
『
源
氏
物
語
』
停
滞
す
る
中
の
君
物
語

椎
本
巻
「
か
ざ
し
」
詠
を
中
心
に

磯
　
部

一

美

は
じ
め
に

　
『
源
氏
物
語
』
「
宇
治
十
帖
」
に
登
場
す
る
女
君
の
う
ち
の
一
人
中
の
君
は
物
語
中
に
十
九
首
の
和
歌
を
詠
ん
で
い
る
。
中
の
君
に
関
す
る

論
考
は
決
し
て
少
な
く
な
い
が
、
そ
の
〈
詠
歌
〉
に
注
目
し
そ
れ
を
主
眼
と
し
て
論
じ
た
も
の
は
、
管
見
に
入
っ
た
限
り
で
は
ほ
ぼ
皆
無
に
等

し
い
。
し
か
し
和
歌
が
そ
の
独
自
の
表
現
性
や
伝
達
機
能
に
よ
っ
て
物
語
の
世
界
に
深
く
浸
透
し
て
く
る
も
の
で
あ
り
、
散
文
表
現
と
は
一
線

を
画
す
特
殊
な
表
現
領
域
を
占
有
す
る
言
語
で
あ
る
以
垣
そ
こ
に
記
さ
れ
た
も
の
の
意
味
を
問
う
こ
と
は
決
し
て
無
意
味
で
は
あ
る
ま
い
。

　
本
稿
で
は
、
結
婚
前
に
中
の
君
が
匂
宮
と
交
わ
し
た
二
組
の
贈
答
歌
を
取
り
上
げ
る
。
両
者
は
結
婚
前
ま
で
に
幾
度
と
な
く
歌
を
取
り
交
わ

し
た
と
語
ら
れ
る
が
、
そ
の
詠
歌
が
具
体
的
に
物
語
中
に
描
か
れ
る
の
は
、
こ
こ
に
取
り
上
げ
る
椎
本
巻
の
二
度
の
贈
答
の
み
で
あ
る
。
ま
た

二
度
目
の
贈
答
は
、
一
度
目
の
贈
答
を
踏
ま
え
る
形
で
詠
ま
れ
て
い
て
照
応
性
が
強
く
見
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
既
に
大
君
論
の

立
場
か
ら
小
町
谷
照
彦
氏
に
よ
っ
て
、
「
総
角
へ
の
物
語
の
展
望
を
含
み
つ
つ
薫
と
大
君
の
交
渉
の
追
求
が
一
段
落
し
た
部
分
で
、
間
奏
曲
的

に
挿
入
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
酋
と
の
見
解
が
示
さ
れ
て
い
る
が
、
し
か
し
中
の
君
論
の
立
場
か
ら
考
え
れ
ば
別
の
見
方
も
ま
た
可
能
で
あ
る

よ
う
に
思
わ
れ
る
。
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大
君
を
中
心
と
し
た
一
連
の
物
語
の
流
れ
の
中
で
、
中
の
君
物
語
が
ど
の
よ
う
に
生
成
さ
れ
て
い
っ
た
の
か
、

う
を
「
か
ざ
し
」
詠
を
中
心
と
し
て
読
み
解
い
て
ゆ
く
。

そ
の
単
純
で
は
な
い
あ
り
よ

一、

F
治
〈
中
宿
り
〉
の
場
面
ー
中
の
君
と
匂
宮
の
出
会
い
の
〈
場
〉
と
し
て
ー

　
椎
本
巻
は
、
匂
宮
の
宇
治
へ
の
中
宿
り
の
場
面
か
ら
語
り
起
こ
さ
れ
る
。
荒
れ
果
て
た
葎
の
宿
に
高
貴
な
姫
君
を
見
い
出
す
　
　
　
こ
の
発

想
は
当
時
好
ま
れ
た
恋
愛
の
一
つ
の
〈
型
〉
で
あ
り
、
か
ね
て
薫
か
ら
宇
治
八
の
宮
家
の
姫
君
た
ち
の
噂
を
聞
い
て
い
た
匂
宮
は
、
姫
君
た
ち

へ
の
関
心
か
ら
、
初
瀬
詣
で
を
口
実
と
し
て
宇
治
を
訪
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
今
を
と
き
め
く
帝
の
寵
児
匂
宮
の
宇
治
訪
問
の
様
子
は
「
上
達
部

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

い
と
あ
ま
た
仕
う
ま
つ
り
た
ま
ふ
。
殿
上
人
な
ど
は
さ
ら
に
も
い
は
ず
、
世
に
残
る
人
少
な
う
仕
う
ま
つ
れ
り
」
［
椎
本
一
六
九
頁
］
、
「
所
に

つ
け
て
、
御
し
つ
ら
ひ
な
ど
を
か
し
う
し
な
し
て
…
夕
つ
方
ぞ
御
琴
な
ど
召
し
て
遊
び
た
ま
ふ
」
［
椎
本
一
七
〇
～
一
七
一
頁
］
と
都
の
栄
華

を
現
出
さ
せ
た
か
の
よ
う
に
華
や
か
で
、
こ
れ
に
触
発
さ
れ
た
八
の
宮
は
、
あ
た
か
も
都
社
会
か
ら
の
疎
外
感
を
訴
え
る
よ
う
に
薫
に
歌
を
お

く
る
。
こ
れ
に
匂
宮
が
返
歌
、
薫
が
そ
れ
を
携
え
て
八
の
宮
邸
を
訪
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
初
め
て
匂
宮
と
八
の
宮
家
の
交
流
が
は
か
ら
れ
る

こ
と
に
な
る
。

　
　
か
の
宮
は
、
ま
い
て
、
か
や
す
き
ほ
ど
な
ら
ぬ
御
身
を
さ
へ
と
こ
ろ
せ
く
思
さ
る
る
を
、
閨
に
だ
に
と
忍
び
か
ね
た
ま
ひ
て
、

　
　
お
も
し
ろ
き
花
の
枝
を
折
ら
せ
た
ま
ひ
て
、
御
供
に
さ
ぶ
ら
ふ
上
童
の
を
か
し
き
し
て
奉
り
た
ま
ふ
。

　
　
　
①
「
山
桜
に
ほ
ふ
あ
た
り
に
た
つ
ね
き
て
お
な
じ
か
ざ
し
を
折
り
て
け
る
か
な

　
　
野
を
む
つ
ま
し
み
」
と
や
あ
り
け
ん
。
御
返
り
は
、
い
か
で
か
は
な
ど
、
聞
こ
え
に
く
く
思
し
わ
づ
ら
ふ
。
團
の
こ
と
、
わ

　
　
ざ
と
が
ま
し
く
も
て
な
し
、
ほ
ど
の
経
る
も
、
な
か
な
か
憎
き
こ
と
に
な
む
し
は
べ
り
し
L
な
ど
、
古
人
ど
も
聞
こ
ゆ
れ
ば
、
中
の
君
に

　
　
ぞ
書
か
せ
た
て
ま
つ
り
た
ま
ふ
。

102



②
「
か
ざ
し
を
る
花
の
た
よ
り
に
山
が
つ
の
垣
根
を
過
ぎ
ぬ
春
の
旅
人

野
を
わ
き
て
し
も
」
と
、
い
と
を
か
し
げ
に
ら
う
ら
う
じ
く
書
き
た
ま
へ
り
。

　
　
げ
に
川
風
も
心
わ
か
ぬ
さ
ま
に
吹
き
通
ふ
物
の
音
ど
も
お
も
し
ろ
く
遊
び
た
ま
ふ
。
　
　
　
　
　
　
　
　
［
椎
本
一
七
四
～
一
七
五
頁
］

　
対
岸
で
饗
応
を
受
け
る
薫
一
行
に
対
し
、
身
分
柄
そ
こ
に
留
ま
ら
ざ
る
を
得
な
い
匂
宮
で
あ
っ
た
が
、
姫
君
た
ち
へ
の
思
い
は
止
み
が
た
く
、

せ
め
て
「
か
か
る
を
り
に
だ
に
」
と
今
度
は
直
接
姫
君
た
ち
に
文
を
お
く
る
。
こ
の
歌
は
、
姫
君
た
ち
を
「
山
桜
」
の
美
し
さ
に
喩
え
な
が
ら
、

そ
の
「
に
ほ
ふ
あ
た
り
」
と
宇
治
の
地
を
称
賛
す
る
も
の
で
も
あ
っ
た
。
ま
た
「
お
な
じ
か
ざ
し
」
は
、
若
菜
下
巻
に
お
い
て
紫
の
上
が
女
三

の
宮
に
親
交
を
求
め
る
場
面
に
、
「
お
な
じ
か
ざ
し
を
尋
ね
き
こ
ゆ
れ
ば
、
か
た
じ
け
な
け
れ
ど
、
分
か
ぬ
さ
ま
に
聞
こ
え
さ
す
れ
ど
、
つ
い

で
な
く
て
は
べ
り
つ
る
を
。
今
よ
り
は
疎
か
ら
ず
…
」
［
若
菜
上
九
一
頁
］
と
あ
る
よ
う
に
、
同
じ
血
筋
、
先
祖
、
同
類
を
意
味
す
る
も
の
で

あ
石
↑
匂
宮
の
歌
は
、
宇
治
の
地
を
称
賛
し
つ
つ
、
そ
こ
に
暮
ら
す
八
の
宮
家
が
同
じ
皇
族
で
あ
る
こ
と
を
訴
え
て
交
誼
を
求
め
よ
う
と
す
る
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

多
分
に
社
交
的
な
も
の
な
の
で
あ
っ
た
。

　
と
こ
ろ
で
こ
の
歌
は
、
そ
の
「
（
お
な
じ
か
ざ
し
の
）
花
を
手
折
る
」
と
い
う
意
を
も
ま
た
含
ん
で
い
る
。
．
花
を
手
折
る
L
こ
と
が
女
を
手

に
入
れ
る
こ
と
の
喩
で
あ
る
こ
と
は
あ
え
て
指
摘
す
る
ま
で
も
な
い
が
、
し
か
し
こ
こ
に
は
や
は
り
匂
宮
の
隠
さ
れ
た
欲
望
の
存
在
を
読
み

取
っ
て
お
く
べ
き
で
あ
ろ
う
。
美
し
い
花
を
手
折
り
ま
し
た
よ
、
ほ
ら
あ
な
た
方
の
代
わ
り
と
し
て
　
　
。
姫
君
た
ち
は
、
そ
こ
に
込
め
ら

れ
た
匂
宮
の
秘
め
や
か
な
欲
望
に
返
歌
を
躊
躇
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
こ
れ
に
老
女
房
た
ち
は
「
か
か
る
を
り
の
こ
と
」
つ
ま
り
華
や
か
な
場
に

相
応
し
い
、
座
興
的
な
即
興
歌
と
し
て
の
返
歌
を
勧
め
る
。
匂
宮
の
「
を
り
」
を
重
視
し
た
贈
歌
は
、
世
馴
れ
ぬ
姫
君
た
ち
で
は
な
く
、
か
つ

て
都
人
と
し
て
風
流
の
振
る
舞
い
と
嗜
み
を
十
分
に
身
に
つ
け
た
老
女
房
に
よ
っ
て
か
ろ
う
じ
て
受
け
と
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　
中
の
君
の
返
歌
は
、
姫
君
た
ち
を
限
定
す
る
「
お
な
じ
」
と
い
う
言
葉
を
排
し
、
単
な
る
「
か
ざ
し
」
の
花
と
一
般
化
す
る
こ
と
で
、
匂
宮

の
真
意
を
う
ま
く
は
ぐ
ら
か
す
こ
と
に
成
功
し
て
い
る
。
ま
た
「
か
ざ
し
」
「
を
る
」
．
花
」
「
山
」
、
さ
ら
に
歌
に
続
く
言
葉
「
野
を
わ
き
て
し

栢‥

ﾆ
、
匂
宮
の
贈
歌
と
同
一
ま
た
は
類
似
の
語
句
を
多
用
す
る
こ
と
で
、
こ
の
「
を
り
」
に
相
応
し
い
言
葉
遊
び
の
面
白
さ
、
情
趣
を
醸
し
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出
し
て
も
い
る
。
語
り
手
が
「
い
と
を
か
し
げ
に
ら
う
ら
う
じ
」
と
い
う
所
以
で
あ
ろ
う
。

　
し
か
し
こ
こ
で
注
意
し
た
い
の
は
、
匂
宮
の
「
野
を
む
つ
ま
し
み
」
に
対
し
て
、
中
の
君
が
「
野
を
わ
き
て
し
も
」
と
返
し
て
い
る
点
で
あ

る
。
諸
注
の
指
摘
す
る
よ
う
に
、
匂
宮
の
贈
歌
の
こ
の
箇
所
に
は
山
部
赤
人
の
「
春
の
野
に
す
み
れ
摘
み
に
と
来
し
我
ぞ
野
を
な
つ
か
し
み
一

夜
寝
に
け
痴
が
引
か
れ
て
い
よ
㌔
新
璽
集
頭
注
は
・
・
な
つ
か
し
み
』
を
・
む
つ
ま
し
み
」
に
蔓
、
血
の
つ
な
が
る
親
し
さ
を
強
趣

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
と
ば

す
る
、
社
交
性
を
重
視
し
た
詞
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
中
の
君
は
「
野
を
わ
き
て
し
も
」
　
　
わ
ざ
わ
ざ
こ
こ
と
定

め
て
分
け
入
っ
て
き
た
の
で
は
あ
り
ま
す
ま
い
と
恋
歌
と
し
て
こ
れ
に
返
歌
す
る
の
で
あ
る
。
本
来
女
の
答
歌
は
、
相
手
の
男
の
不
誠
実
さ
を

疑
い
、
責
め
、
詰
り
、
躾
す
の
が
常
套
で
あ
り
、
中
の
君
の
答
歌
も
こ
れ
を
忠
実
に
再
現
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
問
題
な
の
は
、
そ
の

こ
と
に
よ
っ
て
中
の
君
の
答
歌
が
匂
宮
の
言
外
の
恋
情
を
も
掬
い
上
げ
、
結
果
と
し
て
こ
れ
に
答
え
る
形
を
と
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
と
い
う
こ

と
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
か
ら
は
、
〈
声
〉
な
ら
ざ
る
〈
声
〉
を
聞
き
と
っ
て
し
ま
っ
た
中
の
君
自
身
の
言
外
の
〈
声
〉
、
す
な
わ
ち
恋
へ
の
憧
憬
も

ま
た
読
み
取
れ
る
の
で
あ
る
。
贈
答
に
続
く
語
り
手
の
評
言
「
こ
こ
ろ
わ
か
ぬ
さ
ま
」
は
、
文
字
通
り
両
者
の
意
外
な
ほ
ど
の
心
の
接
近
を
語
っ

て
い
る
の
で
あ
っ
た
。

　
そ
も
そ
も
匂
宮
が
姫
君
た
ち
を
「
山
桜
」
に
喩
え
た
の
に
対
し
、
中
の
君
は
そ
れ
を
斥
け
「
山
が
つ
」
と
自
ら
を
称
し
て
い
る
。
勿
論
こ
の

言
葉
は
自
ら
を
卑
下
す
る
気
持
ち
の
表
れ
と
も
言
え
よ
う
が
、
し
か
し
「
夕
顔
」
「
末
摘
花
」
「
若
紫
」
な
ど
と
一
方
的
に
花
に
喩
え
ら
れ
、
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

れ
に
〈
生
き
方
〉
を
か
ら
め
と
ら
れ
て
ゆ
く
正
編
の
女
君
た
ち
の
姿
と
は
あ
き
ら
か
に
異
質
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
物
語
や
男
た
ち
か
ら
お
仕

着
せ
ら
れ
る
〈
型
〉
か
ら
逸
脱
し
て
ゆ
こ
う
と
す
る
宇
治
の
姫
君
た
ち
の
詠
歌
の
特
質
は
、
既
に
橋
姫
巻
に
お
い
て
、
薫
か
ら
、

　
　
樹
姻
の
心
を
汲
み
て
高
瀬
さ
す
樟
の
し
つ
く
に
袖
ぞ
濡
れ
ぬ
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
［
橋
姫
一
四
九
～
一
五
〇
頁
］

　
と
詠
み
か
け
ら
れ
た
の
に
対
し
て
、

　
　
さ
し
か
へ
る
宇
治
の
川
長
朝
夕
の
し
つ
く
や
袖
を
く
た
し
は
つ
ら
ん
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
［
橋
姫
一
五
〇
頁
］

　
と
あ
え
て
ず
ら
し
た
返
歌
を
し
た
大
君
に
先
例
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
繰
り
返
す
が
、
宇
治
の
姫
君
た
ち
は
男
た
ち
か
ら
お
仕
着
せ
ら
れ
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る
〈
型
〉
に
、
決
し
て
従
順
で
は
な
い
。
そ
の
よ
う
な
姫
君
た
ち
の
姿
は
、
他
に
宇
治
中
宿
り
の
直
後
の
場
面
の
地
の
文
に
も
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
宮
（
八
の
宮
）
も
、
「
な
ほ
聞
こ
え
た
ま
へ
。
わ
ざ
と
懸
想
だ
ち
て
も
も
て
な
さ
じ
。
な
か
な
か
心
と
き
め
き
に
も
な
り
ぬ
べ
し
。
い
と

　
　
す
き
た
ま
へ
る
親
王
な
れ
ば
、
か
か
る
人
な
む
と
聞
き
た
ま
ふ
が
、
な
ほ
も
あ
ら
ぬ
す
さ
び
な
め
り
」
と
そ
そ
の
か
し
た
ま
ふ
時
々
、

　
　
中
の
君
ぞ
聞
こ
え
た
ま
ふ
。
姫
君
は
、
か
や
う
の
こ
と
戯
れ
に
も
も
て
離
れ
た
ま
へ
る
御
心
深
さ
な
り
。
　
　
　
　
［
椎
本
一
七
六
頁
］

　
こ
こ
で
は
八
の
宮
は
、
あ
く
ま
で
風
流
事
、
挨
拶
と
し
て
の
返
歌
を
姫
君
た
ち
に
勧
め
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
注
意
し
た
い
の
は
、
返
歌
の

相
手
が
最
初
か
ら
中
の
君
に
限
定
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
話
の
順
番
と
し
て
は
「
返
事
を
勧
め
る
折
々
」

に
中
の
君
が
応
じ
、
大
君
は
そ
れ
に
は
手
も
触
れ
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
は
決
し
て
大
君
が
手
を
触
れ
な
い
た
め
に
中
の
君
が
仕
方

な
く
返
歌
に
応
じ
て
た
訳
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
中
の
君
は
こ
の
「
か
ざ
し
」
の
贈
答
を
機
に
父
宮
自
身
の
勧
め
、
ま
た
そ
の
庇
護

の
下
で
の
贈
答
と
い
う
安
心
感
も
あ
っ
て
、
何
の
抵
抗
感
も
な
く
贈
答
を
繰
り
返
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

二
、
〈
中
宿
り
〉
追
想
の
場
面
ー
和
歌
に
み
る
中
の
君
と
匂
宮
の
心
情
の
近
接
ー

一105一

宇
治
中
宿
り
の
翌
春
、
京
の
花
盛
り
に
匂
宮
は
「
か
ざ
し
」
の
贈
答
の
一
件
を
想
起
す
る
。

　
花
盛
り
の
こ
ろ
、
宮
、
か
ざ
し
を
思
し
出
で
て
、
そ
の
を
り
見
聞
き
た
ま
ひ
し
君
た
ち
な
ど
も
、
「
い
と
ゆ
ゑ
あ
り
し
親
王
の
御
住
ま
ひ

　
を
、
ま
た
も
見
ず
な
り
に
し
こ
と
」
な
ど
、
お
ほ
か
た
の
あ
は
れ
を
口
々
聞
こ
ゆ
る
に
、
い
と
ゆ
か
し
う
思
さ
れ
け
り
。

　
　
③
つ
て
に
見
し
宿
の
桜
を
こ
の
春
は
か
す
み
へ
だ
て
ず
折
り
て
か
ざ
さ
む

と
　
心
を
や
り
て
の
た
ま
へ
り
け
り
。
あ
る
ま
じ
き
こ
と
か
な
と
見
た
ま
ひ
な
が
ら
、

御
文
の
、
う
は
べ
ば
か
り
を
も
て
消
た
じ
と
て
、

④
い
つ
く
と
か
た
つ
ね
て
折
ら
む
墨
染
に
か
す
み
こ
め
た
る
宿
の
桜
を

い
と
つ
れ
づ
れ
な
る
ほ
ど
に
、
見
ど
こ
ろ
あ
る



　
　
な
ほ
か
く
さ
し
放
ち
、
つ
れ
な
き
御
気
色
の
み
見
ゆ
れ
ば
、
ま
こ
と
に
心
憂
し
と
思
し
わ
た
る
。
　
　
　
　
　
　
［
椎
本
巻
二
一
四
頁
］

　
今
こ
こ
で
匂
宮
と
と
も
に
昨
年
の
宇
治
中
宿
り
を
思
い
起
こ
し
て
い
る
の
は
、
「
親
王
の
御
住
ま
ひ
を
ま
た
も
見
ず
な
り
に
し
こ
と
」
1

薫
と
と
も
に
対
岸
の
宇
治
八
の
宮
邸
を
訪
れ
、
そ
の
楽
の
音
を
楽
し
ん
だ
人
々
で
あ
っ
た
。
実
際
に
八
の
宮
と
接
し
た
彼
ら
に
と
っ
て
、
そ
の

死
は
身
近
な
も
の
で
あ
り
、
命
の
傍
さ
に
つ
い
て
の
嘆
き
も
口
を
つ
い
て
出
て
く
る
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
匂
宮
に
と
っ
て
そ
の
会
話
は
、
八

の
宮
の
不
在
を
再
認
識
さ
せ
、
姫
君
た
ち
へ
の
恋
情
を
ま
す
ま
す
募
ら
せ
る
も
の
で
し
か
な
か
っ
た
。
ま
た
物
語
は
、
昨
年
中
宿
り
の
際
に
八

の
宮
邸
を
訪
れ
た
人
々
の
こ
と
を
、
「
客
人
た
ち
は
、
御
む
す
め
た
ち
の
住
ま
ひ
た
ま
ふ
ら
ん
御
あ
り
さ
ま
思
ひ
や
り
つ
つ
、
心
つ
く
人
も
あ

る
べ
し
」
［
椎
本
一
七
四
頁
］
、
「
若
き
人
々
、
飽
か
ず
、
か
へ
り
み
の
み
な
ん
せ
ら
れ
け
る
」
［
椎
本
一
七
五
頁
］
と
語
っ
て
い
た
。
し
か
し
、

そ
の
宇
治
中
宿
り
を
回
想
し
て
い
る
は
ず
の
こ
の
場
面
で
は
、
姫
君
た
ち
の
こ
と
は
ま
っ
た
く
話
題
に
上
っ
て
こ
な
い
。
こ
の
こ
と
は
八
の
宮

が
、
「
ま
れ
ま
れ
は
か
な
き
た
よ
り
に
、
す
き
事
聞
こ
え
な
ど
す
る
人
は
、
ま
だ
若
々
し
き
人
の
心
の
す
さ
び
に
、
物
詣
で
の
中
宿
、
往
き
来

の
ほ
ど
の
な
ほ
ざ
り
事
に
気
色
ば
み
か
け
て
…
な
げ
の
答
へ
を
だ
に
せ
さ
せ
た
ま
は
ず
」
［
椎
本
一
七
七
～
一
七
八
頁
］
と
、
行
き
ず
り
の
旅

人
の
興
味
本
位
の
文
に
は
決
し
て
返
事
を
さ
せ
な
か
っ
た
と
い
う
、
ま
さ
に
そ
の
旅
人
を
我
々
に
想
起
さ
せ
る
と
と
も
に
、
逆
に
「
こ
の
春
は
」

と
意
気
込
む
匂
宮
の
異
常
な
ま
で
の
執
心
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
に
並
々
で
な
い
関
心
の
も
と
に
詠
ま
れ
た
匂
宮
の
歌
は
、
昨
年
の
「
か
ざ
し
」
の
贈
答
の
際
の
感
触
、
八
の
宮
の
忌
み
明
け
等
も

手
伝
っ
て
、
そ
の
思
い
を
率
直
に
表
現
し
た
も
の
で
、
そ
れ
ゆ
え
に
逆
に
姫
君
た
ち
の
反
感
を
買
っ
て
し
ま
う
も
の
で
も
あ
っ
た
。
「
か
ざ
し
」

は
、
本
稿
「
一
」
で
見
て
き
た
よ
う
に
姫
君
た
ち
を
象
徴
し
て
い
る
が
、
今
回
の
匂
宮
の
歌
は
贈
歌
と
い
う
よ
り
も
独
詠
的
で
あ
り
、
む
し
ろ

決
意
表
明
に
近
い
感
が
あ
ろ
う
。
新
編
全
集
に
も
「
傍
若
無
人
の
発
想
。
東
宮
候
補
で
も
あ
る
宮
の
高
飛
車
な
態
度
と
も
と
れ
る
」
、
「
匂
宮
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

と
き
に
高
飛
車
な
物
言
い
を
す
る
。
そ
の
三
の
宮
と
い
う
素
性
・
地
位
の
、
怖
い
も
の
知
ら
ず
の
自
信
か
ら
出
る
言
葉
で
あ
る
」
と
あ
る
。
し

か
し
好
色
人
、
風
流
人
と
し
て
名
を
馳
せ
て
い
た
匂
宮
が
、
い
く
ら
東
宮
候
補
と
し
て
の
自
負
心
、
自
尊
心
が
あ
る
と
し
て
も
、
女
心
を
解
さ

な
い
強
引
、
傲
慢
な
だ
け
の
歌
を
送
る
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
中
の
君
も
そ
れ
に
応
え
た
り
す
る
で
あ
ろ
う
か
。
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次
に
掲
げ
た
表
は
、
宇
治
〈
中
宿
り
〉
の
場
面
に
お
け
る
贈
答
歌
、

は
類
似
の
語
句
に
よ
っ
て
便
宜
的
に
分
け
た
も
の
で
あ
る
。

　
【
贈
答
歌
の
重
層
構
造
】

並
び
に
〈
中
宿
り
〉
追
想
の
場
面
に
お
け
る
の
贈
答
歌
を
、
同
一
ま
た

匂
宮
①

中
の
君
②

匂
宮
③

中
の
君
④

山
（
桜
）

山
が
つ
の

図

叢
の

栢
の

伯
の
∀

閨

（
見
し
）

團
園
に

あ
た
り
に

（
い
つ
く
と
か
）

た
つ
ね
　
て

（
す
ぎ
ぬ
）

因
園
て

同
じ
か
ざ
し

鑑

嚢
璽
灘

團
け
る
か
な

鷺

閣

圏

懲
雛
謙
に

纐
難
に

懸
簾
を

鰻
澱
懸
ず

（
こ
め
た
る
）

灘
の
旅
人

こ
の
灘
は

閨

閨
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中
の
君
②
と
匂
宮
③
の
歌
の
共
通
部
分
に
i
…
し
を
施
し
た
が
、
一
見
し
て
明
ら
か
な
よ
う
に
、
匂
宮
③
の
歌
は
、
中
の
君
②
の
歌
を
受
け

て
詠
ま
れ
て
い
る
。
そ
れ
も
た
だ
受
け
て
い
る
の
で
は
な
く
、
ほ
ぼ
同
じ
語
句
を
使
用
し
て
詠
ま
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
匂
宮
③
の
歌
が

宇
治
中
宿
り
の
場
面
に
お
け
る
中
の
君
の
答
歌
の
趣
向
を
そ
の
ま
ま
踏
襲
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
言
う
な
ら
、
前
回
の
「
か
ざ
し
」

の
贈
答
の
際
の
中
の
君
の
答
歌
の
、
そ
の
答
歌
と
い
う
形
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
確
か
に
、
い
さ
さ
か
驕
慢
の
諺
り
を
免
れ
ぬ
歌
の
詠
み

口
で
は
あ
ろ
う
が
、
し
か
し
一
言
一
句
を
踏
ま
え
る
と
い
う
細
心
さ
と
、
そ
こ
か
ら
繰
り
出
さ
れ
る
恋
の
訴
え
の
大
胆
さ
は
、
中
の
君
に
「
見

ど
こ
ろ
あ
る
文
」
と
感
じ
さ
せ
、
返
歌
せ
ざ
る
を
得
な
い
気
持
ち
に
さ
せ
る
、
大
き
な
理
由
の
一
つ
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

　
ま
た
、
中
の
君
の
返
歌
の
直
接
の
動
機
は
「
い
と
つ
れ
づ
れ
な
る
ほ
ど
」
な
の
で
あ
っ
た
。
夏
で
も
秋
で
も
冬
で
も
な
い
〈
春
〉
の
つ
れ
づ

れ
は
、
「
宇
治
」
の
物
語
の
あ
ち
ら
こ
ち
ら
に
鍾
め
ら
れ
て
い
た
。

　
　
ω
御
衣
ど
も
な
ど
萎
え
ば
み
て
、
御
前
に
ま
た
人
も
な
く
、
い
と
さ
び
し
く
つ
れ
づ
れ
げ
な
る
に
…
。
　
　
［
橋
姫
一
二
三
～
一
二
四
頁
］

　
　
②
つ
れ
づ
れ
と
な
が
め
た
ま
ふ
所
は
、
春
の
夜
も
い
と
明
か
し
が
た
き
を
…
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
［
椎
本
一
七
二
頁
］

　
　
③
い
つ
と
な
く
心
細
き
御
あ
り
さ
ま
に
、
春
の
つ
れ
づ
れ
は
、
い
と
ど
暮
ら
し
が
た
く
な
が
め
た
ま
ふ
。
　
　
　
　
　
［
椎
本
一
七
六
頁
］

　
ω
は
、
八
の
宮
家
が
ま
だ
京
に
あ
っ
た
春
の
あ
る
日
、
琴
を
奏
す
る
幼
い
姫
君
た
ち
の
様
子
、
②
は
、
匂
宮
の
宇
治
中
宿
り
に
際
し
、
八
の

宮
が
姫
君
た
ち
の
将
来
を
案
じ
る
様
子
、
③
は
、
中
宿
り
の
後
、
八
の
宮
が
姫
君
た
ち
の
将
来
を
憂
う
る
様
子
で
あ
る
。
父
娘
三
人
の
慰
む
方

の
な
い
暮
ら
し
の
中
で
繰
り
返
し
語
ら
れ
て
き
た
〈
春
〉
の
つ
れ
づ
れ
は
、
八
の
宮
家
に
と
っ
て
〈
春
〉
こ
そ
が
、
四
季
の
う
ち
で
も
殊
更
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
H
）

深
い
物
思
い
を
誘
わ
れ
る
季
節
で
あ
っ
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
と
同
時
に
〈
春
〉
の
つ
れ
づ
れ
は
、
八
の
宮
の
姫
君
た
ち
へ
の
思
い
と
抱

き
合
わ
せ
に
語
ら
れ
て
も
い
た
。
姫
君
た
ち
を
身
分
不
相
応
な
暮
ら
し
の
中
に
埋
も
れ
さ
せ
て
し
ま
う
こ
と
を
惜
し
む
八
の
宮
に
と
っ
て
、
〈
春
〉

は
都
社
会
へ
の
断
ち
切
れ
な
い
未
練
を
亥
り
出
す
季
節
と
し
て
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
人
気
の
な
い
山
里
で
、
寄
り
添
う
よ
う
に
暮
ら
し
て
き

た
父
娘
に
と
っ
て
、
〈
春
〉
の
憂
い
、
無
聯
が
父
宮
だ
け
の
も
の
で
あ
っ
た
と
は
考
え
ら
れ
ま
い
。
日
常
化
し
た
〈
春
〉
の
夜
長
に
綺
羅
星
の

ご
と
く
現
わ
れ
た
匂
宮
一
行
に
八
の
宮
が
都
を
想
起
し
交
流
を
求
め
ず
に
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
よ
う
に
、
昨
年
都
の
は
な
や
ぎ
を
体
感
し
て
し
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ま
っ
た
中
の
君
も
ま
た
、
匂
宮
の
文
に
返
歌
を
せ
ず
に
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
中
の
君
の
返
歌
は
「
あ
る
ま
じ
き
こ
と
か
な
」
と
男
の
求
愛
を
拒
み
つ
つ
も
、
一
方
で
．
う
は
べ
ば
か
り
は
も
て
消
た
じ
」
と
、
そ
の
趣
向

に
応
え
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
図
表
で
は
、
中
の
君
④
と
匂
宮
①
③
の
歌
の
共
通
部
分
に
口
を
施
し
た
が
、
一
見
し
て
明
ら
か
な

よ
う
に
、
中
の
君
④
の
答
歌
は
、
匂
宮
③
の
贈
歌
だ
け
で
な
く
、
中
宿
り
の
時
の
匂
宮
①
の
贈
歌
を
も
踏
ま
え
る
形
と
な
っ
て
い
る
。
①
ー
②
、

③
1
④
が
贈
答
関
係
に
あ
る
こ
と
は
自
明
で
あ
る
が
、
前
述
の
よ
う
に
②
ー
③
に
も
贈
答
関
係
が
認
め
ら
れ
、
さ
ら
に
①
ー
④
の
照
応
に
も
着

目
す
る
な
ら
、
④
は
①
を
吸
収
摂
取
し
て
成
り
立
っ
て
い
る
と
も
言
え
よ
う
。
重
層
構
造
と
呼
ぶ
所
以
で
あ
る
。

　
い
っ
た
い
何
処
と
尋
ね
て
折
ろ
う
と
い
う
の
か
、
墨
染
め
色
に
か
す
み
の
立
ち
籠
め
て
い
る
宿
で
あ
る
も
の
を
ー
と
い
う
の
が
④
の
歌

意
で
あ
る
が
、
中
の
君
の
心
を
隔
て
て
い
る
も
の
は
「
墨
染
め
」
色
の
か
す
み
、
つ
ま
り
八
の
宮
の
死
で
あ
っ
た
。
確
か
に
姫
君
た
ち
の
悲
嘆

に
く
れ
る
様
子
は
、
昨
年
八
月
二
十
日
頃
の
死
以
降
、
繰
り
返
し
語
ら
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
中
の
君
の
悲
し
み
が
少
し
ず
つ
薄

ら
い
で
て
き
て
い
る
こ
と
は
、
以
前
の
よ
う
に
大
君
に
代
返
さ
せ
る
こ
と
も
な
く
［
椎
本
一
九
四
頁
］
自
ら
進
ん
で
返
歌
に
応
じ
て
い
る
こ
と

か
ら
も
容
易
に
想
像
で
き
よ
う
。

　
ま
た
今
回
の
答
歌
で
は
、
中
の
君
は
自
ら
が
「
花
」
の
喩
で
あ
る
こ
と
も
受
け
入
れ
て
も
い
る
。
一
見
拒
否
の
態
度
を
見
せ
な
が
ら
、
ま
た

「
あ
る
ま
じ
き
こ
と
か
な
」
と
思
い
な
が
ら
、
し
か
し
匂
宮
の
．
花
L
と
な
る
こ
と
を
受
け
入
れ
る
形
で
詠
ま
れ
た
歌
－
執
拗
に
寄
り
添
わ

さ
れ
た
言
葉
の
数
々
は
、
も
は
や
中
宿
り
の
場
面
に
お
け
る
〈
こ
と
ば
〉
の
〈
遊
び
〉
の
域
を
明
ら
か
に
越
え
て
し
ま
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
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三
、
停
滞
す
る
中
の
君
物
語
ー
和
歌
と
地
の
文
の
関
係
性
か
ら
ー

　
今
ま
で
二
度
の
「
か
ざ
し
」
の
贈
答
の
場
面
を
、
そ
れ
ぞ
れ
考
察
し
て
き
た
わ
け
だ
が
、
本
節
で
は
両
場
面
を
対
比
的
に
見
て
ゆ
く
こ
と
で
、

そ
の
類
似
点
・
相
違
点
を
さ
ら
に
明
ら
か
に
し
て
ゆ
く
こ
と
に
す
る
。



　
ま
ず
類
似
点
で
あ
る
が
、
そ
も
そ
も
匂
宮
の
宇
治
中
宿
り
は
、
本
稿
「
二
」
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
八
の
宮
家
に
と
っ
て
は
〈
春
〉
の
つ
れ

づ
れ
の
中
に
起
こ
っ
た
、
大
き
な
一
つ
の
〈
事
件
〉
で
あ
っ
た
。
〈
春
〉
の
つ
れ
づ
れ
の
中
、
八
の
宮
は
娘
の
将
来
を
案
じ
、
眠
れ
ぬ
夜
を
過

ご
し
て
い
た
。
今
中
の
君
は
、
や
は
り
昨
年
と
同
じ
〈
春
〉
の
つ
れ
づ
れ
の
中
で
返
歌
を
し
て
い
る
。
ま
た
、
両
者
の
交
流
の
端
緒
と
な
っ
た

匂
宮
の
贈
歌
は
、
「
か
か
る
を
り
に
だ
に
」
と
い
う
思
い
か
ら
お
く
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
中
の
君
は
こ
れ
に
「
か
か
る
を
り
の
こ
と
」
と
し

て
返
歌
を
し
た
の
で
あ
っ
た
。
今
中
の
君
は
、
「
見
ど
こ
ろ
あ
る
御
文
の
、
う
は
べ
ば
か
り
を
も
て
消
た
じ
と
て
…
」
と
、
や
は
り
「
を
り
」

を
重
視
し
た
歌
を
返
し
て
い
る
。
つ
ま
り
両
場
面
の
情
況
、
設
定
は
、
か
な
り
似
通
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
匂
宮
は
こ
れ
に
、
一
年
と
い
う
年
月
を
経
て
す
ら
何
の
変
化
も
感
じ
ら
れ
な
い
中
の
君
の
態
度
に
落
胆
の
色
を
隠
し
き
れ
な
い
。
し
か
し
中

の
君
は
本
当
に
何
も
変
わ
っ
て
い
な
い
の
か
。
相
違
点
と
し
て
あ
げ
た
い
の
は
、
そ
こ
に
八
の
宮
、
老
女
房
と
い
っ
た
他
者
が
介
在
し
な
い
こ

と
で
あ
る
。
振
り
返
っ
て
み
る
と
〈
中
宿
り
〉
の
贈
答
は
、
八
の
宮
が
邸
に
匂
宮
の
和
歌
を
呼
び
込
み
、
老
女
房
が
そ
の
返
歌
の
手
ほ
ど
き
を

す
る
こ
と
で
、
か
ろ
う
じ
て
成
り
立
っ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
そ
の
後
、
贈
答
は
幾
度
も
繰
り
返
さ
れ
、
つ
い
で
こ
の
〈
中
宿
り
〉
追

想
の
贈
答
に
な
る
の
で
あ
る
。
一
年
と
い
う
時
間
は
、
そ
の
間
に
父
宮
の
死
、
匂
宮
の
熱
烈
な
求
愛
に
戸
惑
う
中
の
君
の
心
情
を
挟
み
こ
む
こ

と
で
中
の
君
の
精
神
的
成
長
を
語
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
ゆ
え
に
他
者
を
介
在
さ
せ
な
い
こ
の
贈
答
の
成
立
は
、
一
見
表
面
的
に
は
大
き
な
変

化
は
見
え
な
い
も
の
の
、
中
の
君
の
心
の
匂
宮
へ
の
傾
斜
1
そ
の
後
の
結
婚
の
可
能
性
が
示
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

　
以
上
、
二
度
に
わ
た
る
「
か
ざ
し
」
の
贈
答
を
、
地
の
文
と
の
関
わ
り
の
な
か
で
考
察
し
て
き
た
。
両
場
面
は
、
匂
宮
の
宇
治
の
姫
君
へ
執

心
と
、
中
の
君
の
精
神
的
成
長
　
　
2
人
の
心
の
距
離
の
接
近
を
語
っ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
こ
れ
ら
の
贈
答
歌
は
、
贈
歌
の
言
葉

が
返
歌
に
よ
っ
て
掬
い
絡
め
と
ら
れ
て
ゆ
く
の
み
で
、
未
来
に
ひ
ら
か
れ
て
ゆ
く
こ
と
は
な
い
。
つ
ま
り
、
中
の
君
②
の
答
歌
が
匂
宮
①
の
贈

歌
を
、
匂
宮
③
の
贈
歌
が
中
の
君
②
の
答
歌
を
、
さ
ら
に
中
の
君
④
の
答
歌
が
匂
宮
①
③
の
贈
歌
を
踏
ま
え
る
と
い
う
よ
う
に
、
新
し
く
詠
ま

れ
た
は
ず
の
〈
こ
と
ば
〉
は
、
過
去
の
〈
こ
と
ば
〉
に
牽
引
さ
れ
て
い
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
く
こ
と
ば
V
の
循
環
構
造
ま
た
は

停
滞
状
態
の
中
で
、
中
の
君
の
物
語
は
い
っ
た
ん
終
息
せ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
っ
た
。
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二
人
の
当
事
者
の
間
の
関
係
性
の
中
で
は
、
こ
れ
以
上
の
展
開
は
望
み
得
な
い
。
物
語
は
第
三
者
の
介
在
・
関
与
を
要
請
す
る
こ
と
に
な
ら

ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
こ
の
二
組
の
贈
答
が
無
効
だ
と
い
う
の
で
は
な
い
。
和
歌
の
応
酬
に
よ
っ
て
心
の
交
流
が
果
た
さ

れ
な
が
ら
も
、
い
わ
ば
熟
柿
状
態
を
保
ち
つ
つ
、
そ
の
先
に
進
め
な
い
飽
和
状
態
が
現
出
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
注

（
1
）
小
町
谷
照
彦
「
源
氏
物
語
の
和
歌
」
「
源
氏
物
語
講
座
第
一
巻
　
主
題
と
方
法
』
（
有
精
堂
　
昭
和
4
2
・
5
）

（
2
）
小
町
谷
照
彦
．
大
君
物
語
の
始
発
ー
和
歌
的
な
始
点
か
ら
ー
」
（
日
本
文
学
2
4
－
1
1
）
↓
．
大
君
物
語
の
始
発
ー
．
橋
姫
」
「
椎
本
」
の
展
開
－
」
（
「
源

　
　
氏
物
語
の
歌
こ
と
ば
表
現
」
東
京
大
学
出
版
会
　
昭
和
5
9
・
8
）

（
3
）
「
源
氏
物
語
』
の
引
用
本
文
は
す
べ
て
、
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
本
（
阿
部
秋
生
、
秋
山
度
、
今
井
源
衛
、
鈴
木
日
出
男
校
注
・
訳
　
小
学
館
）

　
　
に
拠
る
。
ま
た
、
私
に
適
宜
傍
線
等
を
付
し
、
下
に
は
巻
名
・
頁
数
を
記
し
た
。

（
4
）
古
語
大
辞
典
（
小
学
館
）
に
は
、
「
（
舞
人
は
一
双
の
場
合
、
同
じ
花
を
か
ざ
す
と
こ
ろ
か
ら
「
同
じ
か
ざ
し
」
の
形
で
）
血
筋
、
先
祖
。
同
類
」
と

　
　
あ
る
。

　
　
こ
の
部
分
に
つ
い
て
、
河
海
抄
以
来
多
数
の
注
釈
書
が
伊
勢
の
「
わ
が
宿
と
た
の
む
吉
野
に
君
し
入
ら
ば
同
じ
挿
頭
を
さ
し
こ
そ
は
せ
め
」
を
引
歌

　
　
と
し
て
あ
げ
て
い
る
が
、
疑
問
で
あ
る
。
ま
た
宗
雪
修
三
氏
も
「
「
椎
本
」
巻
に
お
け
る
和
歌
言
語
の
方
法
」
（
名
古
屋
大
学
国
語
国
文
学
4
3
　
昭
和

　
　
5
3
・
1
2
）
に
お
い
て
考
察
を
試
み
て
い
る
が
、
結
論
は
保
留
さ
れ
て
い
る
。

（
5
）
清
水
好
子
氏
は
、
「
宇
治
の
中
宿
り
1
作
中
人
物
の
歌
」
（
「
講
座
源
氏
物
語
の
世
界
」
〈
第
八
集
V
有
斐
閣
　
昭
和
5
8
・
6
）
の
中
で
、
「
同
じ
皇
族

　
　
の
血
を
云
々
す
る
こ
と
は
、
八
の
宮
家
の
誇
り
を
重
ん
じ
、
加
え
て
相
手
の
心
を
開
か
せ
る
に
は
無
」
L
の
手
だ
て
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。

（
6
）
小
町
谷
照
彦
氏
は
、
注
（
2
）
論
文
に
お
い
て
．
匂
宮
の
．
野
を
む
つ
ま
し
み
」
に
形
式
を
揃
え
て
い
る
の
は
滑
稽
な
感
じ
で
、
譜
誰
的
要
素
が
強

　
　
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。

（
7
）
一
四
二
四
　
山
部
宿
禰
赤
人
が
歌
四
首
。
な
お
引
用
本
文
は
、
新
編
全
集
．
萬
葉
集
②
」
（
小
島
憲
之
、
木
下
正
俊
、
東
野
治
之
校
注
・
訳
　
平
成

　
　
7
・
4
）
に
拠
る
。

（
8
）
新
編
全
集
「
源
氏
物
語
⑤
」
一
七
四
頁
頭
注
一
三
。

（
9
）
河
添
房
江
「
花
の
喩
の
系
説
丁
源
氏
物
語
の
位
相
ー
」
（
「
源
氏
物
語
の
喩
と
王
権
』
有
精
堂
　
平
成
4
・
1
1
）
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（
1
0
）
新
編
全
集
「
源
氏
物
語
⑤
」
二
一
四
頁
。
頭
注
五
、
同
頁
鑑
賞
・
批
評
欄
。

（
1
1
）
拙
稿
「
「
源
氏
物
語
」
橋
姫
巻
「
水
鳥
の
唱
和
」
考
－
宇
治
の
物
語
の
く
始
発
V
と
し
て
ー
」
（
愛
知
淑
徳
大
学
国
語
国
文
2
2
　
平
成
1
1
・
3
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
博
士
後
期
課
程
二
年
）
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