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『
源
氏
物
語
』

の

「
渡
殿
」

考

ー

l
l南
渡
殿
も
壁
渡
殿
で
あ
っ
た
か
ー
ー
ー

倉

田

実

は
じ
め
に

が
透
渡
殿
に
な
る
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
『
源
氏
物
語
』
（
本
文
は
、
新
全
集
に
拠
る
）

寝
殿
造
と
呼
ば
れ
る
平
安
貴
族
邸
宅
に
お
い
て
、
寝
殿
と
東
西
の
対
の
屋
を
繋
ぐ
渡
殿
は
そ
れ
ぞ
れ
に
二
条
あ
り
、
北
側
が
壁
渡
殿
、
南
側

で
語
ら
れ
る
邸
宅
の
渡
殿
は
、
必
ず
し
も
こ
の
理

解
と
整
合
し
な
い
よ
う
に
み
え
る
。
南
側
の
渡
殿
も
壁
渡
殿
の
よ
う
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
「
渡
殿
の
戸
」
「
渡
殿
の
戸
口
」
と
い
う
例
が
あ

り
、
ま
た
、
女
房
の
局
が
南
渡
殿
に
あ
る
よ
う
だ
か
ら
で
あ
る
。
も
し
こ
れ
が
認
め
ら
れ
る
な
ら
ば
、
南
渡
殿
も
壁
渡
殿
で
あ
っ
た
こ
と
に
な

る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
前
稿
で
も
簡
単
に
扱
っ
た
が
、
失
考
も
あ
り
、
改
め
て
用
例
全
体
を
見
渡
し
て
『
源
氏
物
語
』
の
渡
殿
の
あ
り
ょ
う

を
再
検
討
し
て
み
た
い
。

以
下
、
前
提
と
し
て
寝
殿
に
は
、
「
東
渡
殿
」
と
「
西
渡
殿
」
が
そ
れ
ぞ
れ
二
条
あ
っ
た
と
仮
定
し
て
、
「
北
渡
殿
」
「
南
渡
殿
」
と
す
る
呼

称
を
使
用
し
、
東
西
い
ず
れ
か
の
一
条
に
特
定
す
る
時
は
、
「
西
北
渡
殿
」
「
東
南
渡
殿
」
な
ど
と
指
示
す
る
。
ま
た
、
壁
渡
殿
と
は
、
梁
間
二

間
桁
行
三
間
で
母
屋
と
廟
か
ら
な
り
、
前
者
が
局
や
湯
殿
や
厩
な
ど
に
使
用
さ
れ
、
後
者
の
廟
が
通
路
と
な
ろ
う
。
壁
で
覆
わ
れ
る
だ
け
で
な
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の
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殿
」
考



く
、
格
子
が
依
め
ら
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
の
は
、
六
条
院
春
の
町
の
用
例
か
ら
認
定
で
き
る
。
柱
問
、
特
に
梁
聞
は
、
寝
殿
な
ど
よ
り
狭
め
と

な
ろ
う
。
『
一
ニ
条
左
大
臣
殿
前
栽
歌
合
』
の
序
に
「
寝
殿
と
東
の
対
と
の
中
な
る
細
殿
の
前
に
遣
水
せ
ら
れ
た
り
」
と
あ
る
「
細
殿
」
は
壁
渡

そ
う
呼
ば
れ
る
か
ら
に
は
寝
殿
な
ど
よ
り
狭
め
と
な
ろ
う
。
ま
た
、
こ
の
用
例
は
、
南
渡
殿
が
壁
渡
殿

殿
を
言
う
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
、

で
あ
っ
た
こ
と
の
傍
証
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。

渡
殿
の
用
例

『
源
氏
物
語
』
に
お
け
る
「
渡
殿
」
は
、

四
十
の
用
例
が
あ
る
。
「
渡
殿
だ
っ
屋
も
な
く
」
が
一
例
あ
る
他
は
、
す
べ
て
「
渡
殿
」
で
あ
り
、

そ
の
う
ち
、
「
東
の
渡
殿
」
が
二
例
、
「
西
の
渡
殿
」
が
七
例
あ
る
。
「
東
南
の
渡
殿
」
「
西
南
の
渡
殿
」
な
ど
と
い
う
位
置
に
よ
る
例
は
な
く
、

「
壁
渡
殿
」
「
透
渡
殿
」
そ
の
他
の
構
造
か
ヨ
り
す
る
呼
称
も
な
い
。
ま
た
、
寝
殿
に
繋
が
ら
な
い
用
例
も
あ
る
。
こ
れ
ら
の
所
在
を
邸
宅
ご
と
に

た
だ
し
、
⑤
の
某
の
院
に
は

示
せ
ば
、
次
の
よ
う
に
な
る
。
「
渡
殿
の
戸
」
と
い
う
用
例
が
認
め
ら
れ
邸
宅
に
は
、
記
号
を

O
で
囲
っ
た
。

「
渡
殿
の
戸
」
と
い
う
例
は
な
い
が
、
「
戸
」
が
認
知
さ
れ
る
の
で
、

O
を
付
し
た
。

ア

内
裏
後
宮

紀
伊
守
邸

③ ＠ 

某
の
院

エ

末
摘
花
邸

オ

二
条
東
院

カ

大
堰
邸

二
条
院

⑤ 

桐
壷
巻
一
例

ヨ
市
木
巻
三
例
・
空
蝉
巻
二
例

夕
顔
巻
二
例

蓬
生
巻
一
例
（
渡
殿
だ
っ
屋
）

松
風
巻
一
例

松
風
巻
一
例

薄
雲
巻
二
例
・
騎
蛤
巻
一
例



＠ 

六
条
院
春
の
町

＠ 

六
条
院
冬
の
町

＠ 

六
条
院
夏
の
町

⑦ 

六
条
院
秋
の
町

シ

小
野
山
荘

ス

玉
量
邸

セ

冷
泉
院

乙
女
巻
一
例
・
初
音
巻
一
例
・
野
分
巻
三
例
・
梅
枝
巻
一
例
・
藤
裏
葉
巻
二
例
・
若
菜
上
巻
二
例
・
若
菜
下
巻

一
例
・
鈴
虫
巻
一
例
・
幻
巻
一
例
・
崎
蛤
巻
七
例

初
音
巻
一
例

蛍
巻
一
例

野
分
巻
一
例

タ
霧
巻
一
例

竹
河
巻
一
例

竹
河
巻
一
例

以
上
の
う
ち
、
六
条
院
春
の
町
に
入
れ
た
「
幻
」
巻
の
一
例
は
、
説
に
よ
っ
て
は
二
条
院
の
も
の
に
な
る
。
ま
た
、
ア
は
、
後
宮
の
用
例
で

あ
り
、
桐
壷
の
更
衣
が
清
涼
殿
に
上
が
る
際
に
、
他
の
后
妃
の
女
房
な
ど
が
「
打
橋
、
渡
殿
の
こ
こ
か
し
こ
の
道
に
、
あ
や
し
き
わ
ざ
」
（
桐

査
巻
・
二

O
頁
）
を
し
て
、
嫌
が
ら
せ
を
し
た
と
い
う
も
の
。
場
所
の
特
定
も
で
き
ず
、
後
宮
の
も
の
な
の
で
確
認
だ
け
に
し
て
お
き
た
い
。

際
を
確
認
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

一
覧
し
て
、
多
く
の
邸
宅
に
「
渡
殿
の
戸
」
が
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
よ
う
。
こ
こ
に
問
題
の
所
在
が
あ
る
。
以
下
、
邸
宅
ご
と
に
渡
殿
の
実

紀
伊
守
邸

光
源
氏
が
方
違
え
で
紀
伊
守
邸
に
赴
い
た
理
由
の
一
つ
に
、
「
紀
伊
守
に
て
親
し
く
仕
う
ま
つ
る
人
の
、
中
川
の
わ
た
り
な
る
家
な
ん
、
こ

の
ご
ろ
水
塞
き
入
れ
て
、
涼
し
き
蔭
に
は
べ
る
」
（
帯
木
巻
・
九
二
頁
）
と
進
言
さ
れ
た
か
ら
で
あ
っ
た
。
中
川
か
ら
導
水
路
を
通
し
て
、
水

を
邸
内
の
遣
水
に
流
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
紀
伊
守
邸
の
場
面
で
は
、
そ
の
風
情
が
語
ら
れ
て
か
ら
、
次
の
よ
う
に
渡
殿
が
示
さ
れ
て
い
る
。

『
源
氏
物
語
』
の
「
渡
殿
」
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四

人
々
渡
殿
よ
り
出
で
た
る
泉
に
の
ぞ
き
ゐ
て
、
酒
の
む
。
（
ヨ
市
木
巻
・
九
四
頁
）

こ
の
渡
殿
は
、
寝
殿
東
面
が
光
源
氏
の
御
座
所
に
し
つ
ら
え
ら
れ
た
の
で
、

そ
の
近
く
の
東
渡
殿
と
な
る
。
供
の
人
々
が
「
渡
殿
よ
り
出
で

た
る
泉
」
を
眺
め
な
が
ら
酒
を
飲
ん
で
く
つ
ろ
い
で
い
る
と
さ
れ
る
が
、
居
場
所
は
そ
の
渡
殿
か
、
寝
殿
東
の
筆
子
で
あ
っ
て
も
か
ま
わ
な
い
。

紀
伊
守
邸
に
は
、
渡
殿
の
も
と
か
ら
泉
が
湧
い
て
い
た
と
さ
れ
る
が
、
そ
う
な
る
と
中
川
か
ら
の
導
水
は
不
要
と
な
る
。
し
か
し
、
こ
の
泉

は
、
す
で
に
指
摘
が
あ
る
よ
う
に
、
『
作
庭
記
』
の
い
う
「
作
泉
」
で
あ
り
、
「
地
底
へ
箱
樋
を
泉
の
中
へ
伏
せ
通
し
て
、
そ
の
上
に
小
簡
を
立

つ
べ
き
な
り
」
と
い
う
仕
組
み
で
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
中
川
か
ら
の
水
が
邸
内
で
地
中
の
箱
樋
に
流
さ
れ
、

サ
イ
フ
ォ
ン
の
原
理
で
泉

と
し
て
噴
出
さ
せ
、

さ
ら
に
遣
水
に
流
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
泉
は
演
出
さ
れ
て
、

そ
の
湧
出
が
眺
め
ら
れ
る
よ
う
に
し
で
あ
っ
た
の
で

あ
る
。
だ
か
ら
渡
殿
の
真
下
に
作
泉
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
。
そ
し
て
、
泉
の
様
子
だ
け
で
な
く
、
遣
水
の
南
庭
へ
の
流
れ
も
眺
め
ら
れ
る
よ

う
に
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

泉
と
、
遣
水
の
南
池
へ
の
流
れ
も
見
ら
れ
る
位
置
と
し
て
は
、
寝
殿
東
の
賢
子
が
最
適
で
あ
ろ
う
。
供
人
は
こ
こ
に
い
た
と
解
せ
よ
う
が
、

渡
殿
に
い
た
と
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
そ
う
す
る
と
、
こ
の
渡
殿
は
南
北
い
ず
れ
の
も
の
に
な
ろ
う
か
。
南
は
透
渡
殿
、
北
は
壁
渡
殿
と
す
る

そ
こ
か
ら
泉
の
流
れ
は
眺
め

の
が
定
説
だ
が
、
後
者
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
格
子
な
ど
が
上
が
っ
て
い
る
か
南
側
に
筆
子
が
通
し
で
あ
れ
ば
、

ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
だ
け
の
記
述
で
は
、
南
北
い
ず
れ
か
の
判
断
は
難
し
い
。
し
か
し
、
一
示
さ
れ
た
渡
殿
が
、
ど
こ
に
位
置
す
る
の

か
は
把
握
し
て
お
く
べ
き
で
あ
ろ
う
。
右
の
引
用
部
だ
け
か
ら
こ
の
渡
殿
の
位
置
は
考
え
ら
れ
な
い
の
で
、
他
の
用
例
と
併
せ
て
把
握
す
る
の

が
順
当
と
な
る
。
紀
伊
守
邸
に
あ
る
他
の
用
例
を
見
て
お
き
た
い
。

次
は
、
光
源
氏
が
再
度
訪
問
し
た
際
の
も
の
で
、
空
蝉
が
渡
殿
に
隠
れ
た
と
い
う
記
述
で
あ
る
。

（
空
蝉
）
「
い
と
け
近
け
れ
ば
か
た
は
ら
い
た
し
。
な
や
ま
し
け
れ
ば
、
忍
び
て
う
ち
叩
か
せ
な
ど
せ
む
に
、
ほ
ど
離
れ
て
を
」
と
て
、

渡
殿
に
、
中
将
と
い
ひ
し
が
局
し
た
る
隠
れ
に
移
ろ
ひ
ぬ
。
（
光
源
氏
は
）
さ
る
心
し
て
、
人
と
く
静
め
て
御
消
息
あ
れ
ど
、
小
君
は
尋

ね
あ
は
ず
。
よ
ろ
づ
の
所
求
め
歩
き
て
、
渡
殿
に
分
け
入
り
て
、
か
ら
う
じ
て
辿
り
来
た
り
。
（
帯
木
巻
・
一
一

O
頁）



こ
の
二
例
は
同
じ
渡
殿
を
指
し
て
お
り
、
そ
こ
に
避
難
し
た
空
蝉
を
小
君
が
探
し
尋
ね
て
い
る
。
空
蝉
の
も
と
の
居
場
所
は
寝
殿
西
面
で
あ

り
、
前
回
と
同
様
東
面
に
入
る
光
源
氏
と
は
「
い
と
け
近
け
れ
ば
」
と
い
う
位
置
関
係
に
な
る
の
を
恐
れ
て
い
た
。
そ
こ
で
空
蝉
は
、
女
房
の

手
前
、
言
い
訳
を
し
な
が
ら
渡
殿
に
避
難
し
て
い
る
。
光
源
氏
か
ら
隠
れ
よ
う
と
し
た
の
で
、
隠
れ
た
こ
こ
は
寝
殿
と
西
の
対
を
繋
ぐ
西
渡
殿

と
な
ろ
う
。
ま
た
、
女
房
中
将
の
局
が
あ
る
と
さ
れ
る
の
で
、
こ
こ
は
明
確
に
壁
渡
殿
と
な
る
。
小
君
は
「
渡
殿
に
分
け
入
り
て
、
か
ら
う
じ

て
辿
り
来
た
り
」
と
さ
れ
る
の
で
、
こ
の
渡
殿
空
間
は
、
幾
っ
か
に
区
切
ら
れ
て
女
房
た
ち
が
局
に
し
、

そ
れ
ぞ
れ
に
雑
然
と
物
品
が
置
か
れ

て
い
た
。
小
君
は
、
こ
の
様
子
を
光
源
氏
に
「
い
と
む
つ
か
し
げ
に
さ
し
龍
め
ら
れ
て
、
人
あ
ま
た
は
べ
る
め
れ
ば
」
（
帯
木
巻
・
一
一
二
頁
）

と
報
告
し
て
い
る
。
こ
の
せ
い
で
光
源
氏
は
空
蝉
に
逢
え
な
か
っ
た
の
で
あ
り
、
受
領
の
家
の
壁
渡
殿
は
、
む
さ
苦
し
い
場
所
な
の
で
あ
っ
た
。

紀
伊
守
邸
に
は
寝
殿
の
東
西
に
渡
殿
が
あ
り
、
右
で
「
渡
殿
L

と
だ
け
示
さ
れ
た
の
は
、
西
渡
殿
に
な
り
、
壁
渡
殿
な
の
で
あ
っ
た
。

再
度
の
空
蝉
と
の
逢
瀬
に
失
敗
し
た
光
源
氏
は
、
一
二
度
目
の
訪
問
を
小
君
だ
け
の
手
引
き
で
密
か
に
行
っ
て
い
る
。
寝
殿
の
格
子
の
隙
聞
か

ら
、
空
蝉
が
軒
端
荻
と
碁
を
打
つ
様
子
を
栢
一
間
見
し
た
光
源
氏
は
、
屋
中
に
い
た
小
君
が
出
て
く
る
気
配
に
そ
の
場
を
は
ず
し
て
移
動
し
て
い

る
。
移
動
し
た
先
が
、
最
初
に
あ
っ
た
渡
殿
と
同
じ
所
に
な
る
よ
う
で
あ
る
。

久
し
う
見
た
ま
は
ま
ほ
し
き
に
、
小
君
出
で
く
る
心
地
す
れ
ば
、

ゃ
を
ら
出
で
た
ま
ひ
ぬ
。
渡
殿
の
戸
口
に
寄
り
ゐ
た
ま
へ
り
、

い
と
か

た
じ
け
な
し
と
思
ひ
て
、
（
空
蝉
巻
・
二
一
二
頁
）

光
源
氏
は
垣
間
見
し
た
寝
殿
南
面
か
ら
、
東
面
の
「
渡
殿
の
戸
口
」
に
移
動
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
渡
殿
に
は
戸
口
が
あ
っ
た
。

そ
う
す
る
と
、
北
側
の
壁
渡
殿
に
な
り
そ
う
だ
が
、
南
側
の
渡
殿
と
す
る
の
が
適
当
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
こ
の
後
、
小
君
が
妻
戸
か
ら
南
廟
に

入
り
、

そ
の
妻
戸
か
ら
光
源
氏
が
空
蝉
の
寝
所
に
侵
入
し
て
い
る
と
し
か
思
わ
れ
な
い
の
で
、
こ
の
「
渡
殿
の
戸
口
」
は
、
侵
入
し
た
妻
戸
の

近
く
に
あ
る
も
の
と
解
さ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
南
渡
殿
と
な
り
、

そ
し
て
、

そ
れ
は
定
説
的
な
理
解
で
透
渡
殿
で
あ
っ
た
。
「
戸
口
」
と
矛

盾
す
る
こ
と
に
な
る
。

透
渡
殿
の
戸
は
、
絵
巻
物
類
に
描
か
れ
て
い
な
い
。
そ
こ
で
、
「
戸
口
」
は
「
門
口
」
で
、
入
口
の
意
と
す
る
解
釈
が
出
さ
れ
て
い
る
。

『
源
氏
物
語
』
の
「
渡
殿
」
考

五
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方
、
古
典
集
成
は
透
渡
殿
に
し
て
戸
を
想
定
し
、
新
全
集
は
こ
の
箇
所
の
頭
注
に
「
渡
殿
と
寝
殿
の
境
に
設
け
ら
れ
た
板
戸
の
そ
ば
。
賢
子
を

挟
ん
で
妻
戸
に
相
対
す
る
」
と
し
て
い
る
。
こ
こ
は
、
ど
う
解
釈
す
べ
き
な
の
か
。

同
じ
渡
殿
は
、
こ
の
後
、
も
う
一
度
示
さ
れ
て
い
る
。
空
蝉
に
逃
げ
ら
れ
た
光
源
氏
が
軒
端
荻
と
契
っ
た
後
、
寝
て
い
た
小
君
を
起
こ
し
て

妻
戸
か
ら
出
ょ
う
と
し
た
際
に
、
東
の
廟
に
寝
て
い
た
と
思
わ
れ
る
老
女
房
が
聞
に
行
く
の
と
出
く
わ
す
場
面
で
あ
る
。

我
（
老
女
房
）
も
こ
の
戸
（
妻
戸
）
よ
り
出
で
て
来
。
（
小
君
は
）
わ
び
し
け
れ
ど
、
え
は
た
押
し
か
へ
さ
で
、
（
光
源
氏
は
）
渡
殿
の
口

に
か
い
添
ひ
て
、
隠
れ
立
ち
た
ま
へ
れ
ば
、
こ
の
お
も
と
（
老
女
房
）
さ
し
よ
り
て
、
（
空
蝉
巻
・
二
一
二
頁
）

光
源
氏
は
老
女
房
と
顔
を
合
わ
せ
る
の
を
避
け
て
、
「
渡
殿
の
口
」
に
ぴ
っ
た
り
と
身
を
寄
せ
て
隠
れ
て
い
る
。
侵
入
時
と
同
じ
ル

1
ト
を

逆
に
戻
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
こ
の
渡
殿
は
南
側
の
も
の
と
な
る
。
そ
し
て
、
出
入
り
口
が
あ
っ
た
。
先
の
「
門
口
」
説
で
は
、
門

柱
に
隠
れ
た
と
す
る
が
、
「
柱
隠
れ
」
と
い
う
用
例
が
あ
る
も
の
の
、
他
に
「
渡
殿
の
戸
、
押
し
開
く
る
」
と
い
う
例
が
あ
り
、
無
理
か
も
し

れ
な
い
。
こ
こ
は
戸
の
扉
一
に
隠
れ
た
と
す
る
の
が
素
直
と
な
ろ
う
。
し
か
し
、
古
典
集
成
や
新
全
集
の
説
が
あ
る
も
の
の
、
南
渡
殿
に
戸
は
想

定
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
こ
の
用
例
を
も
っ
て
し
で
も
、
事
情
は
不
明
で
あ
る
。

考
え
ら
れ
る
こ
と
は
、
絵
巻
物
類
に
透
渡
殿
の
戸
が
描
か
れ
な
い
の
は
、
吹
抜
屋
台
の
技
法
に
よ
っ
て
省
略
す
る
の
が
一
般
で
あ
っ
た
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
実
証
は
難
し
い
が
、
紀
伊
守
邸
の
用
例
が
透
渡
殿
で
あ
っ
た
と
し
た
ら
、
帰
結
す
る
の
は
こ
の
戸
の
存
在
で
あ
る
。
ま

た
、
こ
れ
と
は
別
途
に
考
え
ら
れ
る
の
は
、
寝
殿
の
南
渡
殿
も
、
壁
渡
殿
に
な
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
壁
渡
殿
な
ら
、

そ
の
一
戸
口
は

簡
単
に
確
認
さ
れ
よ
う
。
ま
た
さ
ら
に
寝
殿
と
対
の
屋
に
一
条
の
み
し
か
渡
殿
が
な
い
場
合
も
想
定
で
き
よ
う
。
南
渡
殿
に
「
戸
」
が
あ
っ
た

と
し
か
み
え
な
い
こ
と
で
問
題
は
簡
単
で
は
な
く
な
る
の
で
あ
る
。

結
局
、
紀
伊
守
邸
の
段
階
で
整
理
で
き
る
の
は
、
次
の
ど
の
見
解
を
取
る
か
に
な
る
。

①
 

②
 

透
渡
殿
に
戸
が
あ
っ
た
。

渡
殿
は
二
条
あ
り
、
南
渡
殿
も
壁
渡
殿
で
あ
っ
た
。



③ 

渡
殿
は
一
条
し
か
な
く
、
壁
渡
殿
で
あ
っ
た
。

あ
ら
か
じ
め
結
論
を
号
一
守
え
ば
、
『
源
氏
物
語
』
で
北
渡
殿
と
し
て
語
ら
れ
た
例
と
し
て
、
後
に
み
る
「
薄
雲
」
巻
の
二
条
院
に
認
め
ら
れ
る
の

で
、
③
の
説
は
留
保
す
る
こ
と
に
し
、
②
の
南
渡
殿
も
壁
渡
殿
で
あ
っ
た
と
す
る
理
解
を
と
り
た
い
。
こ
の
点
は
他
の
邸
宅
例
を
検
討
す
る
こ

と
で
明
確
に
な
ろ
う
。
さ
ら
に
検
討
を
続
け
る
。

某
の
院
・
末
摘
花
邸
・
二
条
東
院
・
大
堰
邸

」
こ
で
は
、
冒
頭
に
示
し
た
、
＠
・
某
の
院
、

ェ
・
末
摘
花
邸
、
ォ
・
二
条
東
院
、
カ
・
大
堰
邸
の
そ
れ
ぞ
れ
の
渡
殿
を
み
て
お
く
。
ま
ず
、

光
源
氏
が
夕
顔
を
連
れ
出
し
た
某
の
院
の
西
の
対
に
な
る
。
夕
顔
が
、
物
の
怪
に
襲
わ
れ
、
灯
も
消
え
て
い
た
の
で
、
侍
女
の
右
近
に
光
源
氏

が
命
じ
る
言
葉
で
あ
る
。

「
渡
殿
な
る
宿
直
人
起
こ
し
て
、
紙
燭
さ
し
て
参
れ
と
言
へ
」
と
、
の
た
ま
へ
ば
、
「
い
か
で
か
ま
か
ら
ん
、
暗
う
て
」
と
言
へ
ば
、
「
あ

な
若
々
し
」
と
、
う
ち
笑
ひ
た
ま
ひ
て
、
手
を
叩
き
た
ま
へ
ば
、
山
彦
の
答
ふ
る
声
い
と
う
と
ま
し
。
（
夕
顔
巻
・
一
六
四
頁
）

こ
の
渡
殿
は
、
「
宿
直
人
」
が
寝
て
い
る
よ
う
な
の
で
壁
渡
殿
と
判
断
さ
れ
る
が
、
次
の
用
例
と
同
じ
も
の
に
な
る
と
す
る
と
位
置
が
問
題

に
な
っ
て
く
る
。

い
と
う
る
さ
し
。
こ
こ
に
、
し
ば
し
、
近
く
」
と
て
、
右
近
を
引
き
寄
せ
た
ま
ひ
て
、

西
の
妻
戸
に
出
で
て
、
戸
を
押
し
開
け
た
ま
へ
れ
ば
、
渡
殿
の
灯
も
消
え
に
け
り
。
風
す
こ
し
う
ち
吹
き
た
る
に
、
人
は
少
な
く
て
、
さ

「
我
人
を
起
こ
さ
む
、
手
叩
け
ば
山
彦
の
答
ふ
る
、

ぶ
ら
ふ
か
ぎ
り
み
な
寝
た
り
。
こ
の
院
の
預
り
の
子
、
睦
ま
し
く
使
ひ
た
ま
ふ
若
き
男
、
ま
た
上
童
ひ
と
り
、
例
の
随
身
ば
か
り
ぞ
あ
り

け
る
。
（
夕
顔
巻
・
一
六
四
頁
）

お
び
え
て
い
る
右
近
が
使
い
も
の
に
な
ら
な
い
の
で
、
光
源
氏
自
ら
人
を
呼
び
に
西
の
対
か
ら
出
て
行
く
。
光
源
氏
は
「
西
の
妻
戸
」
に
出

『
源
氏
物
語
』
の
「
渡
殿
」
考

七
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て
お
り
、
続
く
「
戸
を
押
し
開
け
た
ま
へ
れ
ば
」
と
あ
る
「
戸
」
は
、
下
接
す
る
「
渡
殿
」
の
も
の
と
な
る
。
こ
の
「
渡
殿
」
に
赴
い
た
の
は
、

「
宿
直
人
」
が
い
る
と
の
判
断
か
ら
に
な
る
。

そ
し
て
、
こ
の
戸
が
あ
る
渡
殿
は
、
寝
殿
側
で
は
な
い
こ
と
を
、
物
語
は
「
西
の
妻
戸
に
出
で

て
」
で
示
し
て
い
る
。
西
の
対
に
は
寝
殿
に
通
じ
る
東
側
の
他
に
、
西
側
に
も
渡
殿
が
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
「
西
の
妻
戸
」
と
い
う
指
示
の

仕
方
は
、
寝
殿
を
中
心
に
し
た
言
い
方
と
も
と
れ
る
が
、
院
守
の
子
や
下
仕
な
ど
が
寝
て
い
る
の
で
、
寝
殿
の
西
渡
殿
で
は
な
か
ろ
う
。
こ
こ

は
西
の
対
の
西
側
を
指
す
の
で
あ
り
、
教
科
書
的
な
寝
殿
造
の
理
解
に
は
示
さ
れ
て
い
な
い
渡
殿
と
な
る
。
古
典
集
成
は
、
「
西
の
対
に
通
じ

る
中
門
廊
か
。
夜
間
、
身
辺
警
備
の
た
め
、
武
具
を
つ
け
た
侍
者
が
、
責
子
や
廊
で
不
審
番
を
す
る
」
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
物
語
は

渡
殿
と
廊
を
使
い
分
け
て
い
る
の
で
、
中
門
廊
の
こ
と
で
は
な
か
ろ
う
。
そ
う
す
る
と
、
東
西
棟
の
侍
廊
的
な
も
の
が
西
の
対
西
側
に
渡
殿
と

し
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
c

光
源
氏
は
そ
の
戸
を
押
し
開
け
て
入
っ
て
い
る
の
で
、

そ
こ
は
壁
渡
殿
の
内
部
で
あ
り
、
「
人
は
少
な
く

て
、
さ
ぶ
ら
ふ
か
ぎ
り
み
な
寝
た
り
」
と
い
う
状
況
な
の
で
あ
っ
た
。

某
の
院
の
西
の
対
に
は
、
寝
殿
に
続
く
東
側
の
他
に
、
西
側
に
も
壊
渡
殿
が
あ
り
、

そ
こ
が
侍
廊
的
な
も
の
で
宿
直
の
場
所
と
し
て
機
能
し

て
い
た
こ
と
に
な
る
。
別
言
す
れ
ば
、
「
渡
殿
」
で
壁
渡
殿
で
あ
る
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
。

次
の
末
摘
花
邸
に
は
、
「
西
の
妻
戸
の
聞
き
た
る
よ
り
、
さ
は
る
べ
き
渡
殿
だ
っ
屋
も
な
く
」
（
蓬
生
巻
・
二
一
五
二
頁
）
と
あ
る
だ
け
だ
が
、

こ
の
語
り
方
は
、
妻
戸
に
面
し
て
渡
殿
が
あ
る
と
の
理
解
を
示
し
て
い
る
。
こ
こ
は
、
こ
の
点
の
確
認
だ
け
で
あ
る
。

東
の
院
造
り
た
て
て
、
花
散
里
と
聞
こ
え
し
、
移
ろ
は
し
た
ま
ふ
。
西
の
対
、
渡
殿
な
ど
か
け
て
、
政
所
、
家
司
な
ど
、
あ
る
べ
き
さ
ま

に
し
お
か
せ
た
ま
ふ
。
（
松
風
巻
・
三
九
七
頁
）

二
条
東
院
完
成
を
語
る
段
で
あ
る
。
こ
の
「
渡
殿
」
に
は
家
政
機
関
と
な
る
政
所
が
置
か
れ
て
い
る
の
で
、
壁
渡
殿
の
構
造
と
な
る
。
位
置

は
や
や
問
題
で
あ
り
、
寝
殿
を
中
心
と
し
て
「
西
の
対
、
渡
殿
な
ど
か
け
て
」
と
と
れ
ば
、
某
の
院
と
同
じ
く
西
の
対
の
西
側
の
侍
廊
的
な
も

の
に
な
る
。
し
か
し
、
西
の
対
か
ら
寝
殿
に
及
ぶ
語
り
と
と
れ
ば
、
西
の
対
と
寝
殿
を
繋
ぐ
壁
渡
殿
に
な
り
、
こ
こ
に
政
所
を
置
く
こ
と
は
あ

り
得
た
。
奥
か
ら
手
前
に
か
け
て
描
写
す
る
と
す
れ
ば
こ
ち
ら
と
な
り
、
単
に
「
渡
殿
」
と
す
る
こ
と
で
壁
渡
殿
で
あ
る
こ
と
を
提
示
し
て
い



る
の
は
確
か
で
あ
る
。
次
は
、
明
石
一
族
が
移
り
住
ん
だ
大
堰
邸
で
あ
る
。

東
の
渡
殿
の
下
よ
り
出
づ
る
水
の
心
ば
へ
繕
は
せ
た
ま
ふ
と
て
、
い
と
な
ま
め
か
し
き
桂
姿
う
ち
と
け
た
ま
へ
る
を
、

れ
し
と
見
た
て
ま
つ
る
に
、
関
伽
の
具
な
ど
の
あ
る
を
見
た
ま
ふ
に
思
し
出
で
て
、
（
松
風
巻
・
四
一
一
頁
）

い
と
め
で
た
う
う

こ
こ
で
は
断
り
も
な
く
「
東
の
渡
殿
」
と
語
ら
れ
て
い
る
。
「
東
」
と
わ
ざ
わ
ざ
あ
る
の
は
、
「
下
よ
り
出
づ
る
水
の
心
ば
へ
」
を
言
う
た
め

で
あ
る
。
こ
の
水
は
遣
水
で
あ
り
、
『
作
庭
記
』
に
「
経
云
、
東
よ
り
南
へ
迎
へ
て
西
へ
流
す
を
順
流
と
す
」
と
す
る
造
法
に
拠
っ
て
い
る
こ

と
を
示
し
て
い
る
。
「
東
の
渡
殿
」
と
す
る
用
法
で
、
寝
殿
東
側
に
流
す
遣
水
を
提
示
す
る
語
り
と
し
て
注
意
し
て
お
き
た
い
。
こ
の
渡
殿
に

関
し
て
は
、
こ
れ
以
上
の
説
明
は
無
理
で
あ
る
。

以
上
の
用
例
か
ら
、
「
渡
殿
」
だ
け
で
壁
渡
殿
を
提
示
し
て
い
る
こ
と
、
ま
た
、
対
の
屋
に
は
寝
殿
側
と
は
別
に
反
対
側
に
も
壁
渡
殿
が
あ

り
得
た
こ
と
、
渡
殿
は
寝
殿
の
妻
戸
に
面
し
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
、
遣
水
を
暗
示
す
る
た
め
に
「
東
の
渡
殿
」
と
す
る
語
り
方
が
あ
っ
た
こ

と
な
ど
を
確
認
し
た
こ
と
に
な
る
。

四

二
条
院

二
条
院
に
は
、
西
の
渡
殿
は
二
条
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

西
面
を
こ
と
に
し
つ
ら
は
せ
た
ま
ひ
て
、
小
さ
き
御
調
度
ど
も
、
う
つ
く
し
げ
に
と
と
の
へ
さ
せ
た
ま
へ
り
。
乳
母
の
局
に
は
、
西
の
渡

殿
の
北
に
当
れ
る
を
せ
さ
せ
た
ま
へ
り
。
（
薄
雲
巻
・
四
三
五
頁
）

明
石
の
姫
君
を
二
条
院
に
迎
え
た
段
で
あ
る
。
「
西
面
」
は
寝
殿
の
母
屋
西
側
か
ら
西
廟
を
指
し
て
い
る
。

そ
こ
を
明
石
の
姫
君
の
住
ま
い

に
し
て
、
乳
母
の
局
を
近
く
の
「
西
の
渡
殿
の
北
に
当
れ
る
」
所
に
設
け
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
異
文
は
な
く
、
こ
の
語
り
は
、
寝
殿
西
側

に
北
と
南
に
二
条
の
渡
殿
が
あ
り
、
西
北
渡
殿
は
局
を
設
け
ら
れ
る
壁
渡
殿
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
こ
も
「
渡
殿
」
だ
け
で

『
源
氏
物
語
』
の
「
渡
殿
L

考

九
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壁
渡
殿
を
一
示
す
用
法
で
あ
り
、
『
源
氏
物
語
』
で
明
確
に
認
め
ら
れ
る
寝
殿
北
側
の
渡
殿
に
対
す
る
言
及
と
な
る
。
ま
た
、
注
意
し
た
い
の
は
、

な
ぜ
わ
ざ
わ
ざ
「
北
に
当
れ
る
」
と
し
た
か
で
あ
る
。
南
側
の
渡
殿
が
透
渡
殿
と
し
て
一
般
化
し
て
い
れ
ば
、
無
用
と
も
思
わ
れ
る
語
り
で
あ

る
。
し
た
が
っ
て
、
わ
ざ
わ
ざ
こ
う
し
た
語
り
を
入
れ
た
の
は
、
南
側
の
渡
殿
も
壁
渡
殿
で
は
な
か
っ
た
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
二
条
院

の
次
の
用
例
は
、
こ
の
こ
と
を
示
唆
す
る
よ
う
で
あ
る
。

姫
君
は
、

い
は
け
な
く
御
指
貫
の
裾
に
か
か
り
て
慕
ひ
き
こ
え
た
ま
ふ
ほ
ど
に
、
外
に
も
出
で
た
ま
ひ
ぬ
べ
け
れ
ば
、
立
ち
と
ま
り
て
、

い
と
あ
は
れ
と
思
し
た
り
。
こ
し
ら
へ
お
き
て
、
「
明
日
帰
り
来
む
」
と
口
ず
さ
び
て
出
で
た
ま
ふ
に
、
渡
殿
の
戸
口
に
待
ち
か
け
て
、

中
将
の
君
し
て
聞
こ
え
た
ま
へ
り
。
（
薄
雲
巻
・
四
三
九
頁
）

光
源
氏
が
二
条
院
か
ら
大
堰
邸
に
出
か
け
よ
う
と
す
る
段
で
あ
る
。
明
石
の
姫
君
が
い
る
の
は
寝
殿
西
面
と
な
る
。
出
か
け
よ
う
と
す
る
光

源
氏
を
追
っ
て
、
室
外
に
ま
で
出
ょ
う
と
す
る
の
で
、
な
だ
め
す
か
し
て
か
ら
、
光
源
氏
は
「
渡
殿
の
戸
口
」
に
出
て
い
る
。
寝
殿
西
面
か
ら

外
出
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
、
光
源
氏
は
西
門
を
利
用
す
る
つ
も
り
で
、
西
の
渡
殿
に
出
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
の
西
側
と
み
ら
れ

る
渡
殿
は
、
北
側
の
も
の
で
は
あ
る
ま
い
。
出
か
け
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
南
側
の
も
の
で
あ
り
、
こ
の
渡
殿
に
ゴ
戸
口
」
が
あ
っ
た
の
で
あ

る
。
西
南
渡
殿
も
壁
渡
殿
で
あ
っ
た
か
、
透
渡
殿
に
戸
が
あ
っ
た
か
に
な
る
。
紀
伊
守
邸
と
同
様
な
問
題
が
派
生
し
よ
う
。
こ
こ
は
透
渡
殿
で

は
な
く
、
壁
渡
殿
の
よ
う
で
あ
り
、

そ
れ
は
宇
治
十
帖
に
な
っ
て
も
認
め
ら
れ
る
。
浮
舟
失
践
を
知
っ
た
匂
宮
が
、
侍
女
の
侍
従
を
二
条
院
に

呼
び
寄
せ
た
段
で
あ
る
。

女
君
に
は
、
あ
ま
り
う
た
で
あ
れ
ば
、
聞
こ
え
た
ま
は
ず
。
寝
殿
に
お
は
し
ま
し
て
、
渡
殿
に
お
ろ
さ
せ
た
ま
へ
り
。
あ
り
け
ん
さ
ま
な

ど
、
く
は
し
う
聞
は
せ
た
ま
ふ
に
、
（
崎
蛤
巻
・
二
二
七
頁
）

二
条
院
西
の
対
の
中
君
の
も
と
に
い
た
匂
宮
は
、
侍
従
到
着
を
聞
い
て
、
中
君
に
は
事
情
を
話
さ
ず
寝
殿
に
移
っ
て
い
る
。
侍
従
は
、
車
か

ら
渡
殿
に
下
ろ
さ
れ
て
、
そ
の
ま
ま
そ
こ
で
匂
宮
と
面
会
し
て
い
る
趣
で
あ
る
。
身
分
か
胃
り
し
て
侍
従
が
匂
宮
と
対
面
で
き
る
場
は
壁
渡
殿
な

ど
に
な
ろ
う
。
こ
の
渡
殿
は
、
西
の
対
か
ら
遠
い
寝
殿
東
側
で
あ
り
、
先
の
「
薄
雲
」
巻
の
と
は
反
対
側
に
な
る
。
侍
従
が
車
か
ら
下
ろ
さ
れ



た
の
は
、
東
南
渡
殿
に
な
り
、
そ
こ
で
匂
宮
と
面
会
し
た
と
す
る
な
ら
ば
、
透
渡
殿
で
は
あ
り
え
な
い
。
東
南
渡
殿
も
壁
渡
殿
で
あ
っ
た
こ
と

に
な
る
。
二
条
院
の
場
合
、
少
な
く
と
も
西
渡
殿
は
二
条
あ
り
、
西
南
渡
殿
と
東
南
渡
殿
は
共
に
壁
渡
殿
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
よ
う
。

そ
し
て
、
そ
れ
は
他
の
邸
宅
に
も
及
ぶ
よ
う
で
あ
る
。

五

小
野
山
荘
・
玉
婁
邸
・
冷
泉
院

順
序
と
し
て
し
六
条
院
に
な
る
が
、
先
に
、

シ
・
小
野
山
荘
、

ス
・
玉
婁
邸
、
＠
・
冷
泉
院
の
三
例
を
み
て
お
き
た
い
。

御
忌
に
寵
れ
る
僧
は
、
東
面
、
そ
な
た
の
渡
殿
、
下
屋
な
ど
に
、

は
か
な
き
隔
て
し
つ
つ
、
か
す
か
に
ゐ
た
り
。
西
の
腐
を
や
っ
し
て
、

宮
は
お
は
し
ま
す
。
（
夕
霧
巻
・
四
四
三
頁
）

右
は
、

一
条
御
息
所
死
去
に
と
も
な
う
忌
の
様
子
で
あ
る
。
「
東
国
」
は
寝
殿
東
側
で
、

そ
こ
か
ら
東
の
対
が
「
渡
殿
」
で
繋
が
っ
て
い
る

こ
と
に
な
ろ
う
。
山
荘
と
は
い
え
、
こ
の
小
野
山
荘
は
か
な
り
の
規
模
を
持
っ
て
い
る
。
ま
た
、
僧
の
龍
る
場
所
の
一
つ
な
の
で
、
こ
れ
も
壁

渡
殿
と
認
定
で
き
る
。
次
は
玉
髪
邸
（
故
嶺
黒
邸
）

で
あ
る
。

（
薫
が
）
中
門
入
り
た
ま
ふ
ほ
ど
に
、
同
じ
直
衣
姿
な
る
人
立
て
り
け
り
。
隠
れ
な
む
と
思
ひ
け
る
を
ひ
き
と
ど
め
た
れ
ば
、
こ
の
常
に

立
ち
わ
づ
ら
ふ
少
将
な
り
け
り
。
寝
殿
の
西
面
に
琵
琶
容
の
琴
の
声
す
る
に
、
心
を
ま
ど
は
し
て
立
て
る
な
め
り
。
「
苦
し
げ
や
。
人
の

ゆ
る
さ
ぬ
こ
と
思
ひ
は
じ
め
む
は
罪
深
か
る
べ
き
わ
ざ
か
な
」
と
思
ふ
。
琴
の
声
も
や
み
ぬ
れ
ば
、
「
い
ざ
、
し
る
べ
し
た
ま
へ
。
ま
ろ

は
い
と
た
ど
た
ど
し
」
と
て
、

ひ
き
連
れ
て
、
西
の
渡
殿
の
前
な
る
紅
梅
の
木
の
も
と
に
、
梅
が
枝
を
う
そ
ぶ
き
て
立
ち
寄
る
け
は
ひ
の

花
よ
り
も
し
る
く
さ
と
う
ち
匂
へ
れ
ば
、
妻
戸
お
し
聞
け
て
、
人
々
あ
づ
ま
を
い
と
よ
く
掻
き
合
は
せ
た
り
。
（
竹
河
巻
・
七
一
頁
）

薫
が
玉
髪
邸
の
「
中
門
」
を
入
る
と
、
そ
こ
に
玉
髪
大
君
に
求
婚
し
て
い
る
蔵
人
少
将
が
合
奏
の
立
ち
聞
き
し
て
い
る
の
を
見
つ
け
、
連
れ

だ
っ
て
南
庭
に
入
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
「
中
門
」
は
、
西
中
門
廊
の
も
の
で
、
そ
こ
で
寝
殿
西
面
で
の
合
奏
を
蔵
人
少
将
は
聞
い
て
い
た
の
で

『
源
氏
物
語
』
の
「
渡
殿
」
考



あ
る
。
こ
こ
か
ら
南
庭
に
入
り
、
西
の
対
と
寝
殿
を
繋
ぐ
「
西
の
渡
殿
」
に
向
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
は
西
南
渡
殿
と
な
る
が
、
こ
れ
以
上

の
こ
と
は
不
明
で
あ
る
。

（
冷
泉
院
が
）
御
息
所
（
玉
髪
大
君
）
の
御
方
に
渡
ら
せ
た
ま
へ
ば
、
（
薫
は
）
御
供
に
参
り
た
ま
ふ
。
物
見
に
参
り
た
る
里
人
多
く
て
、

例
よ
り
は
華
や
か
に
、
け
は
ひ
い
ま
め
か
し
。
渡
殿
の
戸
口
に
し
ば
し
ゐ
て
、
声
聞
き
知
り
た
る
人
に
も
の
な
ど
の
た
ま
ふ
。

（
竹
河
巻
・
九
八
頁
）

男
踏
歌
の
日
の
こ
と
で
あ
る
。
冷
泉
院
か
ら
の
お
召
し
が
あ
っ
た
の
で
、
薫
は
院
の
御
所
に
参
上
し
て
い
る
。
男
踏
歌
は
院
の
御
所
に
も
廻
っ

て
く
る
の
で
、
物
見
の
た
め
に
弘
徽
殿
女
御
や
御
息
所
（
玉
重
大
君
）
な
ど
が
寝
殿
に
局
を
し
つ
ら
え
て
い
た
。
冷
泉
院
は
、
そ
の
御
息
所
の

局
に
赴
い
た
の
で
、
薫
は
「
渡
殿
の
戸
口
」
に
控
え
て
い
る
。
物
見
の
た
め
の
局
は
南
廟
に
し
つ
ら
え
る
の
が
普
通
で
あ
る
。
冷
泉
院
は
南
廟

の
妻
戸
か
ら
入
り
、
薫
は
そ
の
前
の
筆
子
に
控
え
る
の
で
は
な
く
、
「
渡
殿
の
戸
口
」
側
に
座
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
「
声
聞
き
知
り
た
る

人
」
が
い
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
人
は
、
こ
の
渡
殿
に
局
を
持
っ
て
い
た
の
で
あ
り
、
こ
こ
は
壁
渡
殿
と
な
る
。
薫
は
冷
泉
院
の
お
供
で
来
て

い
る
の
で
、
北
渡
殿
の
方
に
近
寄
っ
た
と
す
る
よ
り
は
、
こ
の
後
、
冷
泉
院
か
ら
御
息
所
の
局
に
召
し
出
さ
れ
て
い
る
の
で
、

そ
の
ま
ま
南
側

の
「
渡
殿
の
戸
口
」
に
座
っ
て
い
た
と
す
る
の
が
順
当
で
あ
ろ
う
。
そ
う
す
る
と
、
冷
泉
院
御
所
の
南
渡
殿
も
壁
渡
殿
で
あ
っ
た
と
考
え
る
ほ

か
は
な
い
。
『
源
氏
物
語
』
は
、
「
渡
殿
」
で
も
っ
て
南
側
の
壁
渡
殿
を
普
通
に
指
示
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
六
条
院
に
お
い
て
も
同

断
で
あ
る
。

____L_.. 

／＼ 

六
条
院

四
季
の
町
か
ら
な
る
六
条
院
で
、

い
づ
れ
の
町
に
も
渡
殿
の
用
例
が
且
い
だ
せ
る
。
ま
ず
冬
の
町
か
ら
確
認
し
た
い
。
新
造
六
条
院
の
初
春

に
光
源
氏
が
明
石
の
君
の
も
と
に
赴
い
た
段
で
あ
る
。



暮
れ
方
に
な
る
ほ
ど
に
、
明
石
の
御
方
に
渡
り
た
ま
ふ
。
近
き
渡
殿
の
戸
押
し
開
く
る
よ
り
、
御
簾
の
内
の
追
風
な
ま
め
か
し
く
吹
き
匂

は
し
て
、
物
よ
り
こ
と
に
気
高
く
思
さ
る
。
正
身
は
見
え
ず
。
（
初
音
巻
・
一
四
九
頁
）

冬
の
町
に
は
寝
殿
が
な
く
、
対
の
屋
が
二
棟
あ
る
だ
け
で
、
そ
の
一
つ
に
他
の
町
と
連
絡
す
る
渡
殿
が
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
こ

れ
は
壁
渡
殿
と
な
ろ
う
。
連
絡
通
路
の
役
割
を
持
っ
て
い
る
の
で
、
風
雨
を
防
げ
る
壁
渡
殿
が
ふ
さ
わ
し
い
。
場
面
的
に
こ
こ
は
、
壁
渡
殿
の

内
部
を
通
っ
て
き
た
光
源
氏
が
、
そ
の
戸
を
押
し
開
い
て
対
の
屋
の
前
に
出
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
す
る
と
対
の
屋
か
ら
優
雅
な
香
り
が

漂
っ
て
き
た
。

冬
の
町
な
の
で
こ
の
渡
殿
は
寝
殿
と
繋
が
ら
な
い
。
し
か
し
、
「
近
き
渡
殿
の
戸
押
し
開
く
る
」
と
あ
る
の
で
壁
渡
殿
に
な
る
こ
と
は
確
か

で
あ
ろ
う
。
冬
の
町
の
用
例
は
こ
れ
だ
け
で
あ
る
。
夏
の
町
の
場
合
も
一
例
で
、
そ
れ
も
寝
殿
に
繋
が
る
も
の
で
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。

馬
場
殿
は
、
こ
な
た
の
廊
よ
り
見
通
す
、
ほ
ど
遠
か
ら
ず
。
「
若
き
人
々
。
渡
殿
の
戸
聞
け
て
物
見
よ
や
。
左
の
衛
府
に
い
と
よ
し
あ
る

官
人
多
か
る
こ
ろ
な
り
。
少
々
の
殿
上
人
に
劣
る
ま
じ
し
と
の
た
ま
へ
ば
、
物
見
む
事
を
い
と
を
か
し
と
思
へ
り
。
（
蛍
巻
・
二

O
五
頁
）

六
条
院
の
馬
場
で
競
射
を
催
す
の
を
、
光
源
氏
が
夏
の
町
の
女
房
た
ち
に
物
見
を
勧
め
て
い
る
段
で
あ
る
。
馬
場
は
春
の
町
か
ら
夏
の
町
に

か
け
て
、
東
の
築
地
に
沿
っ
て
作
ら
れ
て
い
る
。
「
馬
場
殿
」
は
位
置
が
分
か
り
に
く
く
、
六
条
院
復
元
想
定
図
で
も
一
定
し
な
い
。
ま
た
、

こ
の
「
渡
殿
」
も
位
置
が
不
明
で
あ
る
。
寝
殿
の
東
西
に
あ
る
も
の
だ
と
、
馬
場
は
見
渡
せ
な
い
で
あ
ろ
う
か
ら
、
そ
れ
以
外
に
な
る
。
あ
る

い
は
、
東
の
対
か
ら
東
側
に
あ
る
馬
場
殿
に
通
じ
る
壁
渡
殿
で
、

そ
こ
の
戸
を
開
け
る
と
馬
場
が
見
渡
せ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
位
置
的
に
は

二
棟
廊
が
あ
る
所
に
な
ろ
う
か
。
古
典
集
成
は
、
こ
の
渡
殿
を
右
引
用
部
に
あ
る
「
こ
な
た
の
廊
」
の
こ
と
と
解
し
、
「
普
通
の
邸
宅
の
東
の

中
門
廊
に
当
る
よ
う
な
所
」
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
侍
廊
な
ど
の
建
物
が
あ
る
の
で
、
中
門
廊
か
ら
馬
場
は
一
部
し
か
見
え
な
い
の
で
は
な

を
男
達
の
物
見
の
場
所
と
し
、

か
ろ
う
か
。
「
こ
な
た
の
廊
」
は
、
中
門
廊
よ
り
も
、
侍
廊
の
よ
う
な
所
が
ふ
さ
わ
し
い
か
も
し
れ
な
い
。
光
源
氏
は
、
こ
の
「
こ
な
た
の
廊
」

そ
れ
と
は
別
の
二
棟
廊
の
よ
う
な
「
渡
殿
」
を
女
の
場
所
と
し
て
、
そ
こ
か
ら
若
い
女
房
に
物
見
を
勧
め
た
の

だ
と
考
え
て
お
き
た
い
。
『
源
氏
物
語
』
は
、
「
廊
」
と
「
渡
殿
」
を
使
い
分
け
て
い
よ
う
。
結
論
的
に
は
、
夏
の
町
に
、
寝
殿
の
東
西
以
外
に

『
源
氏
物
語
』
の
「
渡
殿
」
考



四

渡
殿
と
呼
ぶ
建
物
が
あ
り
、
そ
れ
は
壁
渡
殿
に
な
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

秋
の
町
の
渡
殿
は
、
寝
殿
に
繋
が
る
も
の
で
あ
る
。
秋
好
中
宮
に
野
分
見
舞
い
に
赴
く
光
源
氏
の
供
に
従
っ
た
タ
霧
の
様
子
を
語
る
段
で
あ

ヲ

hv

。
（
光
源
氏
が
）
御
簾
の
内
に
入
り
た
ま
ひ
ぬ
れ
ば
、
中
将
（
夕
霧
）
、
渡
殿
の
戸
口
に
人
々
の
け
は
ひ
す
る
に
寄
り
て
、
も
の
な
ど
言
ひ

戯
る
れ
ど
、
思
ふ
こ
と
の
筋
筋
嘆
か
し
く
て
、
例
よ
り
も
し
め
り
て
ゐ
た
ま
へ
り
。
（
野
分
巻
・
二
七
六
頁
）

光
源
氏
が
御
簾
の
内
に
入
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
、
所
在
の
な
い
夕
霧
は
、
女
房
の
気
配
の
す
る
「
渡
殿
の
戸
口
」
に
近
寄
っ
て
戯
言
を
一
マ
一
口
う

も
の
の
、
紫
の
上
を
垣
間
見
た
衝
撃
で
気
も
そ
ぞ
ろ
で
い
る
。
こ
の
位
置
関
係
と
人
間
関
係
は
、
す
で
に
検
討
し
た
「
竹
河
」
巻
の
冷
泉
院
御

所
で
の
薫
の
場
合
と
通
じ
よ
う
。
こ
こ
も
南
側
の
渡
殿
な
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
「
戸
口
」
が
あ
る
の
で
、
そ
の
奥
は
女
房
の
局
な
ど
が
置
か
れ

る
壁
渡
殿
に
な
る
。
「
渡
殿
の
戸
口
」
は
、
壁
渡
殿
で
あ
る
こ
と
を
表
現
す
る
記
号
と
し
て
一
定
し
て
お
り
、
春
の
町
も
同
じ
と
な
る
。

＊ 

＊ 

＊ 

残
る
の
は
用
例
の
多
い
春
の
町
で
あ
る
。
ま
ず
は
、
特
定
の
難
し
い
用
例
と
そ
の
必
要
の
な
い
用
例
を
先
に
み
て
お
き
た
い
。

九
月
に
な
れ
ば
、
紅
葉
む
ら
む
ら
色
づ
き
て
、
宮
の
御
前
え
も
い
は
ず
お
も
し
ろ
し
。
風
う
ち
吹
き
た
る
夕
暮
に
、
御
箱
の
蓋
に
、

ろ

い
ろ
の
花
紅
葉
を
こ
き
ま
ぜ
て
、
こ
な
た

（
紫
の
上
）
に
奉
ら
せ
た
ま
へ
り
。
大
き
や
か
な
る
童
の
、
濃
き
相
、
紫
苑
の
織
物
重
ね
て
、

赤
朽
葉
の
羅
の
汗
杉
、

い
と
い
た
う
馴
れ
て
、
廊
、
渡
殿
の
反
橋
を
渡
り
て
参
る
。
（
乙
女
巻
・
八
一
頁
）

六
条
院
が
完
成
し
た
秋
、
秋
好
中
宮
が
紫
の
上
に
春
秋
優
劣
論
を
し
か
け
る
段
で
あ
る
。
秋
の
町
の
秋
好
中
宮
は
、
見
事
な
紅
葉
を
載
せ
た

箱
の
葦
を
童
女
に
持
た
せ
て
、
春
の
町
の
紫
の
上
の
も
と
に
届
け
さ
せ
て
い
る
。
そ
の
通
路
が
「
廊
、
渡
殿
の
反
橋
」
に
な
る
。
「
廊
」
は
、

「
こ
の
町
々
の
中
の
隔
て
に
は
、
塀
ど
も
、
廊
な
ど
を
と
か
く
行
き
通
は
し
て
」
（
乙
女
巻
・
八
一
頁
）
と
あ
っ
た
も
の
に
な
る
が
、
「
渡
殿
の

反
橋
」
の
場
所
の
特
定
は
難
し
い
。
こ
れ
は
透
渡
殿
の
反
橋
と
な
ろ
う
が
、

そ
の
場
所
と
し
て
考
え
ら
れ
る
の
は
、
「
梅
枝
」
巻
で
語
ら
れ
る
、

春
の
町
寝
殿
と
西
の
対
の
聞
に
は
遣
水
が
流
れ
て
い
る
と
さ
れ
る
そ
こ
し
か
想
定
で
き
な
い
。
し
か
し
、

そ
れ
で
は
、
「
廊
」
と
「
渡
殿
の
反



橋
」
の
距
離
が
離
れ
過
ぎ
て
し
ま
う
の
で
、
互
い
が
連
絡
し
て
い
る
秋
の
町
か
ら
春
の
町
に
か
け
て
の
他
の
場
所
の
こ
と
と
し
て
お
き
た
い
。

な
お
、
こ
こ
は
次
の
用
例
と
と
も
に
、
「
反
橋
」
で
透
渡
殿
を
暗
示
す
る
数
少
な
い
用
例
と
な
る
。

次
も
特
定
の
難
し
い
用
例
で
、
六
条
院
行
幸
の
段
に
な
る
。

巳
の
刻
に
行
幸
あ
り
て
、
ま
づ
馬
場
殿
に
、
左
右
の
寮
の
御
馬
牽
き
並
べ
て
、
左
右
の
近
衛
立
ち
添
ひ
た
る
作
法
、
五
月
の
節
に
あ
や
め

わ
か
れ
ず
通
ひ
た
り
。
未
下
る
ほ
ど
に
、
南
の
寝
殿
に
移
り
お
は
し
ま
す
。
道
の
ほ
ど
の
反
橋
、
渡
殿
に
は
錦
を
敷
き
、
あ
ら
は
な
る
べ

き
所
に
は
軟
障
を
ひ
き
、

い
つ
く
し
う
し
な
さ
せ
た
ま
へ
り
。
（
藤
裏
葉
巻
・
四
五
九
頁
）

朱
雀
院
と
冷
泉
帝
は
、
夏
の
町
の
「
馬
場
殿
」
に
着
到
し
、
そ
こ
か
ら
春
の
町
の
寝
殿
に
移
動
し
て
い
る
。
こ
の
移
動
の
途
中
に
あ
る
の
が
、

「
道
の
ほ
ど
の
反
橋
、
渡
殿
」
に
な
る
。
こ
れ
は
夏
の
町
か
ら
春
の
町
に
か
け
て
あ
る
も
の
に
な
り
、
寝
殿
と
は
無
縁
で
あ
ろ
う
。
夏
の
町
の

も
の
と
も
考
え
ら
れ
る
。
位
置
は
、
南
北
に
連
な
る
二
つ
の
町
の
西
側
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
移
動
の
途
中
で
、
秋
の
町
の
紅
葉
を
堪

能
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
o

ま
た
、
こ
の
「
反
橋
」
は
透
渡
殿
を
暗
示
し
、
「
渡
殿
」
が
壁
渡
殿
を
指
示
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

次
は
、
比
喰
的
な
用
法
で
、
六
条
院
行
幸
の
続
き
に
、
「
タ
風
の
吹
き
敷
く
紅
葉
の
い
ろ
い
ろ
濃
き
薄
き
、
錦
を
敷
き
た
る
渡
殿
の
上
見
え

ま
が
ふ
庭
の
面
に
」
（
藤
裏
葉
巻
・
四
六
一
頁
）
と
あ
る
も
の
で
、
特
定
に
は
及
ぶ
ま
い
。

次
も
、
包
括
的
な
用
法
で
、
特
定
す
る
必
要
の
な
い
例
で
あ
る
。

こ
の
院
に
お
は
し
ま
す
を
ば
、
内
裏
よ
り
も
広
く
お
も
し
ろ
く
住
み
よ
き
も
の
に
し
て
、
常
に
し
も
さ
ぶ
ら
は
ぬ
人
ど
も
も
、
み
な
う
ち

と
け
住
み
つ
つ
、
は
る
ば
る
と
多
か
る
対
ど
も
、
廊
、
渡
殿
に
満
ち
た
り
。
（
晴
蛤
巻
・
二
六
四
頁
）

明
石
中
宮
が
、
六
条
院
を
好
ま
し
く
思
う
と
さ
れ
る
段
で
あ
る
。
こ
こ
は
春
の
町
の
こ
と
と
し
て
見
る
べ
き
で
あ
り
、
人
々
が
「
は
る
ば
る

と
多
か
る
対
ど
も
、
廊
、
渡
殿
に
満
ち
た
り
」
と
さ
れ
て
い
る
。
す
べ
て
居
住
空
間
と
な
る
建
物
を
言
う
わ
け
で
あ
り
、
「
渡
殿
」
と
さ
れ
る

の
も
そ
う
で
あ
っ
た
。
『
源
氏
物
語
』
で
は
、
「
渡
殿
の
反
橋
」
と
さ
れ
る
以
外
「
渡
殿
」
は
居
住
空
間
で
あ
る
と
い
う
前
提
で
語
ら
れ
て
い
る

と
言
え
よ
う
。

『
源
氏
物
語
』
の
「
渡
殿
」
考

五
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最
後
は
、
春
の
町
の
東
西
の
渡
殿
の
確
認
で
あ
る
。
こ
こ
は
、
玉
婁
十
帖
と
宇
治
十
帖
の
「
精
蛤
」
巻
で
、
重
要
な
場
所
と
な
っ
て
お
り
、

そ
の
構
造
把
握
は
必
須
で
あ
ろ
う
。
東
西
の
渡
殿
と
見
ら
れ
る
初
例
は
、
新
造
六
条
院
の
新
年
を
語
る
「
初
音
」
巻
に
認
め
ら
れ
る
。

今
年
は
男
踏
歌
あ
り
。
内
裏
よ
り
朱
雀
院
に
参
り
て
、
次
に
こ
の
院
に
参
る

0

・
：
御
方
々
、
物
見
に
渡
り
た
ま
ふ
べ
く
か
ね
て
御
消
息
ど

も
あ
り
け
れ
ば
、
左
右
の
対
、
渡
殿
な
ど
に
、
御
局
し
つ
つ
お
は
す
。
（
初
音
・
一
五
八
頁
）

男
踏
歌
が
六
条
院
春
の
町
に
廻
っ
て
く
る
の
で
、
他
の
町
の
「
御
方
々
」
に
物
見
に
来
る
よ
う
に
光
源
氏
が
勧
め
、
「
左
右
の
対
、
渡
殿
」

に
局
を
し
つ
ら
え
た
と
さ
れ
る
。
「
左
右
の
対
」
は
、
東
西
の
対
の
こ
と
で
あ
り
、
「
渡
殿
」
も
そ
こ
と
寝
殿
を
繋
ぐ
東
西
の
も
の
に
な
ろ
う
。

そ
し
て
、
物
見
用
な
の
で
、
「
渡
殿
」
は
南
側
に
あ
り
、
局
が
し
つ
ら
え
ら
れ
た
の
で
壁
渡
殿
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
春
の
町
の
寝
殿
と
対

の
屋
を
結
ぶ
東
西
の
南
渡
殿
は
、
壁
渡
殿
で
あ
っ
た
こ
と
を
暗
示
し
て
い
よ
う
。

「
幻
」
巻
の
用
例
も
東
西
ど
ち
ら
か
が
壁
渡
殿
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

ま
だ
夜
深
う
、

一
と
こ
ろ
起
き
た
ま
ひ
て
、
妻
戸
押
し
開
け
た
ま
へ
る
に
、
前
栽
の
露
い
と
し
げ
く
、
渡
殿
の
戸
よ
り
と
ほ
り
て
見
わ
た

さ
る
れ
ば
、
出
で
た
ま
ひ
て
、
（
幻
巻
・
五
四
三
頁
）

光
源
氏
が
寝
殿
の
妻
戸
を
押
し
開
け
て
み
る
と
、
前
栽
に
露
が
下
り
て
い
る
の
が
、
「
渡
殿
の
戸
よ
り
と
ほ
り
て
」
見
渡
さ
れ
た
の
で
、
置

子
に
出
た
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
渡
殿
は
南
側
に
な
り
、
「
戸
し
が
あ
っ
た
。
し
か
し
、
「
渡
殿
の
戸
よ
り
と
ほ
り
て
」
と
あ
る
の
は
、
透
渡
殿

の
戸
に
も
な
り
そ
う
だ
が
、
こ
れ
か
ら
検
討
す
る
他
の
例
か
ら
す
る
と
壁
渡
殿
の
そ
れ
と
な
ろ
う
。
な
お
、
こ
の
巻
の
場
面
が
六
条
院
春
の
町

で
は
な
く
、
二
条
院
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、

い
ず
れ
に
し
て
も
「
渡
殿
の
戸
」
の
用
例
で
あ
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
。

春
の
町
の
東
西
の
渡
殿
が
、
南
側
の
も
の
で
あ
っ
て
も
壁
渡
殿
に
な
る
こ
と
は
、
こ
れ
か
ら
み
る
用
例
で
結
論
で
き
そ
う
で
あ
る
。
東
の
渡

殿
か
ら
確
認
し
た
い
。
春
の
町
の
渡
殿
は
、
具
一
体
的
な
場
面
に
な
る
と
、
東
西
ど
ち
ら
か
で
あ
る
こ
と
を
明
示
し
て
い
る
。

「
東
の
渡
殿
」
と
最
初
に
語
ら
れ
る
の
は
、
タ
霧
が
紫
の
上
を
垣
間
見
す
る
段
で
あ
る
。



中
将
の
君
（
夕
霧
）
参
り
た
ま
ひ
て
、
東
の
渡
殿
の
小
障
子
の
上
よ
り
、
妻
戸
の
聞
き
た
る
隙
を
何
心
も
な
く
見
入
れ
た
ま
へ
る
に
、
女

房
の
あ
ま
た
見
ゆ
れ
ば
、
立
ち
と
ま
り
て
音
も
せ
で
見
る
。
御
界
風
も
、
風
の
い
た
く
吹
き
け
れ
ば
、
押
し
た
た
み
寄
せ
た
る
に
、
見
通

し
あ
ら
は
な
る
廟
の
御
座
に
ゐ
た
ま
へ
る
人
（
紫
の
上
）
、
も
の
に
紛
る
べ
く
も
あ
ら
ず
、
気
高
く
き
よ
ら
に
、
さ
と
に
ほ
ふ
心
地
し
て
、

春
の
謄
の
霞
の
間
よ
り
、
お
も
し
ろ
き
樺
桜
の
咲
き
乱
れ
た
る
を
見
る
心
地
す
。
（
野
分
巻
・
二
六
四
頁
）

野
分
見
舞
に
春
の
町
を
訪
れ
た
夕
霧
は
、
「
東
の
渡
殿
」
か
ら
寝
殿
に
向
か
お
う
と
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
南
側
の
も
の
で
あ
り
、

そ
れ
は
、

「
東
の
渡
殿
」
か
ら
寝
殿
の
妻
戸
を
通
し
て
、
「
帽
の
御
座
」
に
い
る
紫
の
上
を
見
出
し
て
い
る
夕
霧
の
視
線
か
ら
知
ら
れ
よ
う
。
春
の
町
の
女

主
人
の
「
賄
の
御
座
」
は
南
廟
と
な
る
。
そ
こ
ま
で
見
通
せ
る
渡
殿
は
、
南
側
の
も
の
だ
け
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
渡
殿
に
は
、
小
障
子
が

置
か
れ
て
い
た
。
そ
う
す
る
と
透
渡
殿
の
よ
う
に
見
え
る
が
、
そ
う
で
は
な
い
。

タ
霧
は
し
ば
ら
く
垣
間
見
し
、

そ
の
場
を
離
れ
よ
う
と
し
た
が
、
寝
殿
西
面
か
ら
来
る
光
源
氏
が
見
え
た
の
で
、
再
び
そ
の
様
子
を
見
る
こ

と
に
な
る
。

（
タ
霧
は
）
ま
た
寄
り
て
見
れ
ば
、
（
紫
の
上
が
）
も
の
聞
こ
え
て
、
大
臣
（
光
源
氏
）
も
ほ
ほ
笑
み
て
、
見
た
て
ま
つ
り
た
ま
ふ
。
親

と
も
お
ぼ
え
ず
、
若
く
き
よ
げ
に
な
ま
め
き
て
、

い
み
じ
き
御
容
貌
の
さ
か
り
な
り
。
女
も
ね
び
と
と
の
ひ
、
飽
か
ぬ
こ
と
な
き
御
さ
ま

ど
も
な
る
を
身
に
し
む
ば
か
り
お
ぼ
ゆ
れ
ど
、
こ
の
渡
殿
の
格
子
も
吹
き
放
ち
て
、
立
て
る
所
の
あ
ら
は
に
な
れ
ば
、
恐
ろ
し
う
て
立
ち

退
き
ぬ
。
今
参
れ
る
や
う
に
う
ち
声
ず
つ
く
り
て
、
責
子
の
方
に
歩
み
出
で
た
ま
へ
れ
ば
、
（
光
源
氏
は
）
「
さ
れ
ば
よ
。
あ
ら
は
な
り
つ
ら

む
」
と
て
、
か
の
妻
戸
の
聞
き
た
り
け
る
よ
、
と
今
ぞ
見
と
が
め
た
ま
ふ
。
（
野
分
巻
・
二
六
六
頁
）

タ
霧
の
い
る
「
こ
の
渡
殿
L

は
、
先
の
と
同
じ
「
東
の
渡
殿
」
で
あ
り
、
「
格
子
」
が
あ
っ
て
野
分
の
風
で
吹
き
放
た
れ
て
い
た
。
「
東
の
渡

殿
」
に
は
、
「
渡
殿
の
格
子
L

が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
透
渡
殿
で
は
考
え
ら
れ
な
い
事
態
で
あ
る
。
「
格
子
」
は
、
壁
渡
殿
の
南
側
に
あ
っ
た
こ

と
に
な
ろ
う
。
そ
し
て
、
先
の
「
小
障
子
」
は
、
壁
渡
殿
の
内
部
に
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
タ
霧
は
、
自
身
の
姿
が
丸
見
え
な
の
に
気
づ
い
て

そ
の
場
を
退
き
、
改
め
て
今
来
た
よ
う
に
装
っ
て
、
寝
殿
の
責
子
に
赴
い
て
い
る
。

「
源
氏
物
語
』
の
「
渡
殿
」
考

七



八

光
源
氏
は
、
妻
戸
が
聞
い
て
い
た
の
で
夕
霧
に
見
ら
れ
た
の
か
と
案
じ
て
、
閉
め
さ
せ
て
い
る
。
こ
の
時
の
印
象
と
、
紫
の
上
を
見
た
こ
と

で
衝
撃
を
受
け
た
タ
霧
の
素
振
り
か
ら
、
光
源
氏
は
翌
日
、
妻
戸
が
聞
い
て
い
た
こ
と
を
再
び
紫
の
上
と
話
題
に
し
て
い
る
。

女
君
に
、
「
昨
日
、
風
の
紛
れ
に
、
中
将
は
見
た
て
ま
つ
り
や
し
て
け
ん
。
か
の
戸
の
聞
き
た
り
し
に
よ
」
と
の
た
ま
へ
ば
、
面
う
ち
赤

み
て
、
「
い
か
で
か
さ
は
あ
ら
む
。
渡
殿
の
方
に
は
、
人
の
音
も
せ
ざ
り
し
も
の
を
」
と
聞
こ
え
た
ま
ふ
。
（
野
分
巻
・
二
七
六
頁
）

紫
の
上
は
光
源
氏
の
言
葉
に
対
し
て
、
「
渡
殿
の
方
に
は
、
人
の
音
も
せ
ざ
り
し
も
の
を
L

と
言
っ
て
い
る
。
こ
の
「
渡
殿
」
も
、
タ
霧
の

い
た
「
東
の
渡
殿
」
に
な
る
。
紫
の
上
は
、

そ
こ
に
人
の
気
配
は
し
な
か
っ
た
と
言
っ
て
い
る
が
、
こ
の
言
い
方
は
、
壁
渡
殿
で
あ
る
こ
と
を

前
提
に
し
て
い
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。

「
野
分
」
巻
の
三
例
は
、
い
づ
れ
も
春
の
町
の
東
南
渡
殿
の
こ
と
に
な
り
、
壁
渡
殿
で
あ
る
こ
と
を
指
示
し
て
い
た
。
こ
の
こ
と
は
、
「
晴
蛤
」

巻
で
も
指
摘
で
き
る
。

東
の
渡
殿
に
、
聞
き
あ
ひ
た
る
戸
口
に
人
々
あ
ま
た
ゐ
て
、
物
語
な
ど
忍
び
や
か
に
す
る
所
に
お
は
し
て
、
（
会
話
略
）
（
薫
の
相
手
を
し

た
弁
の
お
も
と
を
）
見
れ
ば
、
唐
衣
は
脱
ぎ
す
べ
し
押
し
や
り
、
う
ち
と
け
て
手
習
し
け
る
な
る
べ
し
、
硯
の
蓋
に
据
ゑ
て
、
心
も
と
な

き
花
の
末
々
手
折
り
て
、
も
て
あ
そ
び
け
り
と
見
ゆ
。
か
た
へ
は
凡
帳
の
あ
る
に
す
べ
り
隠
れ
、
あ
る
は
う
ち
背
き
、
押
し
開
け
た
る
戸

の
方
に
、
紛
ら
は
し
つ
つ
ゐ
た
る
、
頭
っ
き
ど
も
も
を
か
し
、
と
見
わ
た
し
た
ま
ひ
て
、
硯
ひ
き
寄
せ
て
、

「
を
み
な
へ
し
乱
る
る
野
辺
に
ま
じ
る
と
も
っ
ゅ
の
あ
だ
名
を
わ
れ
に
か
け
め
や

心
や
す
く
は
思
さ
で
」
と
、
た
だ
こ
の
障
子
に
う
し
ろ
し
た
る
人
に
見
せ
た
ま
へ
ば
、
う
ち
み
じ
ろ
き
な
ど
も
せ
ず
、

の
ど
や
か
に
、

（
情
蛤
巻
・
二
六
六

i
七
頁
）

六
条
院
春
の
町
に
里
下
が
り
し
て
い
た
明
石
中
宮
の
も
と
に
薫
が
参
上
し
て
い
る
段
で
あ
る
。
薫
は
明
石
中
宮
の
い
る
寝
殿
か
ら
「
東
の
渡

殿
」
に
出
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
「
野
分
」
巻
と
同
じ
東
南
渡
殿
で
あ
り
、
こ
こ
に
は
、
「
聞
き
あ
ひ
た
る
戸
口
」
が
あ
っ
て
壁
渡
殿
で
あ
る
こ

と
を
示
し
、

そ
こ
で
女
房
た
ち
が
た
く
さ
ん
い
て
寛
い
で
い
た
。
こ
こ
に
き
て
古
典
集
成
は
、
「
寝
殿
の
東
の
渡
殿
に
女
房
の
局
が
あ
る
趣
」



と
し
て
い
る
が
、
は
っ
き
り
と
南
側
が
壁
渡
殿
に
な
る
と
指
摘
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
の
戸
の
こ
と
は
、
引
用
部
で
再
度
「
押
し
開
け
た
る
戸
」

と
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
さ
ら
に
「
こ
の
障
子
」
と
さ
れ
る
の
も
、
同
じ
戸
に
な
る
。
障
子
も
「
戸
」
と
す
る
用
例
は
多
く
認
め
ら
れ
る
。

壁
渡
殿
の
女
一
房
の
局
に
入
る
戸
は
、
障
子
な
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、
新
た
な
語
り
に
な
ろ
う
。
と
に
か
く
、
春
の
町
の
「
東
の
渡
殿
」
は
、

南
側
の
を
指
し
、
壁
渡
殿
で
あ
る
こ
と
は
動
か
な
い
。
そ
し
て
、
「
酉
の
渡
殿
」
も
同
じ
な
の
で
あ
る
。

＊ 

＊ 

＊ 

春
の
町
の
「
酉
の
渡
殿
」
の
初
出
は
、
「
梅
枝
」
巻
に
な
る
。

右
近
の
障
の
御
溝
水
の
ほ
と
り
に
な
ず
ら
へ
て
、
西
の
渡
殿
の
下
よ
り
出
づ
る
、
汀
近
う
埋
ま
せ
た
ま
へ
る
を
、
惟
光
の
宰
相
の
子
の
兵

衛
尉
掘
り
て
ま
ゐ
れ
り
。
（
梅
枝
巻
・
四

O
八
頁
）

明
石
姫
君
入
内
を
控
え
て
、
薫
物
定
め
を
す
る
段
で
あ
る
。
こ
の
箇
所
か
ら
、
春
の
町
に
は
西
の
渡
殿
の
下
に
も
遣
水
が
流
さ
れ
て
い
た
と

い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
通
常
の
理
解
で
は
、
そ
の
上
に
透
渡
殿
が
構
え
ら
れ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
東
渡
殿
の
下
に
遣
水
が
流

さ
れ
る
の
が
普
通
な
の
に
、
春
の
町
の
そ
れ
は
壁
渡
殿
で
あ
っ
た
。
だ
か
ら
、
こ
の
語
り
か
ら
透
渡
殿
で
あ
る
こ
と
を
導
け
な
い
し
、
他
の
用

例
は
、
壁
渡
殿
を
志
向
し
て
い
る
。
次
は
、
女
三
の
宮
婚
姻
の
段
で
あ
る
。

西
の
放
出
に
、
御
帳
立
て
て
、

か
く
て
二
月
の
十
余
日
に
、
朱
雀
院
の
姫
宮
、
六
条
院
へ
渡
り
た
ま
ふ
。
こ
の
院
に
も
、
御
心
ま
う
け
世
の
常
な
ら
ず
。
若
菜
ま
ゐ
り
し

そ
な
た
の
一
二
の
対
、
渡
殿
か
け
て
、
女
房
の
局
々
ま
で
、
こ
ま
か
に
し
つ
ら
ひ
磨
か
せ
た
ま
へ
り
。

（
若
菜
上
巻
・
六
二
頁
）

女
三
の
宮
は
寝
殿
西
面
に
住
む
こ
と
に
な
り
、
女
房
た
ち
の
局
は
、
西
の
対
・
西
の
二
の
対
・
渡
殿
に
し
つ
ら
え
ら
れ
た
と
さ
れ
る
。
四
十

人
ほ
ど
は
女
房
が
い
た
は
ず
な
の
で
、
こ
れ
ぐ
ら
い
の
建
物
が
必
要
で
あ
っ
た
ろ
う
。
こ
こ
の
「
渡
殿
」
は
寝
殿
と
結
ぶ
西
側
の
壁
渡
殿
に
な

る
が
、
南
北
は
不
明
で
あ
る
。
た
だ
「
渡
殿
」
で
壁
渡
殿
を
指
示
す
る
の
は
、
こ
れ
ま
で
指
摘
し
た
通
り
で
あ
る
。

新
婚
五
日
日
の
朝
、
光
源
氏
は
女
三
一
の
宮
に
文
を
送
る
が
、

そ
の
使
い
に
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。
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。

人
召
し
て
、
「
西
の
渡
殿
よ
り
奉
＝
り
せ
よ
」
と
の
た
ま
ふ
。
（
若
菜
上
巻
・
七
一
頁
）

光
源
氏
が
「
西
の
渡
殿
よ
り
奉
’
り
せ
よ
」
と
命
じ
た
の
は
、

そ
こ
に
女
房
た
ち
の
局
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
乳
母
が
こ
こ
に
い
た
可
能
性

が
あ
ろ
う
。
こ
こ
も
「
西
の
渡
殿
」
だ
け
で
、
壁
渡
殿
を
示
し
て
い
る
。
南
北
い
づ
れ
か
は
決
め
難
い
が
、
次
の
例
は
南
側
に
な
る
こ
と
が
暗

一
ぶ
さ
れ
て
い
る
。

隅
の
聞
の
扉
風
を
ひ
き
ひ
ろ
げ
て
、
戸
を
押
し
開
け
た
れ
ば
、
渡
殿
の
南
の
戸
の
、
昨
夜
入
り
し
が
ま
だ
聞
き
な
が
ら
あ
る
に
、
ま
だ
明

け
ぐ
れ
の
ほ
ど
な
る
べ
し
、

ほ
の
か
に
見
た
て
ま
つ
ら
む
の
心
あ
れ
ば
、
格
子
を
や
を
ら
引
き
上
げ
て
、
（
若
菜
下
巻
・
二
二
七
頁
）

柏
木
が
女
三
の
宮
に
密
通
し
た
翌
朝
の
段
で
あ
る
。
柏
木
は
「
渡
殿
の
南
の
戸
」
か
ら
忍
び
込
ん
だ
こ
と
に
な
る
が
、
こ
の
形
状
理
解
は
難

し
い
。
柏
木
は
寝
殿
西
南
の
隅
の
聞
の
妻
戸
を
押
し
開
き
、
「
渡
殿
の
南
の
戸
」
を
見
て
い
る
の
で
、
こ
れ
は
南
側
の
壁
渡
殿
と
な
る
が
、
「
南

の
戸
」
が
分
か
り
に
く
い
。
古
典
集
成
は
「
妻
戸
に
面
し
て
西
の
対
に
通
ず
る
渡
殿
。
以
下
、

そ
の
渡
殿
の
南
に
面
し
た
戸
：
・
」
と
理
解
し
て

い
る
。
古
典
集
成
が
南
渡
殿
の
こ
と
と
し
て
い
れ
ば
、
こ
の
解
釈
は
妥
当
で
あ
る
。
西
南
渡
殿
は
壁
渡
殿
で
、

そ
の
南
側
に
戸
が
あ
っ
た
の
で

あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
「
南
の
戸
」
が
後
に
み
る
薫
が
入
り
こ
ん
だ
「
馬
道
」
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

よ
う
に
解
釈
し
て
、
西
南
渡
殿
も
壁
渡
殿
で
あ
る
と
認
証
し
て
お
き
た
い
。
そ
う
す
る
と
、
南
北
不
明
で
あ
っ
た
こ
れ
ま
で
の
渡
殿
は
、
す
ベ

一
応
、
こ
の

て
同
一
の
南
渡
殿
で
あ
っ
た
蓋
然
性
が
高
ま
ろ
う
。

こ
の
西
南
渡
殿
は
、
次
の
よ
う
に
も
語
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
形
態
の
資
料
に
は
な
ら
な
い
。

秋
ご
ろ
、
西
の
渡
殿
の
前
、
中
の
塀
の
東
の
際
を
、
お
し
な
べ
て
野
に
造
ら
せ
た
ま
へ
り
。
（
鈴
虫
巻
・
三
一
七
九
頁
）

西
の
渡
殿
が
重
要
に
な
る
の
は
、
宇
治
十
帖
で
薫
の
女
一
の
宮
思
慕
を
語
る
と
こ
ろ
に
な
る
。
ま
ず
明
石
中
宮
御
八
講
の
段
に
な
る
。

五
日
と
い
ふ
朝
座
に
は
て
て
、
御
堂
の
飾
取
り
さ
け
、
御
し
つ
ら
ひ
改
む
る
に
、
北
の
廟
も
障
子
ど
も
放
ち
た
り
し
か
ば
、
み
な
入
り
立

ち
で
つ
く
ろ
ふ
ほ
ど
、
西
の
渡
殿
に
姫
宮
（
女
一
の
宮
）
お
は
し
ま
し
け
り
。
も
の
聞
き
困
じ
て
女
房
も
お
の
お
の
局
に
あ
り
つ
つ
、
御

前
は
い
と
人
少
な
な
る
夕
暮
に
、
大
将
殿
（
薫
）
直
衣
着
か
へ
て
、
今
日
ま
か
づ
る
僧
の
中
に
必
ず
の
た
ま
ふ
べ
き
こ
と
あ
る
に
よ
り
、



釣
殿
の
方
に
お
は
し
た
る
に
、

皆
ま
か
で
ぬ
れ
ば
、

池
の
方
に
涼
み
た
ま
ひ
て
、

人
少
な
な
る
に
、

か
く
い
ふ
宰
相
の
君
な
ど
、

か
り
そ

め
に
凡
帳
な
ど
ば
か
り
立
て
て
、
う
ち
や
す
む
上
局
に
し
た
り
。

」
こ
に
や
あ
ら
む
、

人
の
衣
の
音
す
と
思
し
て
、

馬
道
の
方
の
障
子
の

細
く
聞
き
た
る
よ
り
、

ゃ
を
ら
見
た
ま
へ
ば
、
（
崎
蛤
巻
・
二
四
七
頁
）

御
八
講
の
後
片
付
け
で
女
一
の
宮
は
、
局
と
し
て
い
た
寝
殿
北
の
廟
に
い
ら
れ
な
い
の
で
、
「
西
の
渡
殿
」
に
や
っ
て
来
て
い
る
。
透
渡
殿

で
は
丸
見
え
で
あ
り
、
反
渡
殿
で
は
居
場
所
に
な
ら
な
い
。
壁
渡
殿
が
相
応
し
い
の
で
あ
り
、
宰
相
の
君
も
「
か
り
そ
め
に
凡
帳
な
と
ば
か
り

立
て
て
、
う
ち
や
す
む
上
局
L

に
す
る
こ
と
が
で
き
て
い
る
。
こ
れ
だ
け
で
は
、
南
北
い
ず
れ
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
後
の
用
例
か
ら
す
る
と

南
渡
殿
で
あ
る
蓋
然
性
が
高
ま
る
。

薫
は
、
釣
殿
か
ら
こ
の
「
西
の
渡
殿
」
に
上
局
を
設
け
て
い
た
宰
相
の
君
を
尋
ね
て
き
た
わ
け
だ
が
、
「
馬
道
の
方
の
障
子
」
が
細
く
聞
い

て
い
た
の
で
、
垣
間
見
に
及
ん
で
い
る
。
引
用
は
省
略
す
る
が
、
薫
は
、
氷
に
戯
れ
る
女
房
三
人
と
女
童
を
前
に
し
た
女
一
の
宮
を
見
出
し
て

い
る
。
「
馬
道
」
が
あ
っ
た
わ
け
だ
が
、
こ
こ
を
古
典
集
成
や
新
大
系
は
西
の
対
に
あ
る
と
し
、
新
全
集
は
「
中
門
の
そ
ば
の
切
馬
道
」
と
し

て
い
る
。
女
一
の
宮
は
西
の
渡
殿
に
居
て
、
薫
は
馬
道
か
ら
垣
間
見
て
い
る
の
で
、
西
の
対
で
も
中
門
で
も
な
か
ろ
う
。
西
の
渡
殿
内
部
に
東

西
を
分
け
る
馬
道
が
あ
っ
た
と
し
か
思
え
な
い
。
柏
木
が
忍
び
込
ん
だ
「
渡
殿
の
南
の
戸
」
が
、
こ
の
馬
道
の
出
入
口
と
な
る
。
東
西
の
渡
殿

に
あ
る
馬
道
は
確
認
し
づ
ら
い
が
、
西
の
渡
殿
で
の
垣
間
見
で
あ
る
こ
と
は
、
次
に
引
用
す
る
箇
所
で
も
確
か
な
の
で
、
こ
こ
に
馬
道
が
あ
っ

た
の
で
あ
る
。

女
一
の
宮
を
垣
間
見
た
こ
と
で
、
思
慕
の
情
が
ふ
つ
ふ
つ
と
薫
の
内
部
に
湧
く
こ
と
に
な
り
、
翌
々
日
に
再
び
春
の
町
を
訪
れ
て
い
る
。

立
ち
出
で
て
、

一
夜
の
心
ざ
し
の
人
に
逢
は
ん
、
あ
り
し
渡
殿
も
慰
め
に
見
む
か
し
、
と
思
し
て
、
御
前
を
歩
み
渡
り
て
、
西
ざ
ま
に
お

は
す
る
を
、
御
簾
の
内
の
人
は
心
こ
と
に
用
意
す
。
げ
に
い
と
さ
ま
よ
く
、
限
り
な
き
も
て
な
し
に
て
、
渡
殿
の
方
は
、
左
の
大
殿
の
君

た
ち
な
ど
ゐ
て
、
も
の
言
ふ
け
は
ひ
す
れ
ば
、
妻
戸
の
前
に
ゐ
た
ま
ひ
て
、
「
お
ほ
か
た
に
は
参
り
な
が
ら
、
こ
の
御
方
の
見
参
に
入
る

こ
と
難
く
は
べ
れ
ば
、

い
と
お
ぼ
え
な
く
翁
び
は
て
に
た
る
心
地
し
は
ベ
る
を
、
今
よ
り
は
、
と
思
ひ
お
こ
し
は
べ
り
で
な
ん
。
あ
り
つ
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か
ず
、
と
若
き
人
ど
も
ぞ
思
ふ
ら
ん
か
し
」
と
、
甥
の
君
達
の
方
を
見
や
り
た
ま
ふ
。
（
蛸
蛤
巻
・
二
五
五

1
六
頁
）

薫
は
明
石
中
宮
の
前
を
辞
去
し
、
「
あ
り
し
渡
殿
も
慰
め
に
見
む
か
し
」
と
思
っ
て
西
の
渡
殿
に
回
ろ
う
と
し
て
い
る
。
薫
の
こ
の
思
い
か

ら
、
女
一
の
宮
の
居
場
所
と
な
っ
て
い
た
西
の
渡
殿
に
馬
道
が
あ
っ
た
こ
と
が
は
っ
き
り
す
る
。
ま
た
、
こ
の
渡
殿
が
西
南
に
あ
る
こ
と
を
指

示
し
て
い
る
。
薫
は
、
「
あ
り
し
渡
殿
」
に
行
こ
う
と
し
た
が
、

そ
の
「
渡
殿
の
方
L

に
は
、
左
大
臣
の
子
息
た
ち
が
そ
の
局
の
女
房
と
話
を

し
て
い
る
よ
う
な
の
で
、
寝
殿
の
妻
戸
の
前
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
右
大
臣
子
息
が
い
た
「
渡
殿
の
方
」
は
、
「
あ
り
し
渡
殿
」
に
同
じ
と
考

え
る
の
が
筋
で
あ
ろ
う
。
御
八
講
の
果
て
に
女
一
の
宮
が
避
難
し
て
い
た
西
の
渡
殿
は
、
西
南
渡
殿
で
あ
っ
た
こ
と
が
こ
こ
で
は
っ
き
り
し
ょ

ぅ
。
こ
う
し
て
、
西
南
渡
殿
は
、
薫
に
お
い
て
女
一
の
宮
を
思
慕
す
る
ト
ポ
ス
と
な
っ
て
い
く
。

例
の
、
西
の
渡
殿
を
、
あ
り
し
に
な
ら
ひ
て
、
わ
ざ
と
お
は
し
た
る
も
あ
や
し
。
姫
宮
、
夜
は
あ
な
た
に
渡
ら
せ
た
ま
ひ
け
れ
ば
、
人
々

月
見
る
と
て
、
こ
の
渡
殿
に
う
ち
と
け
て
物
語
す
る
ほ
ど
な
り
け
り
。
（
晴
蛤
巻
・
二
七
一
頁
）

薫
は
、
女
一
の
宮
思
慕
の
情
が
昂
じ
る
と
、
「
西
の
渡
殿
」
に
赴
く
こ
と
が
常
習
化
し
て
い
る
。

そ
こ
は
壁
渡
殿
な
の
で
、
女
房
た
ち
が
歓

談
す
る
場
で
も
あ
る
。
薫
は
慰
め
に
、

そ
の
場
に
加
わ
る
の
で
あ
る
。
単
に
渡
殿
と
さ
れ
る
壁
渡
殿
は
、
薫
に
お
い
て
思
慕
の
情
の
ま
つ
わ
る

特
異
な
空
間
と
し
て
意
味
を
付
与
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
、
紫
の
上
を
垣
間
見
た
夕
霧
の
「
東
の
渡
殿
」
を
よ
り
象
徴
的
に
語
っ
て
い

る
こ
と
に
も
な
ろ
う
。
渡
殿
を
介
し
て
、
こ
ん
な
と
こ
ろ
に
も
夕
霧
と
薫
の
相
似
性
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

春
の
町
で
語
ら
れ
る
寝
殿
東
西
の
渡
殿
は
、
南
側
に
あ
る
壁
渡
殿
な
の
で
あ
っ
た
。
南
側
で
あ
る
こ
と
が
特
定
で
き
、
一
戸
口
が
あ
っ
た
り
、

女
房
の
局
が
あ
っ
た
り
す
れ
ば
、
こ
の
結
論
し
か
な
い
。
そ
し
て
、
こ
の
結
論
は
、
紀
伊
守
邸
に
ま
で
適
用
で
き
よ
う
。
『
源
氏
物
語
』
の
多

く
の
邸
宅
で
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
こ
の
結
論
は
、
寝
殿
造
の
渡
殿
に
対
す
る
通
行
の
定
説
と
は
離
反
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
透
渡
殿
が



ま
だ
一
般
化
し
て
い
な
い
時
代
で
の
邸
宅
設
定
で
あ
っ
た
か
ら
か
も
し
れ
な
い
。
寝
殿
造
は
一
様
で
な
い
こ
と
は
近
年
の
理
解
と
な
っ
て
い
る

が
、
渡
殿
に
お
い
て
も
そ
う
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
ろ
う
。

？注

拙
稿
「
『
源
氏
物
語
』
の
建
築
語
葉
l
寝
殿
造
の
構
造
」
（
倉
田
実
編
『
王
朝
文
学
と
建
築
・
庭
園
』
平
安
文
学
と
隣
接
諸
学
1
、
竹
林
舎
、
二

O

O
七
年
五
月
）

平
山
育
男
氏
「
「
中
川
わ
た
り
な
る
家
」
復
元
考
」
（
『
源
氏
物
語
の
鑑
賞
と
基
礎
知
識

注
（
2
）
に
同
じ
。

（

2
）
 

（

3
）
 

空
蝉
』
至
文
堂
、
二

O
O
一
年
六
月
）

『
源
氏
物
語
』
の
「
渡
殿
」
考

一一


