に
ほ
ふ
花
の
色
︑

鳥
の
声
︑
他
の
里
に
は
︑
ま
だ
古
り
ぬ
に
や
と
め
づ
ら
し
う
見
え
聞
こ

ゆ
︒
⁝
こ
な
た
か
な
た
霞
み
あ
ひ
た
る
梢
ど
も
︑
錦
を
引
き
わ
た
せ
る

に
︑
御
前
の
方
は
は
る
ば
る
と
見
や
ら
れ
て
︑
色
を
増
し
た
る
柳
枝
を

垂
れ
た
る
︑
花
も
え
も
い
は
ぬ
匂
ひ
を
散
ら
し
た
り
︒
他
所
に
は
盛
り

過
ぎ
た
る
桜
も
︑
今
盛
り
に
ほ
ほ
笑
み
︑
廊
を
繞
れ
る
藤
の
色
も
こ
ま

や
か
に
ひ
ら
け
ゆ
き
に
け
り
︒
ま
し
て
池
の
水
に
影
を
う
つ
し
た
る
山

吹
︑
岸
よ
り
こ
ぼ
れ
て
い
み
じ
き
盛
り
な
り
︒
水
鳥
ど
も
の
︑
つ
が
ひ

を
離
れ
ず
遊
び
つ
つ
︑
細
き
枝
ど
も
を
く
ひ
て
飛
び
ち
が
ふ
︑
鴛
鴦
の

波
の
綾
に
文
を
ま
じ
へ
た
る
な
ど
︑
物
の
絵
様
に
も
描
き
取
ら
ま
ほ
し

き
に
︑
⁝

︵
﹁
胡
蝶
﹂

︶

p
p
.
165
-167

い
ず
れ
も
春
の
町
に
関
す
る
景
観
記
述
で
あ
る
︒
初
音
巻
で
は
梅
の
香
が

風
に
匂
い
︑
こ
の
世
の
極
楽
浄
土
と
思
わ
れ
る
と
し
︑
胡
蝶
巻
で
は
船
楽
を

記
す
︒
そ
こ
で
の
春
の
町
の
様
子
は
桜
や
山
吹
︑
藤
な
ど
が
今
を
盛
り
と
咲
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き
誇
っ
て
い
る
︒

御
前
に
︑
乱
れ
が
は
し
き
前
栽
な
ど
も
植
ゑ
さ
せ
た
ま
は
ず
︑
撫
子
の

色
を
と
と
の
へ
た
る
︑
唐
の
︑
大
和
の
︑
籬
い
と
な
つ
か
し
く
結
ひ
な

し
て
︑
咲
き
乱
れ
た
る
夕
映
え
︑
い
み
じ
く
見
ゆ
︒︵﹁

常
夏
﹂
p
.
2
2
8︶

東
北
の
町
の
西
の
対
の
様
子
で
あ
る
︒
庭
前
に
は
撫
子
が
美
し
く
咲
き
乱

れ
て
い
る
︒
斯
く
の
如
く
し
て
﹃
宇
津
保
物
語
﹄
や
﹃
源
氏
物
語
﹄
等
の
流

れ
の
中
で
四
方
四
季
の
概
念
︑
景
物
表
現
は
育
ま
れ
て
き
た
︒

三
．

中
世
に
お
け
る
四
方
四
季

│
異
界
を
彩
る
四
方
四
季
│

こ
う
し
た
﹃
源
氏
物
語
﹄
の
六
条
院
の
四
方
四
季
の
景
物
と
比
較
す
る
と
︑

﹁
昔
お
ぼ
ゆ
る
花
橘
﹂
や
薔
薇
な
ど
︑﹃
源
平
盛
衰
記
﹄
の
四
方
四
季
の
景
物

と
共
通
性
が
見
ら
れ
る
︒
し
か
し
︑
そ
の
一
方
で
﹃
源
氏
物
語
﹄
の
段
階
で

は
四
季
と
方
角
が
完
全
に
一
致
し
て
い
な
い
な
ど
四
方
四
季
の
表
現
の
固
定

化
に
は
い
ま
だ
至
っ
て
お
ら
ず
︑﹃
源
平
盛
衰
記
﹄
で
見
ら
れ
た
よ
う
な
四

方
四
季
の
詞
章
が
見
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
︒
こ
の
点
に
つ
い
て
市
古
貞
次

氏
は
以
下
の
よ
う
に
述
べ
る
︒

わ
れ
わ
れ
は
︑
中
世
に
至
っ
て
一
つ
の
理
想
郷
の
型
を
完
成
し
た
と

み
ら
れ
な
い
こ
と
も
な
い
︒
⁝
理
想
郷
に
し
ば
し
ば
描
か
れ
た
四
季
の

景
観
に
注
意
し
た
い
と
思
ふ
の
で
あ
る
︒
⁝
こ
の
や
う
に
四
方
に
四
季

を
配
し
た
こ
と
は
︑
あ
な
が
ち
中
世
に
始
ま
っ
た
こ
と
で
は
な
い
︒

﹁
宇
津
保
物
語
﹂
吹
上
巻
に
描
か
れ
て
い
る
神
南
備
の
種
松
の
邸
の
四

面
は
︑
東
の
陣
の
外
に
春
の
山
︑
南
の
陣
の
外
に
夏
の
か
げ
︑
西
に
は

秋
の
林
︑
北
に
は
松
の
林
と
い
ふ
風
に
な
っ
て
ゐ
た
︒
⁝
し
か
し
上
述

中
世
の
諸
作
の
詞
章
に
類
似
し
て
ゐ
て
︑
最
も
は
や
く
制
作
せ
ら
れ
た

も
の
と
し
て
は
︑﹁
源
平
盛
衰
記
﹂
巻
十
一
の
難
波
六
郎
経
俊
が
見
た

龍
宮
の
描
寫
を
あ
げ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ら
う
(
 
)

︒

﹃
宇
津
保
物
語
﹄
を
"
源
と
し
(
!
)

︑﹃
源
氏
物
語
﹄
に
お
い
て
や
や
発
展
し
た

理
想
郷
と
し
て
の
四
方
四
季
の
表
現
は
︑
そ
の
段
階
に
お
い
て
は
︑﹃
源
平

盛
衰
記
﹄
巻
第
十
一
﹁
経
俊
入
布
引
滝
﹂
が
極
め
て
饒
舌
な
表
現
を
以
て
四

方
四
季
を
語
っ
て
い
る
の
に
比
す
れ
ば
非
常
に
簡
素
な
表
現
で
あ
っ
た
︒
市

古
氏
は
中
世
に
至
っ
て
﹃
源
平
盛
衰
記
﹄
の
四
方
四
季
の
詞
章
が
最
も
は
や

く
制
作
さ
れ
た
先
駆
け
と
指
摘
さ
れ
る
が
︑
こ
の
﹃
源
平
盛
衰
記
﹄
の
四
方

四
季
の
詞
章
は
諸
作
品
に
影
響
を
与
え
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
︒
す
な

わ
ち
﹃
源
平
盛
衰
記
﹄
の
四
方
四
季
の
詞
章
の
登
場
に
よ
り
︑
諸
作
品
に
四

方
四
季
の
詞
章
が
展
開
さ
れ
て
い
く
︒
こ
う
し
た
詞
章
の
登
場
・
展
開
こ
そ
︑

中
世
に
お
け
る
四
方
四
季
の
特
徴
の
一
点
目
と
考
え
る
︒
た
と
え
ば
︑﹃
不

老
不
死
﹄︵
室
町
末
期
成
立
︶
は
そ
の
影
響
を
受
け
た
と
思
わ
れ
る
一
例
で

あ
る
︒
紙
幅
の
都
合
上
︑
春
・
夏
の
景
観
の
み
抄
出
す
る
が
︑
他
の
景
観
に

お
い
て
も
類
似
表
現
が
見
ら
れ
る
︒

巻
第
十
一
﹁
経
俊
入
布
引
滝
﹂

﹃
不
老
不
死
﹄

庭
ニ
ハ
金
銀
ノ
沙
ヲ
蒔
︑
池
ニ
ハ
瑠

璃
ノ
ソ
リ
橋
︑
溝
ニ
ハ
琥
珀
ノ
一
橋

ヲ
渡
シ
︑
馬
腦
ノ
立
石
珊
瑚
ノ
礎
真

珠
ノ
立
砂
︑
四
面
ヲ
荘
レ
リ
︒

︵
㊁
p
.
1
8
4︶

東
ハ
春
ノ
心
地
也
︒
四
方
ノ
山
辺
モ

⁝
庭
に
は
金
銀
の
砂
を
し
き
︑
四

季
の
有
様
︑
ま
の
ま
へ
也

東
は
︑
春
の
景
色
に
て
︑
軒
は
に

ち
か
き
︑
梅
か
え
の
︑
花
は
こ
そ

ふ
る
︑
白
雪
の
︑
き
え
ぬ
色
か
と
︑

あ
や
し
ま
れ
︑
に
ほ
ひ
に
め
て
ゝ
︑
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長
閑
ニ
テ
︑
霞
ノ
衣
立
渡
リ
︑
谷
ヨ

リ
出
ル
鶯
モ
軒
端
ノ
梅
ニ
�
︑
池
ノ

ツ
ラ
ヽ
モ
打
解
テ
︑
岸
ノ
青
柳
糸
乱
︒

松
ニ
懸
レ
ル
藤
花
︑
春
ノ
名
残
モ
惜

顔
ナ
リ
︒

︵
㊁
p
.
1
8
3︶

南
ハ
夏
ノ
心
地
也
︒
立
石
遣
水
底
浄
︑

汀
ニ
生
ル
杜
若
︑
階
ノ
本
ノ
薔
薇
モ

折
知
ガ
ホ
ニ
開
ケ
タ
リ
︒
垣
根
ニ
咲

ル
卯
花
︑
雲
井
ニ
名
乗
杜
鵑
︑
沼
ノ

石
垣
水
籠
テ
︑
菖
蒲
ミ
ダ
ル
ヽ
五
月

雨
ニ
︑
昔
ノ
跡
ヲ
忍
ベ
ト
ヤ
︑
花
橘

ノ
香
ソ
匂
︒
潭
辺
ニ
乱
飛
螢
︑
何
ト

テ
身
ヲ
バ
焦
ス
ラ
ン
︒
梢
ニ
高
ク
鳴

蟬
モ
︑
熱
サ
ニ
堪
ヌ
思
カ
ハ
⁝

︵
㊁
p
.
1
8
3︶

鶯
や
︑
た
に
の
と
ほ
そ
を
︑
は
な

れ
き
て
︑
こ
ゑ
め
つ
ら
か
に
鳴
ぬ

ら
ん

さ
む
き
な
こ
り
の
︑
う
す
ゆ
き
に
︑

き
ぬ
を
か
さ
ね
て
︑
き
さ
ら
き
や
︑

山
は
霞
の
︑
た
な
引
て
︑
岸
の
青

や
き
︑
め
も
は
る
に
︑
ほ
こ
ろ
ひ

そ
む
る
桜
花
︑
さ
か
り
を
そ
し
と
︑

わ
ひ
ぬ
ら
ん
︑
松
に
か
ゝ
れ
る
︑

藤
の
花
︑
春
の
な
こ
り
も
︑
お
し

け
也

み
な
み
に
夏
の
︑
時
を
え
て
︑
た

て
石
︑
や
り
水
︑
そ
こ
清
く
︑
み

き
は
に
お
ふ
る
︑
か
き
つ
は
た
︑

い
ろ
も
ひ
と
し
ほ
︑
こ
む
ら
さ
き

の
︑
花
の
匂
ひ
そ
︑
い
と
ゆ
か
し

き
︑
御
は
し
の
も
と
の
︑
さ
う
ひ

ま
て
︑
お
り
し
り
か
ほ
に
︑
う
る

は
し
や
︑

か
き
ね
に
さ
け
る
︑
卯
の
は
な
は
︑

月
か
雪
か
と
︑
白
た
へ
に
︑
明
ほ

の
し
る
き
︑
よ
こ
雲
の
︑
う
ち
よ

り
名
の
る
︑
ほ
と
ゝ
き
す
︑
ぬ
ま

の
い
は
か
き
︑
水
こ
め
て
︑
あ
や

め
乱
る
ゝ
︑
さ
み
た
れ
に
︑
昔
の

跡
を
︑
し
の
へ
と
や

花
橘
の
︑
香
そ
き
こ
ゆ
る
︑
さ
は

へ
に
み
た
れ
︑
と
ふ
螢
︑
な
れ
も

思
ひ
の
あ
る
に
こ
そ
︑
身
を
こ
か

す
ら
ん
︑
ゆ
ふ
ま
く
れ
︑
木
す
ゑ

涼
し
き
︑
蟬
の
こ
ゑ
︑
も
ぬ
け
て

行
も
︑
心
有

︵

︶

p
p
.
574
-575

﹃
不
老
不
死
﹄
は
︑
不
老
不
死
の
薬
に
ま
つ
わ
る
神
仙
た
ち
の
逸
話
集
で

あ
り
︑
医
術
に
長
け
た
孫
子
邈
が
︑
足
を
痛
め
た
阿
香
龍
王
を
治
療
し
て
︑

阿
香
龍
王
の
住
処
で
あ
る
﹁
り
う
く
う
せ
か
い
﹂
︵
龍
宮
︶
を
訪
問
す
る
場

面
で
あ
る
︒
﹃
不
老
不
死
﹄
に
お
け
る
四
方
四
季
の
詞
章
は
﹃
源
平
盛
衰
記
﹄

の
詞
章
と
同
文
表
現
を
持
っ
て
い
る
最
た
る
も
の
で
あ
り
︑
﹃
源
平
盛
衰
記
﹄

と
の
相
関
関
係
が
強
い
こ
と
を
指
摘
で
き
る
(
#
)
︒
﹃
源
平
盛
衰
記
﹄
自
体
も
神

仙
思
想
を
有
し
て
お
り
︑
灌
頂
巻
も
そ
の
例
外
で
は
な
い
(
$
)

︒
そ
の
影
響
故
か
︑

殊
に
﹃
源
平
盛
衰
記
﹄
の
詞
章
は
こ
う
し
た
神
仙
思
想
の
強
い
作
品
で
多
々

引
用
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
︒
他
に
も
﹃
す
ゑ
ひ
ろ
物
語
﹄
︵
江
戸
前
期
成
立

か
︶
が
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
︒﹃
す
ゑ
ひ
ろ
物
語
﹄
で
は
仙
境
に
あ
る

﹁
園
﹂
が
四
方
四
季
の
景
観
を
も
つ
と
さ
れ
る
︒

続
い
て
四
方
四
季
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
を
考
え
て
い
き
た
い
︒﹃
宇
津
保

物
語
﹄
の
吹
上
の
宮
や
﹃
源
氏
物
語
﹄
の
六
条
院
が
︑
極
楽
浄
土
に
類
す
る

理
想
郷
で
あ
り
︑
そ
れ
を
四
方
四
季
の
景
観
が
彩
っ
て
い
る
こ
と
は
見
て
き

た
通
り
で
あ
る
︒
し
か
し
な
が
ら
︑﹃
源
平
盛
衰
記
﹄
は
そ
れ
ら
と
同
じ
理

想
郷
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
か
︒
確
か
に
﹃
源
平
盛
衰
記
﹄
の
龍
宮
城
は
最
初
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こ
そ
極
楽
浄
土
の
よ
う
な
理
想
郷
を
思
わ
せ
る
︒
し
か
し
最
終
的
に
は
﹁
黒

雲
引
覆
雷
鳴
ア
ガ
リ
テ
大
雨
降
︑
イ
ナ
ビ
カ
リ
シ
テ
目
モ
開
キ
ガ
タ
﹂︵
㊁

p
.
1
8
5
︶
い
状
態
を
呼
ぶ
龍
宮
城
へ
と
反
転
し
︑
さ
ら
に
は
龍
宮
城
を
訪
れ

た
経
俊
が
祟
り
に
よ
っ
て
死
を
迎
え
る
な
ど
︑﹃
宇
津
保
物
語
﹄
な
ど
の
理

想
郷
と
は
か
け
離
れ
た
存
在
に
四
方
四
季
が
登
場
す
る
︒
こ
う
し
た
事
例
は

他
に
も
見
ら
れ
る
︒
例
え
ば
﹃
田
村
の
草
子
﹄︵
室
町
後
期
成
立
︶
で
は
伊

勢
国
鈴
鹿
山
の
鬼
神
︑
大
獄
丸
退
治
の
宣
旨
を
受
け
た
俊
宗
が
︑
大
獄
丸
の

住
処
を
訪
れ
る
場
面
に
四
方
四
季
が
登
場
す
る
︒
こ
こ
で
四
方
四
季
の
景
観

を
も
つ
の
は
大
獄
丸
の
住
処
︑
鬼
神
ら
の
住
ま
う
場
所
で
あ
る
︒
他
に
も
南

北
朝
期
か
ら
室
町
期
の
時
期
に
描
か
れ
た
絵
巻
に
四
方
四
季
を
有
す
る
も
の

が
登
場
す
る
︒
た
と
え
ば
十
四
世
紀
前
半
に
描
か
れ
た
﹃
浦
嶋
明
神
縁
起
絵

巻
﹄
に
登
場
す
る
龍
宮
城
︑
さ
ら
に
一
六
世
紀
前
半
に
描
か
れ
た
﹃
酒
吞
童

子
絵
巻
﹄
に
登
場
す
る
酒
吞
童
子
の
庭
が
︑
四
方
四
季
の
景
観
を
持
つ
と
さ

れ
て
い
る
︒

御
伽
草
子
な
ど
南
北
朝
期
か
ら
室
町
期
に
か
け
て
の
作
品
に
は
︑
神
仙
思

想
を
内
包
す
る
浄
土
の
如
き
理
想
郷
の
み
な
ら
ず
︑
鬼
神
の
住
ま
う
場
所
や

訪
れ
た
者
が
死
を
迎
え
る
龍
宮
城
に
ま
で
四
方
四
季
の
景
観
が
登
場
す
る
︒

す
な
わ
ち
︑
龍
や
鬼
︑
仙
人
な
ど
住
ま
う
も
の
は
異
な
れ
ど
も
︑
現
実
世
界

と
は
異
な
る
﹁
異
界
﹂
こ
そ
四
方
四
季
の
景
観
を
も
っ
て
い
る
こ
と
が
う
か

が
い
知
れ
る
︒
小
松
和
彦
氏
は
﹁
異
界
は
︑
時
間
軸
上
に
現
れ
る
異
界
と
︑

空
間
軸
上
に
現
れ
る
異
界
と
が
あ
る
︒
た
と
え
ば
︑
前
者
は
︑
夜
の
世
界
と

し
て
の
異
界
や
死
後
の
世
界
と
し
て
の
異
界
︑
後
者
は
︑
天
上
世
界
や
山
中

世
界
︑
水
中
︵
海
中
︶
世
界
︑
地
下
世
界
な
ど
が
典
型
で
あ
る
が
︑
こ
の
二

つ
の
異
界
は
し
ば
し
ば
重
な
っ
て
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
る
︒
死
者
の
魂
は
山
に
こ

も
る
と
か
︑
死
後
に
赴
く
極
楽
や
地
獄
は
︑
西
方
や
地
下
に
あ
る
と
も
考
え

ら
れ
て
い
た
こ
と
に
︑
そ
の
こ
と
は
示
さ
れ
て
い
る
︒﹂
と
指
摘
し
︑
こ
う

し
た
異
界
観
を
﹁
多
様
で
重
層
的
構
造
を
帯
び
た
異
界
観
﹂
と
評
さ
れ
る
(
&
)

︒

ま
た
小
峯
和
明
氏
は
﹁
異
界
の
造
型
と
し
て
竜
宮
も
冥
界
も
ほ
と
ん
ど
同

一
(

)
﹂
と
さ
れ
る
︒
小
松
氏
︑
小
峯
氏
の
異
界
観
に
随
う
な
ら
ば
龍
宮
城
︑
仙

10境
︑
鬼
の
住
ま
う
場
所
︑
冥
界
︑
す
な
わ
ち
現
実
世
界
と
切
り
離
さ
れ
た
存

在
全
て
が
異
界
で
あ
り
︑
そ
の
異
界
に
は
理
想
郷
も
含
ま
れ
る
︒
異
界
の
共

通
項
が
四
方
四
季
の
景
観
を
有
す
る
こ
と
に
あ
り
︑
異
界
全
般
を
示
す
よ
う

に
な
っ
た
四
方
四
季
の
広
義
性
が
︑
中
世
に
お
け
る
四
方
四
季
の
特
徴
の
二

点
目
と
い
え
よ
う
︒

こ
こ
で
﹃
源
平
盛
衰
記
﹄
の
建
礼
門
院
に
話
を
戻
す
︒
四
方
四
季
の
景
観

は
︑﹃
源
平
盛
衰
記
﹄
あ
る
い
は
御
伽
草
子
等
同
時
代
に
作
ら
れ
た
作
品
に

お
い
て
は
龍
宮
城
や
仙
境
︑
鬼
の
住
ま
う
場
所
な
ど
の
異
界
の
景
観
を
記
述

す
る
際
に
用
い
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
︒
従
来
の
理
想
郷
の
み
に
限
定
さ
れ

ず
︑
そ
れ
と
は
か
け
離
れ
た
概
念
を
持
つ
龍
宮
城
な
ど
も
含
め
︑
現
実
世
界

と
は
異
な
る
異
界
全
般
を
彩
る
も
の
と
し
て
よ
り
広
範
な
意
味
を
持
つ
よ
う

に
な
っ
た
と
指
摘
で
き
る
︒
冒
頭
で
触
れ
た
よ
う
に
建
礼
門
院
は
六
道
と
い

う
異
界
を
語
る
存
在
で
あ
る
︒
そ
う
い
っ
た
異
界
と
の
結
び
つ
き
の
深
い
建

礼
門
院
で
あ
る
か
ら
こ
そ
︑
四
方
四
季
と
は
異
界
を
彩
る
存
在
で
あ
る
と
い

う
中
世
独
自
の
理
解
が
影
響
し
︑
四
方
四
季
の
詞
章
を
踏
ま
え
た
よ
う
な
四

季
記
述
が
建
礼
門
院
周
辺
に
散
見
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
次
第
で

あ
る
︒

お
わ
り
に

四
方
四
季
の
表
現
の
表
出
は
﹃
宇
津
保
物
語
﹄
に
端
を
発
す
る
︒
常
世
や

神
仙
の
観
念
が
内
包
さ
れ
︑
理
想
郷
を
彩
る
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
︑﹃
源
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氏
物
語
﹄
に
も
そ
の
概
念
は
引
き
継
が
れ
た
︒
加
え
て
︑﹃
源
氏
物
語
﹄
で

は
そ
の
四
季
そ
れ
ぞ
れ
の
具
体
的
な
景
物
記
述
が
定
ま
り
つ
つ
あ
っ
た
︒
し

か
し
な
が
ら
︑﹃
宇
津
保
物
語
﹄
で
は
具
体
的
な
景
物
記
述
に
乏
し
く
︑﹃
源

氏
物
語
﹄
に
お
い
て
も
具
体
的
な
四
季
の
景
物
記
述
の
萌
芽
が
見
ら
れ
る
も

の
の
︑
四
季
と
方
角
が
完
全
に
一
致
し
な
い
な
ど
︑
四
方
四
季
の
表
現
は
完

全
に
固
定
化
し
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
︒

﹃
源
平
盛
衰
記
﹄
の
時
代
に
至
る
と
︑﹃
源
氏
物
語
﹄
に
着
想
を
得
︑
四
方

四
季
表
現
の
詞
章
が
登
場
し
︑
さ
ら
に
そ
れ
は
御
伽
草
子
︑
特
に
仙
境
な
ど

が
登
場
し
︑
神
仙
思
想
が
強
い
﹃
不
老
不
死
﹄
な
ど
に
受
け
継
が
れ
︑
四
方

四
季
の
表
現
に
は
凡
そ
定
ま
っ
た
形
式
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
︒
し
か

し
な
が
ら
︑
四
方
四
季
の
意
味
す
る
も
の
も
変
化
し
た
︒﹃
源
平
盛
衰
記
﹄

で
は
︑
訪
れ
た
者
が
死
を
迎
え
る
龍
宮
城
の
庭
を
彩
り
︑
御
伽
草
子
に
お
い

て
も
︑
鬼
神
の
住
ま
う
場
所
や
鬼
の
国
を
彩
る
な
ど
︑
必
ず
し
も
従
来
の

﹃
宇
津
保
物
語
﹄
等
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
浄
土
の
如
き
理
想
郷
の
み
を
彩
る

も
の
と
し
て
四
方
四
季
は
存
在
し
て
い
な
い
︒
つ
ま
り
﹃
源
平
盛
衰
記
﹄
や

御
伽
草
子
の
時
代
に
は
現
世
と
は
か
け
離
れ
た
も
の
︑
す
な
わ
ち
理
想
郷
だ

け
で
な
く
︑
理
想
郷
を
含
め
た
様
々
な
異
界
全
般
を
彩
る
も
の
と
し
て
四
方

四
季
は
機
能
し
始
め
た
と
指
摘
で
き
よ
う
︒

そ
し
て
︑
こ
う
し
た
四
方
四
季
の
概
念
は
建
礼
門
院
と
も
関
わ
る
こ
と
を

指
摘
し
た
︒﹃
源
平
盛
衰
記
﹄
の
四
季
記
述
に
は
巻
第
十
一
﹁
経
俊
入
布
引

滝
﹂
に
登
場
す
る
四
方
四
季
の
詞
章
と
類
似
し
た
表
現
が
散
見
さ
れ
︑
特
に

灌
頂
巻
に
お
い
て
は
そ
の
特
徴
が
顕
著
で
あ
る
︒
そ
の
理
由
と
し
て
︑
建
礼

門
院
は
地
獄
を
中
心
に
六
道
と
い
う
異
界
を
語
る
存
在
で
あ
り
︑
異
界
と
深

く
結
び
つ
く
ゆ
え
に
︑
異
界
を
彩
る
存
在
で
あ
る
四
方
四
季
を
意
識
し
た
記

述
が
付
随
し
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
︒
四
方
四
季
に
内
在
す
る
神
仙
思

想
と
建
礼
門
院
と
の
関
係
に
つ
い
て
の
さ
ら
な
る
考
察
を
課
題
と
し
て
︑
ひ

と
ま
ず
結
び
と
し
た
い
︒

注
︵
�
︶
﹃
閑
居
友
﹄
で
は
建
礼
門
院
の
庵
室
に
地
獄
絵
が
置
か
れ
て
い
た
と
記
す
︒

ま
た
﹃
源
平
盛
衰
記
﹄
は
建
礼
門
院
の
御
戒
の
師
に
長
楽
寺
の
印
西
上
人
が

選
ば
れ
た
と
す
る
が
︑﹃
今
昔
物
語
集
﹄
で
は
こ
の
長
楽
寺
が
地
獄
絵
で
有
名

な
寺
で
あ
っ
た
と
記
す
︒
建
礼
門
院
と
地
獄
と
の
結
び
つ
き
は
特
に
強
い
︒

︵
�
︶

本
稿
に
お
い
て
︑
引
用
文
中
の
旧
字
に
関
し
て
は
便
宜
上
当
用
漢
字
に
改

め
︑
適
宜
句
読
点
を
補
っ
た
︒

︵
�
︶

櫻
井
陽
子
﹁
覚
一
本
平
家
物
語
の
表
現
形
成
│
灌
頂
巻
﹃
大
原
御
幸
﹄
の

自
然
描
写
を
中
心
に
│
﹂︵
﹃
中
世
文
学
﹄
第
三
十
五
号

一
九
九
〇
年
六
月
︶

に
お
い
て
︑
既
に
覚
一
本
﹃
平
家
物
語
﹄
の
四
季
空
間
の
特
徴
並
び
に
四
方

四
季
と
の
関
係
性
な
ど
に
つ
い
て
は
詳
細
な
ご
指
摘
が
あ
る
︒

︵
�
︶
﹁
五
月
雨
ニ
沼
ノ
石
垣
水
コ
エ
テ
何
カ
ア
ヤ
メ
引
ゾ
ハ
ヅ
ラ
フ
﹂

︵
巻
第
十
六
﹁
菖
蒲
前
﹂
㊁
p
.
5
0
4︶

﹁
昔
ノ
遺
ヲ
忍
ヘ
ト
ヤ
千
代
ノ
形
見
ニ
引
植
サ
セ
給
ケ
ル
老
木
ノ
桜
計
コ
ソ

折
知
カ
ホ
ニ
咲
ニ
ケ
レ
﹂

︵
巻
第
四
十
﹁
三
位
入
道
熊
野
詣
﹂
㊄
p
.
5
8
4︶

︵
 
︶

市
古
貞
次
﹃
中
世
小
説
の
研
究
﹄︵
東
京
大
学
出
版
会

一
九
五
五
年
︶

︵
!
︶

四
方
四
季
の
潮
流
な
ど
に
つ
い
て
は
︑
徳
田
和
夫
﹃
お
伽
草
子
研
究
﹄
︵
三

弥
井
書
店

一
九
八
八
年
︶
に
引
教
を
得
た
︒

︵
#
︶
﹃
源
平
盛
衰
記
﹄
の
成
立
は
凡
そ
十
四
世
紀
前
半
と
類
推
さ
れ
て
い
る
︒
四

方
四
季
の
景
観
を
登
場
さ
せ
る
作
品
が
同
じ
く
こ
の
時
期
以
降
に
集
中
し
て

登
場
す
る
こ
と
と
ど
の
よ
う
に
関
係
す
る
か
に
つ
い
て
明
確
な
答
え
は
持
た

な
い
が
︑
室
町
か
ら
江
戸
初
期
成
立
の
那
智
山
宮
曼
荼
羅
︵
熊
野
那
智
大
社

蔵
︶
な
ど
の
寺
社
縁
起
絵
巻
に
お
い
て
も
影
響
関
係
が
見
ら
れ
る
︒
御
伽
草
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子
諸
作
品
と
の
同
時
代
性
に
つ
い
て
の
考
察
は
﹃
源
平
盛
衰
記
﹄
成
立
・
伝

播
の
研
究
の
一
翼
を
担
う
も
の
と
考
え
︑
今
後
の
課
題
と
し
た
い
︒

︵
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︶
﹁
è
萊
方
丈
瀛
州
ノ
三
ノ
神
仙
ノ
嶋
ナ
ラ
ハ
不
死
ノ
薬
モ
取
ナ
マ
シ
﹂︵
巻

第
七
﹁
俊
寛
成
経
等
移
鬼
界
島
﹂
㊀

︶︑﹁
是
ヤ
コ
ノ
費
長
房
ガ

p
p
.460-461

入
ケ
ル
壺
公
ガ
壺
ノ
内
︑
浦
嶋
ガ
子
ガ
遊
ケ
ン
名
越
ノ
仙
室
ナ
ル
ラ
ン
ト
﹂

︵
巻
第
十
一
﹁
経
俊
入
布
引
滝
﹂
㊁
p
.
1
8
4︶︑﹁
è
萊
山
ニ
ハ
千
歳
経
ル
︑
万

歳
千
秋
重
レ
リ
︑
松
ノ
枝
ニ
ハ
鶴
巣
食
巌
ノ
上
ニ
ハ
亀
遊
﹂︵
巻
第
十
七
﹁
õ

王
õ
女
﹂
㊂

︶︑﹁
不
死
ノ
薬
ヲ
採
ン
ト
テ
︑
方
士
ヲ
使
ニ
遣
シ
è
萊
ヲ

p
.
1
1

求
シ
ニ
﹂
︵
巻
第
二
十
八
﹁
経
正
竹
生
島
詣
仙
童
琵
琶

﹂
㊃
p
.
2
4
0︶︑﹁
東
方
朔

西
王
母
カ
一
万
歳
ノ
命
︑
皆
昔
語
ニ
名
ヲ
伝
ヘ
﹂︵
巻
第
四
十
﹁
維
盛
出
家
﹂

㊄
p
.
5
6
1
︶
︑
﹁
長
生
不
老
術
ヲ
求
テ
︑
不
衰
事
ヲ
願
è
萊
不
死
ノ
薬
ヲ
尋
テ
︑

久
保
ン
事
ヲ
思
キ
﹂︵
巻
第
四
十
八
﹁
女
院
六
道
︵
廻
物
語
︶﹂
㊅
p
.
4
9
7︶
な

ど
神
仙
思
想
に
影
響
を
受
け
た
表
現
が
多
数
見
ら
れ
る
︒

︵
&
︶

小
松
和
彦
﹁
﹃
異
界
﹄
と
絵
巻
﹂︵
小
松
和
彦
監
修
﹃
別
冊
太
陽

妖
怪
絵

巻
﹄
平
凡
社

二
〇
一
〇
年
︶

︵

︶

小
峯
和
明
﹁
竜
宮
と
冥
界
﹂︵
小
松
和
彦
監
修
﹃
別
冊
太
陽

妖
怪
絵
巻
﹄

10

平
凡
社

二
〇
一
〇
年
︶

︻
使
用
テ
キ
ス
ト
︼

宇
津
保
物
語
＝
中
野
幸
一
校
注
﹃
う
つ
ほ
物
語
㊀
﹄︵
小
学
館

一
九
九
九
年
︶︑

往
生
要
集
＝
石
田
瑞
麿
校
注
﹃
源
信
﹄︵
岩
波
書
店

一
九
七
〇
年
︶︑
源
氏
物
語

＝
阿
部
秋
生
ら
校
注
﹃
源
氏
物
語
﹄︵
小
学
館

一
九
九
六
年
︶︑
源
平
盛
衰
記
＝

渥
美
か
を
る
解
説
﹃
源
平
盛
衰
記

慶
長
古
活
字
版

㊀
-
㊅
﹄︵
勉
誠
社

一
九

七
八
年
︶
︑
す
ゑ
ひ
ろ
物
語
＝
横
山
重
ら
編
﹃
室
町
時
代
物
語
大
成

第
七
巻
﹄

︵
角
川
書
店

一
九
七
九
年
︶︑
不
老
不
死
＝
横
山
重
ら
編
﹃
室
町
時
代
物
語
大
成

第
十
一
巻
﹄
︵
角
川
書
店

一
九
八
三
年
︶

︵
よ
し
だ

み
き
／
神
戸
大
学
大
学
院
生
︶
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