
源
氏
物
語
の
時
の
進
行
は
主
と
し
て
四
季
の
運
行
に
拠
っ
て
い
る
。
し
た
が

っ
て
、
こ
の
物
語
に
含
ま
れ
る
時
間
意
識
を
見
よ
う
と
す
る
場
合
ま
ず
問
題
に

な
る
の
は
、
人
物
の
四
季
運
行
へ
の
対
応
の
仕
方
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
と
り

わ
け
注
目
さ
れ
る
の
が
、
自
ら
四
季
運
行
の
一
環
を
な
す
の
み
な
ら
ず
、
一
年、

の
始
ま
り
の
時
と
し
て
そ
の
重
要
な
指
標
と
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
、
年

、始
へ
の
対
応
で
あ
る
。

本
稿
は
、
右
の
見
地
か
ら
、
源
氏
物
語
の
中
の
年
始
に
着
目
し
、
こ
れ
が
い

か
に
意
義
づ
け
ら
れ
実
際
に
は
い
か
に
描
か
れ
て
い
る
か
を
見
定
め
る
こ
と
を

通
じ
て
、
源
氏
物
語
が
擁
す
る
種
々
の
時
間
意
識
ｌ
‐
そ
れ
ら
は
作
者
を
含
む

当
時
の
知
識
人
一
般
が
担
っ
て
い
た
時
間
意
識
の
各
典
型
的
な
形
に
お
け
る
反

映
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
、
た
だ
し
そ
の
い
ず
れ
が
強
調
さ
れ
る
か
に
は
作
者

の
個
性
も
関
わ
っ
て
こ
よ
う
ｌ
の
様
態
を
明
ら
か
に
し
、
さ
ら
に
、
そ
れ
ら

が
総
体
と
し
て
上
古
以
来
の
時
間
意
識
の
変
遷
過
程
上
い
か
な
る
一
時
期
を
画

序

源
氏
物
語
に
お
け
る
時
間
意
識

‐
１
１
１
年
始
の
諸
相
を
め
ぐ
っ
て
Ｉ

す
る
か
を
、
従
来
の
研
究
や
、
源
氏
物
語
前
後
の
物
語
・
日
記
等
を
参
看
し
つ

つ
、
考
究
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

論
を
す
す
め
る
に
あ
た
っ
て
は
、
二
つ
の
階
梯
を
設
け
る
。
は
じ
め
に
、
源

氏
物
語
に
お
い
て
、
年
始
を
意
義
づ
け
る
も
の
と
し
て
、
い
か
な
る
特
徴
的
契

機
が
期
待
さ
れ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
を
確
か
め
る
。
こ
こ
で
、
そ
れ
ら
の
契

機
が
、
そ
の
背
後
に
あ
る
時
間
意
識
と
も
ど
も
、
上
古
以
来
の
系
譜
を
引
い
て

い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
前
提
的
考
察
を
ふ
ま
え
、
次
に
、

各
年
始
が
実
際
に
は
ど
の
よ
う
な
様
相
を
呈
し
て
い
る
か
を
、
年
次
交
替
を
示

す
表
現
を
手
が
か
り
と
し
て
、
見
て
ゆ
く
。
こ
の
段
階
で
は
、
既
出
の
時
間
意

識
の
他
に
、
源
氏
物
語
を
ｌ
そ
し
て
栄
華
物
語
を
も
同
様
に
Ｉ
特
徴
づ
け

て
い
る
、
そ
の
時
代
に
顕
著
な
時
間
意
識
が
確
か
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

右
の
よ
う
な
手
続
き
に
よ
り
源
氏
物
語
に
含
ま
れ
た
各
種
の
時
間
意
識
の
様

態
を
照
明
し
考
察
を
加
え
る
こ
と
は
、
筆
者
の
当
面
の
課
題
、
す
な
わ
ち
、
中

古
文
学
に
お
け
る
時
間
意
識
の
閨
明
お
よ
び
そ
の
思
想
史
的
意
義
づ
け
と
い
う

こ
と
を
果
た
し
て
行
く
上
で
、
抜
き
が
た
い
試
玖
で
あ
る
と
言
え
る
。

矢
沢
勢
紀
子

一



一
、
年
始
の
意
義

か
つ
て
平
野
仁
啓
氏
は
、
日
本
人
の
時
間
意
識
に
関
す
る
論
究
に
お
い
て
、

万
葉
集
の
時
代
か
ら
古
今
集
の
時
代
に
か
け
て
循
環
す
る
時
間
か
ら
直
進
す
る

時
間
へ
の
移
行
が
見
ら
れ
る
と
論
断
さ
れ
、
そ
の
論
証
の
途
上
、
弓
古
今
集
』

（
１
且
）

に
は
新
年
の
よ
ろ
こ
び
は
歌
わ
れ
て
い
な
い
」
と
述
べ
ら
れ
た
。
各
時
代
が
、

は
た
し
て
そ
れ
ほ
ど
に
、
あ
る
特
定
の
時
間
意
識
に
支
配
さ
れ
尽
く
す
も
の
か

ど
う
か
と
い
う
疑
問
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
こ
の
新
年
に
関
す
る
論
述
は
、
些

か
の
補
説
を
要
し
よ
う
。
と
い
う
の
は
、

と
ぎ
は
な
る
松
の
象
ど
り
も
春
く
れ
ば

今
ひ
と
し
ほ
の
色
ま
さ
り
け
り
（
春
歌
上
）

春
く
れ
ば
や
ど
に
ま
づ
さ
く
梅
花

ぎ
ゑ
が
ち
と
せ
の
か
ざ
し
と
ぞ
ゑ
る
（
賀
歌
）

古
今
集
所
載
の
こ
れ
ら
の
歌
に
は
初
春
ゆ
え
の
慶
祝
の
意
が
明
ら
か
に
読
承
と

れ
よ
う
し
、
ま
た
、

あ
た
ら
し
き
年
の
始
に
か
く
し
こ
そ

ち
と
せ
を
か
ね
て
た
の
し
ぎ
を
つ
め
（
大
歌
所
御
歌
）

が
伝
謂
に
基
づ
く
か
ら
と
い
っ
て
、
こ
れ
が
古
今
集
に
採
録
さ
れ
て
い
る
こ
と

（
の
乙
）
、
、

の
意
義
を
等
閑
視
し
て
は
な
る
ま
い
。
古
今
集
に
も
、
少
な
く
と
も
年
始
の
よ

、
、

ろ
こ
び
は
認
め
得
る
の
で
あ
り
、
平
野
氏
の
論
述
は
、
年
始
が
新
年
な
る
が
故

に
Ｉ
‐
再
始
・
改
新
の
時
で
あ
る
が
故
に
殊
更
に
よ
ろ
こ
ば
れ
る
状
況
を
想
定

し
て
い
る
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

古
代
日
本
に
お
い
て
年
始
を
年
始
と
し
て
他
期
と
異
な
る
べ
く
意
義
づ
け
て

い
た
の
は
、
必
ず
し
も
再
始
改
新
の
契
機
ば
か
り
で
は
な
く
て
、
累
積
（
の
）

測
定
の
契
機
が
同
じ
く
そ
の
任
に
あ
た
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
前
引
の
古

今
集
の
歌
に
お
い
て
は
、
年
始
が
、
再
度
の
始
ま
り
の
時
、
万
事
の
改
ま
り
の

時
と
し
て
よ
り
は
、
年
が
数
え
ら
れ
そ
の
累
積
が
確
か
め
ら
れ
る
時
と
し
て
認

識
さ
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
二
つ
の
契
機
が
同
時
に
語
ら
れ
る
例
は
、
早
く

も
万
葉
集
に
見
え
て
い
る
。

冬
過
ぎ
て
春
し
來
れ
ぱ
年
月
は
新
な
れ
ど
も

人
は
蕾
り
ゆ
く
（
巻
十
）

古
今
集
、
そ
し
て
そ
の
約
一
世
紀
後
の
拾
遺
集
に
も
、
同
工
異
曲
と
も
い
う
べ

き
歌
が
採
ら
れ
て
い
る
。

も
上
ち
ど
り
さ
へ
づ
る
春
は
物
ご
と
に
あ
ら
た
ま
れ
ど
も

我
ぞ
ふ
り
ゆ
く
（
古
今
集
・
春
歌
上
）

あ
た
ら
し
き
年
は
く
れ
と
も
い
た
つ
ら
に

わ
か
身
の
象
砒
ふ
り
ま
さ
り
け
れ
（
拾
遺
集
・
雑
春
）

こ
こ
に
見
る
限
り
、
人
は
旧
り
ゆ
く
ｌ
我
ぞ
ふ
り
ゆ
く
Ｉ
わ
が
身
の
ゑ
こ

そ
ふ
り
ま
さ
り
け
れ
’
と
、
時
代
が
下
る
に
つ
れ
年
始
に
お
け
る
老
齢
の
自

（
３
）

覚
は
切
実
さ
を
増
し
て
い
て
、
再
始
改
新
よ
り
は
累
積
測
定
に
つ
い
て
の
関
心

の
度
合
が
次
第
に
高
ま
っ
て
行
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
も
の
の
、
二
つ
の
契
機
は

上
古
・
中
古
を
通
じ
て
共
存
し
て
い
る
と
言
え
る
。

そ
し
て
源
氏
物
語
が
有
す
る
年
始
観
も
、
そ
の
こ
と
を
証
す
る
も
の
で
あ

る
。
ま
ず
、
年
始
が
本
来
再
始
改
新
の
時
で
あ
る
と
い
う
認
識
は
、
「
い
に
し

へ
の
例
に
な
ず
ら
へ
て
、
白
馬
ひ
き
」
（
乙
女
三
一
六
）
、
「
年
の
は
じ
め
の
榮

え
に
、
見
た
て
ま
つ
る
」
（
初
音
三
七
八
）
、
「
み
が
き
改
め
た
る
御
よ
そ
ひ
に
」

（
薄
雲
二
二
三
）
、
「
あ
ら
た
ま
れ
る
こ
ろ
の
曇
り
な
き
に
」
（
若
菜
下
三
四

一
）
な
ど
の
尋
常
な
る
年
始
風
景
の
点
描
に
う
か
が
わ
れ
る
。
特
に
、
年
始
が

一

昨

一



物
事
す
べ
て
の
改
ま
り
の
時
と
見
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
、
次
の
よ
う
な
叙
述

に
明
ら
か
で
あ
る
。

、
、
、
、
、

御
心
ひ
と
つ
は
、
悲
し
さ
の
あ
ら
た
ま
る
べ
く
も
あ
ら
ぬ
に
、
殿
に
は
、

例
の
や
う
に
、
人
ノ
！
、
ま
ゐ
り
給
ひ
な
ど
す
れ
ど
、
…
．
：
（
幻
一
九
五
）

「
今
年
だ
に
、
聲
す
こ
し
聞
か
せ
給
へ
か
し
。
待
た
る
上
物
は
、
さ
し
お

、
、
、
、

か
れ
て
、
御
氣
色
の
改
ま
ら
ん
な
ん
、
ゆ
か
し
き
」
と
の
給
へ
ぱ
、
「
さ

へ
づ
る
春
は
」
と
、
辛
う
じ
て
、
わ
な
上
か
し
出
で
た
り
。
（
末
摘
花
二

一
ハ
ー
ハ
）

ま
た
、
年
始
が
累
積
測
定
の
時
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
知
る
に

は
、
右
の
末
摘
花
の
返
答
を
待
つ
ま
で
も
な
い
。
年
始
に
際
し
て
人
間
の
成
長

や
老
熟
が
言
わ
れ
る
例
は
、
「
今
日
よ
り
は
、
お
と
な
し
く
な
り
給
へ
り
や
」

（
紅
葉
賀
二
七
八
）
、
「
御
年
の
數
そ
ふ
し
る
し
」
（
同
二
七
九
）
、
「
人
よ
り

殊
に
か
ぞ
へ
と
り
給
ひ
け
る
、
今
日
の
子
の
日
」
（
若
菜
上
二
四
二
）
、
「
ね
び

ま
さ
り
給
ひ
に
け
り
」
（
若
菜
下
三
四
一
）
、
「
年
ま
さ
り
給
へ
る
」
（
浮
舟
二

○
四
）
、
「
君
が
た
め
に
ぞ
年
も
つ
む
べ
き
」
（
手
習
四
○
三
）
等
々
、
極
め

て
多
い
。
中
に
、
「
新
し
き
年
と
も
い
は
ず
「
（
葵
三
六
二
）
、
「
改
ま
る
し

る
し
も
な
く
」
（
賢
木
四
○
三
）
と
、
事
実
上
改
新
の
気
分
が
失
わ
れ
た
年
始

に
お
い
て
な
お
、
「
御
年
の
加
は
る
け
に
や
」
（
葵
三
六
三
）
、
「
こ
よ
な
う
、

お
よ
ず
け
て
」
（
同
）
、
「
類
な
く
、
ね
び
ま
さ
り
給
ふ
」
（
賢
木
四
○
四
）

な
ど
と
人
の
成
熟
が
言
わ
れ
る
場
合
が
あ
る
こ
と
は
注
目
を
要
す
る
。

再
始
改
新
と
累
積
測
定
ｌ
源
氏
物
語
に
お
い
て
も
、
年
始
は
こ
の
二
様
の

契
機
に
意
義
づ
け
ら
れ
て
お
り
、
殊
に
後
者
へ
の
関
心
は
著
し
い
。
源
氏
物
語

の
年
始
観
は
、
日
本
古
来
の
年
始
の
認
識
の
仕
方
の
系
譜
に
連
な
っ
て
い
る
と

見
て
よ
か
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
上
述
の
よ
う
な
年
始
の
意
義
は
、
い
か
な
る
時
間
意
識
と
提
携

し
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
再
始
改
新
の
契
機
に
つ
い
て
言
う
な
ら
ば
、
そ
の
う
ち

再
始
と
い
う
こ
と
は
、
い
わ
ゆ
る
循
環
す
る
時
間
と
関
わ
り
を
持
つ
で
あ
ろ

う
。
源
氏
物
語
に
お
い
て
も
、
前
引
の
例
に
見
る
限
り
再
始
よ
り
は
変
改
更
新

の
要
素
ｌ
む
し
ろ
時
間
の
不
可
逆
的
進
行
と
関
わ
り
の
深
い
Ｉ
が
濃
厚
で

あ
る
と
は
い
え
、
時
間
が
循
環
す
る
と
い
う
意
識
は
存
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。

、
、
、
、

、
、

「
行
め
ぐ
り
今
日
は
そ
の
世
に
逢
ふ
心
地
し
て
」
（
賢
木
三
九
九
）
、
「
い
く

、
、
、
、
、
、
、

か
へ
り
ゆ
き
か
ふ
秋
を
過
ぐ
し
つ
上
」
（
松
風
一
九
九
）
な
ど
の
叙
述
が
そ
の

傍
証
と
な
ろ
う
。
ま
た
、
累
積
測
定
の
契
機
は
、
年
始
を
、
直
進
す
る
不
可
逆

の
時
間
を
目
盛
る
指
標
と
し
て
性
格
づ
け
る
も
の
で
あ
り
、
源
氏
物
語
に
頻
見

す
る
「
年
〔
齢
、
老
い
〕
の
つ
も
り
」
と
い
う
言
葉
や
、
「
と
り
返
す
べ
き
に

も
あ
ら
ぬ
月
日
」
（
若
菜
上
二
三
六
）
、
「
さ
か
さ
ま
に
行
か
ぬ
年
月
」
（
若

菜
下
四
一
五
）
な
ど
の
発
言
は
、
こ
れ
に
呼
応
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

古
来
年
始
を
意
義
づ
け
て
き
た
二
つ
の
契
機
に
看
取
さ
れ
る
如
上
の
二
様
の

時
間
意
識
が
、
源
氏
物
語
に
お
い
て
な
お
濃
厚
で
あ
る
こ
と
は
否
定
で
き
な

い
。
次
節
の
年
次
交
替
表
現
を
め
ぐ
る
考
察
は
、
そ
の
点
に
つ
い
て
新
た
な
論

拠
を
提
供
す
る
と
と
も
に
、
源
氏
物
語
を
特
徴
づ
け
る
、
も
う
一
種
の
時
間
意

識
を
浮
き
彫
り
に
す
る
で
あ
ろ
う
。

二
、
年
始
の
諸
相
に
見
る
各
種
の
時
間
意
識

ｌ
年
次
交
替
表
現
に
即
し
て
ｌ

源
氏
物
語
に
お
い
て
、
上
述
の
意
義
を
備
え
た
尋
常
に
め
で
た
い
年
始
が
描

か
れ
る
一
方
、
年
始
本
来
の
意
義
の
失
わ
れ
た
「
悲
し
さ
の
あ
ら
た
ま
る
べ
く

も
あ
ら
ぬ
」
状
況
が
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
先
に
も
触
れ
た
。
そ
し
て
、
そ

三



う
し
た
尋
常
な
ら
ざ
る
年
始
の
背
景
に
、
決
ま
っ
て
近
親
者
と
の
死
別
が
あ
る

こ
と
は
留
意
さ
れ
て
よ
い
。
め
で
た
か
る
く
き
年
始
が
喜
ば
れ
な
い
と
い
う
図

式
は
必
ず
し
も
こ
の
物
語
特
有
の
も
の
で
は
な
い
が
、
こ
れ
ほ
ど
年
始
の
景
況

の
明
暗
が
鮮
烈
な
対
照
を
な
す
例
と
し
て
は
、
他
に
栄
華
物
語
が
あ
る
の
承

で
、
栄
華
物
語
も
同
様
に
、
死
に
覆
わ
れ
た
幾
つ
か
の
年
始
を
持
つ
。

さ
て
、
こ
の
よ
う
に
多
様
な
年
始
の
あ
り
方
を
類
別
整
理
し
時
間
意
識
の
解

明
の
手
だ
て
と
す
る
上
で
、
有
力
な
手
が
か
り
と
な
る
の
は
、
年
次
交
替
の
表

（
４
）

現
で
あ
る
。
旧
年
か
ら
新
年
へ
の
年
次
交
替
が
い
か
に
表
記
さ
れ
る
か
と
い
う

こ
と
か
ら
、
個
々
の
年
始
に
こ
め
ら
れ
た
意
味
を
汲
む
こ
と
が
可
能
な
の
で
は

な
い
か
。
年
始
の
記
事
は
無
く
て
年
次
交
替
の
表
示
の
承
あ
る
例
が
源
氏
物
語

に
多
い
と
い
う
事
実
も
、
そ
の
よ
う
な
方
法
を
要
請
す
る
も
の
で
あ
る
。
次

に
、
直
接
・
間
接
を
問
わ
ず
、
年
次
交
替
を
示
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
記
述

を
列
記
し
よ
う
。

一
九

一
九

○
二
二

○
二
四

●
二
五

○
二
七

●
二
八

二
九

（
Ｅ
Ｊ
）

源
氏
年
齢
年
次
交
替
を
示
す
記
述

晦
日
の
日
…
朔
日
の
ほ
ど
過
ぎ
て

晦
日
に
は
：
．
朝
拝
に
参
り
給
ふ
と
て

（
６
）

年
も
か
へ
り
ぬ

年
か
へ
り
ぬ
れ
ど

年
も
か
は
り
ぬ
れ
ぱ

年
か
へ
り
て

年
愛
り
ぬ

明
く
る
年
の
二
月
に

末
摘
花
△

紅
葉
賀
△

葵
▲

賢
木
△

賢
木
△

須
磨

明
石

澪
標 巻

薫
年
齢

一
一
ハ

○
一
七

二
○

●
二
四

×
二
五

●
二
五

一
一
一
ハ

ニ
七

○
二
八

●
二
九

○
三
二

●
三
三

三
四

○
三
五

○
三
六

○
三
七

○
三
八

○
四
○

○
四
一

○
四
七

○
四
八

×
五
二

む
月
の
朔
日
ご
ろ

そ
の
年
か
へ
り
て

十
九
に
な
り
給
ふ
年
…
賭
弓
の
還
饗
の
ま
う
け

年
か
は
り
ぬ
れ
ば

春
の
光
を
見
給
ふ
に
つ
け
て
も

そ
の
年
は
愛
り
ぬ

年
も
暮
ぬ
。
む
月
の
晦
日
が
た
よ
り

睦
月
の
朔
日
過
ぎ
た
る
こ
ろ

年
も
返
り
ぬ

年
か
は
り
ぬ

年
も
か
へ
り
ぬ

年
か
は
り
て

年
の
暮
に
は
．
：
一
日
に
も

年
か
へ
り
て
は

年
た
ち
か
へ
る

年
返
り
て

年
か
へ
り
て

年
も
か
へ
り
ぬ

年
返
り
ぬ

年
返
り
ぬ

年
も
か
へ
り
ぬ

春
の
光
を
見
給
ふ
に
つ
け
て
も

四

善雰渠渠驫葉書掎掎
▲ △ ▲▲

蓬
生

薄
雲
▲

乙
女

乙
女
△

乙
女

初
音
▲

行
幸

真
木
柱
▲

若
菜
上
▲

若
菜
上

若
菜
下

柏
木幻

△



な
お
、
右
は
い
ず
れ
も
地
の
文
か
ら
拾
っ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
他
、
年
末
年

始
に
お
け
る
会
話
や
書
簡
の
中
に
、
「
年
は
塗
り
な
む
と
す
」
（
椎
本
三
六
六
）
、

「
年
改
ま
り
て
」
（
早
蕨
二
、
浮
舟
二
○
六
）
な
ど
が
見
え
る
。

年
次
交
替
が
端
的
に
示
さ
れ
る
場
合
、
「
年
（
た
ち
）
返
る
」
（
○
）
と
い

う
表
現
が
大
半
を
占
め
、
「
年
変
る
」
（
●
）
が
こ
れ
に
続
く
。
他
に
、
「
春

の
光
を
見
給
ふ
に
つ
け
て
も
」
（
×
）
と
い
う
間
接
的
な
言
い
方
が
二
例
見
え

て
お
り
、
注
目
さ
れ
る
。
以
下
、
「
年
返
る
」
、
「
年
変
る
」
、
「
春
の
光
を

．
：
」
の
各
表
現
に
即
し
て
、
考
察
を
す
す
め
よ
う
。

側
年
返
る

（
７
）

「
年
返
る
」
は
、
万
葉
集
の
時
代
以
来
の
、
新
旧
年
の
交
替
を
表
わ
す
際
の

常
套
句
で
あ
る
。
中
古
に
入
っ
て
も
、
物
語
や
日
記
に
年
次
交
替
が
端
的
に
記

さ
れ
る
場
合
、
多
く
は
こ
の
表
現
が
用
い
ら
れ
る
。

Ｉ
Ｉ
ｌ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｌ
年
（
た
ち
）
返
る
一
年
変
る
一
年
越
ゆ
一
：
・
年
に
な
る

蜻
蛉
日
記

更
級
日
記

栄
華
物
語

落
窪
物
語

宇
津
保
物
語

源
氏
物
語

夜
の
寝
覚

狭
衣
物
語

｜
翠
仙
’
７
｜
’

器

5＃5
（1）

3 14 9常5＊
（1）

4

7 2

2 1

25

ゆ
え
に
．
源
氏
物
語
に
お
け
る
「
年
返
る
」
の
多
用
は
当
然
で
あ
っ
て
、
そ

れ
ら
は
年
次
交
替
を
機
械
的
に
示
す
符
号
に
過
ぎ
な
い
と
見
る
こ
と
も
で
き
よ

、
、

う
。
し
か
し
な
が
ら
、
「
年
返
る
」
と
い
う
表
現
自
体
が
、
時
間
の
再
生
が
年

（
８
）

次
交
替
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
と
い
う
認
識
の
一
表
象
と
し
て
あ
る
と
解
釈

す
る
こ
と
も
可
能
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
う
見
る
場
合
、
そ
こ
に
導
か
れ

る
年
始
は
、
ま
さ
に
再
始
の
時
と
し
て
意
義
づ
け
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に

な
る
。事

実
、
源
氏
物
語
の
中
の
「
年
返
る
」
の
用
例
は
、
右
の
よ
う
な
解
釈
を
根

拠
づ
け
る
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
表
現
に
導
か
れ
る
年
始
に
は
、
あ

る
共
通
の
特
色
を
認
め
得
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
、
恒
例
の
年
始
儀
礼
の
記

載
を
伴
い
や
す
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
「
年
返
る
」
が
順
接
の
形
で
年
始
の

描
述
を
導
く
一
○
例
の
う
ち
六
例
に
お
い
て
、
行
事
典
礼
が
言
及
さ
れ
て
お
り

ｌ
源
氏
三
二
年
（
七
草
）
、
三
六
年
（
歯
固
め
、
臨
時
客
、
参
賀
、
男
踏

歌
、
後
宴
）
、
三
八
年
（
男
踏
歌
）
、
四
○
年
（
供
若
菜
）
、
薫
一
七
年
（
男

踏
歌
）
、
源
氏
一
三
年
に
つ
い
て
は
後
述
ｌ
、
し
か
も
そ
の
い
ず
れ
も
が
、

事
の
次
第
や
そ
の
場
の
雰
囲
気
を
詳
し
く
伝
え
て
（
▲
）
い
る
。
「
年
返
る
」

に
導
か
れ
な
い
年
始
に
お
い
て
も
儀
礼
の
記
載
は
あ
る
も
の
の
、
そ
の
殆
ど

は
、
行
事
の
名
を
あ
げ
る
に
止
ま
り
（
△
）
、
例
外
と
し
て
は
、
僅
か
に
薫
二

○
年
（
賭
弓
）
、
二
七
年
（
卯
槌
）
が
あ
る
ば
か
り
で
あ
る
。

「
年
返
る
」
と
年
始
儀
礼
の
遵
守
と
の
関
わ
り
を
示
し
て
特
に
注
目
に
値
す

鵲
こ
の
う
ち
二
例
は
「
帰
る
」
と
表
記
さ
れ
て
い
る
。

＃
う
ち
二
例
は
「
か
へ
る
年
」
で
あ
る
。

鶚
鴬
う
ち
二
例
は
「
か
へ
る
年
」
で
あ
る
。

五



る
の
は
、
源
氏
二
二
年
の
年
始
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
、
新
年
ゆ
え
に
、
昨
秋
の

葵
上
の
死
に
よ
る
悲
嘆
を
「
念
じ
か
へ
し
」
（
葵
三
六
三
）
、
「
思
ひ
給
へ
忍
」

（
同
）
ん
で
、
「
か
は
ら
ず
」
（
同
）
、
「
例
の
や
う
に
」
（
同
）
あ
く
ま
で

型
通
り
年
始
の
儀
礼
に
循
お
う
と
す
る
遺
族
の
姿
が
描
か
れ
て
い
る
。
葵
上
の

母
が
調
え
た
「
昔
に
な
ら
ひ
侍
り
に
け
る
御
装
」
（
葵
三
六
三
）
を
身
に
つ

け
、
源
氏
は
「
あ
ま
た
年
今
日
あ
ら
た
め
し
色
ご
ろ
も
」
（
同
三
六
四
）
と
詠

む
。
少
な
く
と
も
表
向
き
に
は
、
「
昔
」
、
従
来
の
「
あ
ま
た
年
」
の
年
始
と

毫
も
変
わ
ら
ぬ
状
況
が
再
現
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
源
氏
二
二
年
の
年

始
に
お
い
て
は
、
「
新
し
き
年
と
も
い
は
ず
」
（
葵
三
六
二
、
三
六
四
）
故
人

が
偲
ば
れ
て
い
る
と
は
い
え
、
他
の
幾
つ
か
の
年
始
の
如
く
に
年
始
自
体
が
悲

嘆
に
よ
っ
て
葬
り
去
ら
れ
る
よ
う
な
こ
と
は
な
く
、
む
し
ろ
年
始
の
意
義
を
重

ん
じ
て
「
例
の
や
う
に
」
「
昔
に
な
ら
ひ
」
儀
礼
が
果
た
さ
れ
よ
う
と
し
て
お

り
、
そ
の
事
は
「
年
か
へ
り
い
」
と
い
う
表
現
と
照
応
し
て
い
る
と
言
え
る
の

で
は
な
か
ろ
う
か
。

「
年
返
る
」
と
い
う
年
次
交
替
表
現
が
定
例
の
年
始
儀
礼
の
遂
行
と
強
い
関

連
を
持
つ
こ
と
は
、
栄
華
物
語
に
お
い
て
一
層
明
白
で
あ
る
。
栄
華
物
語
が
有

す
る
種
々
の
年
次
交
替
表
現
の
う
ち
、
「
年
返
る
」
の
用
例
を
検
討
し
て
み
ゐ

と
、
こ
れ
ら
が
、
他
の
表
現
に
比
し
て
は
る
か
に
頻
繁
に
、
年
始
の
行
事
典
礼

が
通
例
ど
お
り
で
あ
る
と
い
う
内
容
の
記
述
と
結
び
つ
い
て
い
る
こ
と
に
気
づ

く
。
す
な
わ
ち
、
総
て
二
二
例
の
「
年
返
る
」
の
用
例
の
う
ち
九
例
が
、
次
の

よ
う
な
記
載
を
伴
っ
て
い
る
。

、
、

世
の
有
様
常
の
や
う
な
り
。
（
巻
八
、
寛
弘
六
年
）

、
、

よ
る
づ
例
の
有
様
に
て
過
ぎ
も
て
行
く
に
、
…
（
巻
八
、
寛
弘
八
年
）

、
、

正
二
月
例
の
世
の
有
様
に
て
過
ぎ
も
て
行
く
。
（
巻
十
二
、
長
和
四
年
）

、
、

正
二
月
は
例
の
有
様
に
て
過
ぎ
も
て
行
く
に
、
…
（
巻
十
二
、
寛
仁
元
年
）

、
、

例
の
事
騒
し
く
て
過
ぎ
ぬ
。
（
巻
三
十
一
、
長
元
六
年
）

、
、

つ
い
た
ち
の
有
様
な
ど
、
例
の
事
な
り
。
…
内
の
女
房
か
ね
て
参
り
居

、
、

て
、
御
餓
参
り
な
ど
例
の
儀
式
な
り
。
拝
し
奉
ら
せ
給
程
な
ど
、
見
る
人

、
、

常
の
事
な
れ
ど
涙
こ
ぼ
れ
て
め
で
た
く
い
み
じ
。
（
巻
三
十
二
、
長
元
七

年
）

、
、

例
の
作
法
に
て
過
ぎ
ぬ
。
（
巻
三
十
七
、
康
平
六
年
）

、
、

例
の
作
法
に
て
過
ぎ
ゆ
く
。
（
巻
三
十
七
、
治
暦
三
年
）

、
、

内
邊
り
例
の
事
に
て
、
御
ま
か
な
ゐ
、
御
樂
な
ど
参
る
有
様
、
め
で
た
く

華
や
か
な
り
。
（
巻
四
十
、
寛
治
二
年
）

し
か
も
、
類
同
の
記
述
で
「
年
返
る
」
と
い
う
年
次
交
替
表
現
に
導
か
れ
な

い
も
の
は
六
例
あ
る
が
、
そ
の
う
ち
二
例
（
永
観
元
年
、
永
昨
元
年
）
は
「
年

号
か
は
り
て
：
・
年
と
い
ふ
」
と
改
元
の
表
示
に
よ
っ
て
年
始
を
告
げ
る
場
合

で
、
「
年
返
る
」
な
ど
の
表
示
は
当
然
不
要
で
あ
る
し
、
ま
た
他
の
二
例
（
寛

徳
二
年
、
天
喜
二
年
）
は
「
つ
い
た
ち
の
」
と
元
日
の
有
様
が
い
き
な
り
語
り

出
さ
れ
る
場
合
で
、
こ
こ
で
は
「
年
返
る
」
が
省
略
さ
れ
て
い
る
と
見
る
こ
と

も
可
能
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
寛
仁
二
年
の
例
は
、
三
条
院
崩
御
の
翌
春
の
記
事

と
し
て
、

、

よ
る
づ
も
の
上
榮
な
く
お
は
し
ま
す
年
な
れ
ば
、
例
参
り
給
ふ
上
逹
部
な

、
、

ど
、
臨
時
客
な
ど
常
の
如
し
。
さ
れ
ど
女
房
な
ど
の
出
で
入
り
も
な
く
、

ひ
き
い
り
た
る
御
有
様
は
口
惜
し
く
ぞ
。
（
巻
十
三
）

と
あ
る
も
の
で
、
こ
こ
で
強
調
さ
れ
て
い
る
の
は
、
参
賀
が
尋
常
に
行
な
わ
れ

た
こ
と
よ
り
は
摂
関
家
の
様
子
が
常
な
ら
ざ
る
こ
と
で
あ
る
と
見
る
べ
き
で
あ

り
、
こ
の
年
始
が
「
年
返
る
」
で
始
め
ら
れ
て
い
な
い
の
は
当
然
で
あ
る
と
言

｛
ハ



え
よ
う
。
し
た
が
っ
て
、
残
り
の
一
例
、

、
、
、
、
、
、
、
、

寛
弘
三
年
に
な
り
ぬ
。
今
年
は
大
殿
御
嶽
精
進
せ
さ
せ
給
べ
き
御
年
に

て
、
正
月
よ
り
御
歩
き
な
ど
心
と
け
て
も
な
け
れ
ど
、
次
ノ
、
例
の
作
法

に
て
過
ぎ
も
て
ゆ
く
。
（
巻
八
）

を
唯
一
の
例
外
と
し
て
、
「
例
の
」
、
「
常
の
」
云
々
の
記
述
は
、
各
年
次
交

替
表
現
の
う
ち
「
年
返
る
」
と
特
別
の
対
応
関
係
を
持
つ
こ
と
に
な
る
。

以
上
よ
り
、
栄
華
物
語
に
お
い
て
、
「
年
返
る
」
と
い
う
表
現
が
、
年
始
儀

礼
の
例
年
通
り
の
遂
行
と
い
う
こ
と
と
密
接
に
関
わ
っ
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ

る
。
時
代
は
や
や
遡
る
が
、
源
氏
物
語
に
お
け
る
「
年
返
る
」
一
般
に
も
、
同

様
の
事
情
を
認
め
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

源
氏
物
語
の
年
次
交
替
の
表
示
に
お
い
て
「
年
返
る
」
が
多
用
さ
れ
て
い
る

の
は
、
こ
れ
が
上
古
以
来
の
常
套
句
で
あ
る
こ
と
に
拠
る
だ
ろ
う
が
、
そ
の
幾

何
か
は
確
か
に
、
年
始
儀
礼
の
履
行
と
い
う
意
を
含
む
こ
と
が
、
こ
れ
ま
で
の

考
察
か
ら
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
表
現
が
い
か
な
る
年
始
観

と
結
ん
で
い
る
か
と
い
え
ば
、
年
次
交
替
に
よ
っ
て
一
切
が
再
び
、
従
来
の
年

、
、

始
に
お
け
る
形
を
と
る
、
出
発
点
に
文
字
通
り
返
る
Ｉ
つ
ま
り
、
再
始
の
時

と
し
て
の
年
始
が
、
そ
こ
に
は
認
め
ら
れ
よ
う
。
さ
ら
に
、
そ
の
よ
う
な
年
始

毎
に
恒
例
の
行
事
が
繰
り
返
さ
れ
、
過
去
が
再
現
・
反
復
さ
れ
る
の
で
あ
る
か

ら
、
時
間
意
識
の
観
点
か
ら
い
う
な
ら
ば
、
「
年
返
る
」
と
い
う
年
次
交
替
表

、
、

現
の
背
後
に
は
、
年
始
を
基
点
と
す
る
時
間
の
循
環
が
あ
る
と
結
論
づ
け
る
こ

と
が
で
き
る
。

⑨
年
変
る

次
い
で
問
題
に
な
る
の
は
、
「
年
変
る
」
と
い
う
表
現
で
あ
る
。
こ
れ
は
、

（
９
）

宇
津
保
物
語
に
二
例
を
数
え
る
も
の
の
、
ほ
ぼ
源
氏
物
語
と
栄
華
物
語
特
有
の

表
現
で
あ
り
、
そ
の
時
代
の
年
始
観
の
一
端
を
反
映
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ

る
。
「
年
変
る
」
は
「
年
返
る
」
の
単
な
る
言
い
換
え
で
は
な
か
ろ
う
。

「
年
変
る
」
と
い
う
年
次
交
替
表
現
で
そ
の
開
始
が
告
げ
ら
れ
て
い
る
の

は
、
源
氏
二
五
年
、
二
八
年
、
二
九
年
（
蓬
生
）
、
三
三
年
、
薫
二
四
年
、
二

五
年
（
宿
木
）
の
各
年
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
年
は
、
い
か
な
る
共
通
性
に
お
い

て
、
他
と
は
異
な
る
始
ま
り
方
を
必
要
と
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

ま
ず
言
え
る
の
は
、
そ
の
多
く
が
除
喪
と
関
わ
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
源

氏
二
五
年
は
、
故
桐
壺
院
（
二
三
年
没
）
の
諒
闇
明
け
の
年
で
あ
り
、
ま
た
三

三
年
に
は
藤
壺
の
喪
が
、
薫
二
五
年
に
は
当
帝
の
女
二
宮
の
母
女
御
の
喪
が
明

け
て
い
る
。
最
初
の
例
に
お
い
て
は
、

年
も
か
は
り
ぬ
れ
ぱ
、
内
裏
わ
た
り
、
花
や
か
に
、
内
宴
、
踏
歌
な
ど
、

…
（
賢
木
四
○
三
）

と
、
「
年
変
る
」
の
表
示
が
、
前
年
の
「
今
め
か
し
き
事
な
く
、
静
か
」
（
賢

木
三
七
九
）
な
る
年
始
と
は
う
っ
て
か
わ
っ
た
、
解
放
感
あ
ふ
れ
る
年
始
の
描

述
ｌ
尤
も
こ
れ
は
藤
壷
の
「
物
の
み
あ
は
れ
」
（
同
四
○
三
）
な
る
心
境
へ

の
導
入
に
過
ぎ
な
い
の
だ
が
ｌ
を
導
く
。
ま
た
後
の
二
例
に
お
い
て
は
、

年
か
は
り
て
、
宮
の
御
は
て
も
過
ぎ
ぬ
れ
ば
、
世
の
中
、
色
あ
ら
た
ま
り

て
、
…
（
乙
女
二
七
三
）

さ
れ
ど
、
そ
の
年
は
鍵
り
ぬ
。
女
二
の
宮
も
、
御
服
果
て
ぬ
れ
ば
、
い
と

…
何
事
に
か
は
陣
り
給
は
む
。
（
宿
木
四
○
）

と
、
「
年
変
る
」
と
い
う
年
次
交
替
の
指
示
が
そ
の
ま
ま
、
一
年
の
服
喪
期
間

の
終
焉
（
そ
れ
ぞ
れ
三
月
、
夏
頃
）
の
叙
述
へ
と
つ
な
が
っ
て
い
る
。
年
次
交

替
の
表
示
が
除
喪
を
示
唆
す
る
場
合
に
は
必
ず
、
こ
の
よ
う
に
「
年
変
る
」
と
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い
う
表
現
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。

ま
た
、
薫
二
四
年
の
場
合
、
そ
の
年
始
の
時
点
で
は
大
君
と
中
君
は
未
だ
故

八
宮
の
喪
に
服
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

年
か
は
り
ぬ
れ
ば
、
空
の
氣
色
、
う
ら
上
か
な
る
に
、
汀
の
氷
解
け
わ
た

る
を
、
：
．
（
椎
本
三
七
三
）

と
、
「
風
の
音
も
荒
ら
か
」
（
椎
本
三
六
五
）
に
「
雪
も
、
い
と
所
せ
き
「
（
同

三
六
七
）
荒
涼
と
し
た
前
年
の
暮
れ
の
風
景
が
、
新
春
ら
し
い
そ
れ
へ
と
一
変

し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
年
末
に
お
け
る
女
房
達
の
、

「
あ
は
れ
、
年
は
愛
り
な
む
と
す
」
「
心
ぼ
そ
く
、
悲
し
き
こ
と
を
」

「
あ
ら
た
ま
る
べ
き
春
、
待
ち
出
で
上
し
が
な
」
（
椎
本
三
六
六
）

と
い
う
、
来
た
る
べ
き
春
に
心
境
の
一
転
を
期
す
る
発
言
に
応
ず
る
も
の
で
あ

る
こ
と
は
自
明
で
あ
っ
て
、
こ
れ
ら
「
心
を
消
た
」
ざ
る
発
言
を
「
か
た
き
こ

と
か
な
」
（
同
）
と
聞
く
姫
達
に
と
っ
て
は
、
決
し
て
「
年
か
は
」
っ
て
は
い

な
か
っ
た
ｌ
源
氏
二
五
年
の
藤
壺
に
お
け
る
如
く
に
Ｉ
の
で
は
な
い

か
。
事
実
、
女
房
達
が
春
の
芹
・
蕨
を
賞
し
て
「
行
き
か
ふ
月
日
の
し
る
し
も

見
ゆ
る
こ
そ
、
を
か
し
け
れ
」
（
椎
本
三
七
三
）
と
言
う
の
を
、
姫
達
は
「
な

に
の
を
か
し
ぎ
な
ら
む
」
と
聞
き
、
八
宮
が
存
命
し
て
い
た
な
ら
ば
「
知
ら
れ

や
せ
ま
し
春
の
し
る
し
も
」
（
同
）
と
詠
む
の
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
薫
二
四

年
の
「
年
変
る
」
の
用
例
は
、
二
三
年
末
の
そ
れ
と
共
に
、
八
宮
邸
の
女
房
達

の
、
「
あ
ら
た
ま
る
べ
き
春
」
に
託
さ
れ
た
、
心
情
の
上
で
の
除
喪
と
関
わ
っ

て
い
る
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
る
。

以
上
か
ら
推
す
に
、
除
喪
の
よ
う
に
、
旧
年
か
ら
新
年
に
か
け
て
世
上
な
い

し
は
心
理
上
の
状
況
が
一
変
す
る
際
に
、
「
年
変
る
」
と
い
う
年
次
交
替
表
現

が
使
用
さ
れ
や
す
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
の
よ
う
な
仮
説
に
立
つ
時
、
源

氏
二
八
年
の
用
例
は
、
こ
れ
に
ひ
き
続
き
述
べ
ら
れ
る
同
年
七
月
の
帰
京
の
裁

許
ｌ
源
氏
の
足
か
け
三
年
に
わ
た
る
流
調
生
活
に
終
止
符
を
う
つ
Ｉ
に
よ

っ
て
、
ま
た
二
九
年
の
用
例
は
や
は
り
そ
の
直
後
に
述
べ
ら
れ
る
源
氏
の
末

摘
花
再
訪
ｌ
長
年
の
無
音
に
よ
る
末
摘
花
の
不
幸
と
貧
窮
を
一
挙
に
償
う

ｌ
に
よ
っ
て
、
説
明
づ
け
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

と
こ
ろ
で
、
栄
華
物
語
に
お
け
る
「
年
変
る
」
の
用
例
を
参
看
す
る
と
、
先

述
の
薫
二
四
年
の
用
例
に
通
う
も
の
が
目
立
つ
。
す
な
わ
ち
、
喪
中
で
あ
り

な
が
ら
、
新
年
の
到
来
に
よ
る
状
況
の
一
新
が
言
わ
れ
る
場
合
で
、
七
例
の
う

（
、
）

ち
少
な
く
と
も
四
例
が
こ
れ
に
あ
た
る
。
そ
れ
ぞ
れ
、
関
白
兼
通
、
伊
周
母
、

後
一
条
天
皇
な
ら
び
に
中
宮
威
子
、
敦
文
親
王
（
白
河
第
一
皇
子
）
の
他
界
の

翌
年
の
こ
と
で
あ
り
、
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

か
く
て
年
も
か
は
り
ぬ
。
左
の
大
臣
の
御
さ
ま
い
と
ｊ
、
め
で
た
し
。

（
巻
二
、
天
元
元
年
）

か
く
て
年
も
か
は
り
ぬ
れ
ぱ
、
一
日
は
朝
拝
な
ど
し
て
、
（
萬
目
出
度
す

（
ｕ
）

ぎ
も
て
い
く
に
、
花
の
都
は
）
目
出
に
、
…
（
巻
五
、
長
徳
三
年
）

年
か
は
り
ぬ
れ
ば
、
内
邊
り
華
や
か
に
今
め
か
し
う
、
御
樂
参
り
、
御
ま

か
な
ひ
な
ど
、
三
日
の
程
い
と
め
で
た
し
。
（
巻
三
十
四
、
長
暦
元
年
）

年
か
は
り
て
御
戴
餅
の
折
も
、
…
（
巻
三
十
九
、
承
暦
二
年
）

め
で
た
い
年
始
儀
礼
は
、
喪
に
閉
ざ
さ
れ
た
前
年
の
暗
い
景
況
を
一
転
す
る
か

の
よ
う
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
こ
で
も
、
す
べ
て
の
人
間
に
と
っ
て
年
が
「
か

は
」
っ
て
慶
祝
の
気
分
の
う
ち
に
悲
嘆
が
解
消
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、

む
し
ろ
、
容
赦
な
く
「
か
は
」
る
年
を
是
認
で
き
な
い
遺
族
の
心
中
が
強
く
う

ち
だ
さ
れ
て
い
る
。
長
徳
三
年
の
春
、
伊
周
兄
弟
が
「
哀
に
年
さ
え
へ
だ
入
り

ぬ
る
を
、
よ
る
づ
い
と
お
ぼ
つ
か
な
く
」
感
ず
る
の
は
、
配
流
の
身
ゆ
え
の
嘆
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き
に
、
母
と
の
死
別
の
悲
し
み
を
重
ね
て
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
長
暦
元

年
の
前
年
の
大
晦
日
に
詠
ま
れ
た
故
中
宮
を
悼
む
贈
答
歌
、
中
で
も
、

あ
た
ら
し
き
年
に
添
へ
て
も
塗
ら
ね
ば

（
吃
）

総
ふ
る
心
ぞ
形
見
な
り
な
る
（
巻
三
十
三
）

に
よ
れ
ば
、
「
年
か
は
」
っ
て
の
慶
祝
の
雰
囲
気
に
と
け
こ
め
ぬ
人
々
が
あ
っ

た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
承
暦
二
年
の
場
合
は
、

若
宮
の
御
事
ぞ
壼
き
せ
ず
お
ぽ
し
歎
か
せ
給
け
る
。
年
か
は
り
て
御
戴
餅

の
折
も
、
こ
と
忌
せ
さ
せ
給
は
ず
、
い
み
じ
き
御
心
の
う
ち
な
り
。

と
あ
り
、
こ
こ
で
は
む
し
ろ
遺
族
の
尽
き
せ
ぬ
悲
嘆
が
前
面
に
出
て
い
る
。
こ

う
見
て
く
る
と
、
栄
華
物
語
に
お
い
て
も
、
「
年
変
る
」
と
い
う
年
次
交
替
表

（
週
）

現
は
、
旧
年
か
ら
新
年
へ
の
状
況
の
一
変
を
示
し
て
い
る
が
、
そ
の
場
合
、
源

氏
二
五
年
や
薫
二
四
年
と
同
様
に
、
そ
う
し
た
変
転
が
か
え
っ
て
変
転
せ
ざ
る

も
の
の
存
在
を
際
だ
た
せ
て
い
る
こ
と
に
留
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

源
氏
物
語
の
時
代
を
俟
っ
て
顕
著
に
な
っ
た
「
年
変
る
」
と
い
う
表
現
が
、

従
来
の
「
年
返
る
」
の
単
な
る
言
い
か
え
で
な
い
こ
と
は
、
既
に
瞭
然
で
あ
ろ

う
。
「
年
返
る
」
が
再
始
・
反
復
を
示
唆
す
る
の
に
対
し
て
、
「
年
変
る
」
は
、

多
く
は
除
喪
や
、
新
年
故
の
喪
の
悲
し
み
の
払
拭
と
関
わ
り
つ
つ
、
年
次
交
替

、
、
、
、

を
機
と
す
る
、
世
上
の
状
況
や
世
の
人
心
の
、
改
新
・
転
変
を
示
唆
し
て
い

る
。
源
氏
物
語
お
よ
び
栄
華
物
語
に
関
す
る
限
り
、
喪
中
の
年
始
が
「
年
返

（
Ｍ
）

る
」
に
導
か
れ
る
例
が
殆
ど
無
い
と
い
う
こ
と
も
、
こ
こ
で
考
え
併
せ
ら
れ
よ

夢
局
／
◎

「
年
変
る
」
と
い
う
表
現
の
右
の
よ
う
な
含
意
か
ら
す
れ
ば
、
こ
の
表
現
の

、
、

背
後
に
は
、
直
進
す
る
時
間
ｌ
常
に
移
り
変
わ
り
流
れ
ゆ
く
不
可
逆
の
時
間

と
い
う
意
味
で
の
ｌ
が
控
え
て
い
る
と
判
断
し
て
よ
か
ろ
う
。
加
え
て
、
源

氏
二
五
年
、
薫
二
四
年
、
ま
た
栄
華
物
語
の
幾
つ
か
の
「
年
変
る
」
の
用
例

は
、
循
環
す
る
時
間
で
も
直
進
す
る
時
間
で
も
な
い
、
そ
れ
ら
と
は
異
質
の

時
間
意
識
を
孕
ん
で
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
を
解
明
す
る
手
が
か
り
と
な

る
の
が
、
源
氏
物
語
に
お
け
る
第
三
種
の
年
次
交
替
表
現
、
「
春
の
光
を
見
」

る
と
い
う
言
い
方
で
あ
る
。

⑧
春
の
光
を
見
給
ふ
に
つ
け
て
も

「
春
の
光
を
見
給
ふ
」
と
間
接
的
に
年
次
交
替
を
示
す
言
い
方
は
、
源
氏
五

二
年
と
薫
二
五
年
（
早
蕨
）
の
冒
頭
に
見
え
て
い
る
。

春
の
光
を
見
給
ふ
に
つ
け
て
も
、
い
と
堂
、
く
れ
惑
ひ
た
る
や
う
に
の

ゑ
、
御
心
ひ
と
つ
は
、
悲
し
さ
の
あ
ら
た
ま
る
べ
く
も
あ
ら
ぬ
に
、
殿
に

は
、
例
の
や
う
に
、
人
ｊ
、
ま
ゐ
り
給
ひ
な
ど
す
れ
ど
、
御
心
地
な
や
ま

し
き
さ
ま
に
、
も
て
な
し
給
ひ
て
、
御
簾
の
う
ち
に
の
み
お
は
し
ま
す
。

（
幻
一
九
五
）

藪
し
わ
か
ね
ば
、
春
の
光
を
見
給
ふ
に
つ
け
て
も
、
「
い
か
で
、
か
く
、

な
が
ら
へ
に
け
る
月
日
な
ら
む
」
と
、
夢
の
や
う
に
の
み
、
お
ぼ
え
給

ふ
。
（
早
蕨
二
）

双
方
と
も
、
最
も
身
近
な
者
（
紫
上
、
大
君
）
と
死
別
し
て
後
、
初
め
て
の
春

を
迎
え
た
人
間
（
源
氏
、
中
君
）
の
、
沈
痛
な
心
境
を
描
い
て
い
る
。
し
か

も
、
悲
嘆
に
く
れ
て
い
る
の
は
彼
ら
ば
か
り
で
は
な
い
。
長
年
仕
え
た
女
房
達

は
、
「
か
な
し
さ
も
改
め
が
た
く
、
思
ひ
さ
ま
す
べ
き
世
な
く
」
（
幻
一
九
五
）

紫
上
を
慕
い
続
け
て
お
り
、
ま
た
、
懸
想
人
薫
は
、
大
君
に
「
壼
き
せ
ず
思
ひ

ほ
れ
給
ひ
て
、
新
し
き
年
と
も
い
は
ず
、
い
や
目
に
な
む
、
な
り
給
へ
る
」

（
早
蕨
一
三
）
と
い
う
有
様
で
あ
る
。
恒
例
の
年
始
儀
礼
が
「
御
簾
の
う
ち

九



に
」
回
避
さ
れ
、
悲
嘆
を
「
改
め
が
た
く
」
、
「
新
し
き
年
」
ゆ
え
の
事
忌
ゑ

も
為
さ
れ
な
い
こ
れ
ら
の
年
始
に
お
い
て
は
、
本
来
の
再
始
改
新
の
意
義
は
失

わ
れ
て
い
る
と
言
う
べ
き
で
あ
り
、
こ
こ
で
「
年
返
る
」
や
「
年
変
る
」
な
ど

の
表
現
に
よ
る
年
次
交
替
の
表
示
が
さ
し
控
え
ら
れ
て
い
る
の
は
、
当
然
で

あ
ろ
う
。

暦
の
上
で
の
新
年
の
到
来
は
、
心
理
状
況
の
如
何
に
よ
り
拒
ま
れ
得
る
が
、

自
然
界
の
現
実
と
し
て
の
春
の
訪
れ
は
、
「
薮
し
わ
か
ね
ば
」
そ
う
は
ゆ
く
ま

い
‐
ｌ
「
春
の
光
を
見
給
ふ
」
と
い
う
言
い
方
は
抑
も
こ
の
よ
う
な
認
識
に
立

つ
の
で
は
な
い
か
。
「
春
の
光
」
が
こ
こ
で
起
用
さ
れ
る
の
は
、
こ
れ
が
、
主

要
人
物
に
お
い
て
既
に
失
わ
れ
て
い
る
外
界
の
時
間
経
過
へ
の
注
意
を
、
僅
か

、
、
、
、

な
が
ら
も
換
起
し
得
る
か
ら
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
中
君
は
、
「
明
け
暮
も

、
、
、

知
ら
ず
、
惑
」
（
早
蕨
二
）
い
続
け
る
う
ち
に
辛
う
じ
て
「
春
の
光
」
に
触

れ
、
月
日
の
経
過
を
悟
る
の
で
あ
る
。
「
春
の
光
を
見
給
ふ
に
つ
け
て
も
」
と

い
う
表
示
は
、
し
た
が
っ
て
、
外
界
の
時
間
経
過
へ
の
関
心
が
極
度
に
薄
れ
た

状
況
を
前
提
と
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
冷
泉
帝
の
、
「
さ
る
べ
き
御
か
げ
ど

も
に
、
お
く
れ
侍
り
て
後
、
春
の
け
ぢ
め
も
思
う
給
へ
分
れ
ぬ
を
」
（
乙
女
三

一
九
）
と
い
う
追
懐
や
、
皇
后
定
子
の
崩
御
に
関
す
る
栄
華
物
語
の
「
春
の
來

る
事
も
知
ら
れ
給
は
ず
」
（
巻
七
、
長
保
三
年
）
と
い
う
記
述
に
お
い
て
、
近

親
者
の
死
に
よ
る
計
時
能
力
の
全
き
喪
失
が
、
春
の
到
来
の
不
可
知
と
い
う
形

で
表
わ
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
、
思
い
併
せ
ら
れ
る
。

近
親
者
と
の
死
別
に
よ
る
深
い
悲
嘆
は
、
人
間
の
外
界
の
時
間
経
過
へ
の
関

心
を
奪
い
、
そ
こ
に
、
春
の
感
知
さ
え
問
わ
れ
る
よ
う
な
状
況
が
も
た
ら
さ
れ

る
。
そ
の
場
合
、
新
年
は
も
は
や
、
人
間
の
心
理
状
態
に
変
化
を
及
ぼ
し
得
る

も
の
で
は
な
く
、
周
囲
の
景
況
が
年
次
交
替
に
つ
れ
て
一
変
す
れ
ば
そ
れ
だ

け
、
変
わ
ら
ぬ
心
境
が
際
だ
つ
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
で
、
外
界
の
転
変
の
相
が

注
目
さ
れ
れ
ば
、
「
年
変
る
」
と
い
う
年
次
交
替
表
現
が
用
い
ら
れ
Ｉ
前
項

に
掲
げ
た
、
変
転
せ
ざ
る
も
の
を
含
む
年
始
を
想
起
さ
れ
た
い
ｌ
、
変
化
の

な
い
内
心
の
様
が
注
視
さ
れ
れ
ば
、
年
次
交
替
は
「
春
の
光
を
見
給
ふ
に
つ
け

て
も
」
な
ど
の
形
で
暗
示
さ
れ
る
に
止
ま
る
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

さ
て
、
近
親
者
と
の
死
別
の
悲
し
ゑ
に
覆
わ
れ
た
年
始
の
背
後
に
は
、
い
か

な
る
時
間
意
識
が
控
え
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
「
思
ひ
さ
ま
す
べ
き
世
な
く
」
、

「
霊
き
せ
ず
思
ひ
ほ
れ
給
ひ
て
」
、
「
壷
き
せ
ず
お
ぼ
し
歎
か
せ
給
ひ
け
る
」

（
承
暦
二
年
）
な
ど
の
叙
述
は
、
過
去
を
ひ
き
ず
り
、
同
一
の
状
態
を
保
ち
続

け
る
心
の
有
様
を
強
調
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
過
去
は
、
再
現
さ
れ
る
の
で
も

な
く
、
一
回
性
の
も
の
と
し
て
追
逐
さ
れ
る
の
で
も
な
く
、
そ
の
ま
ま
現
在
へ

と
浸
透
し
こ
れ
を
支
配
す
る
の
で
あ
る
。
時
間
の
循
環
や
直
進
に
か
わ
っ
て
、

、
、

持
続
と
い
う
こ
と
を
、
そ
こ
に
認
め
得
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

「
春
の
光
を
見
給
ふ
に
つ
け
て
も
」
と
い
う
間
接
的
な
年
次
交
替
表
現
は
、

年
が
「
返
る
」
と
か
「
変
る
」
と
か
の
観
念
を
容
れ
ぬ
内
心
の
有
様
を
反
映
し

て
お
り
、
循
環
し
、
ま
た
変
転
を
含
ゑ
つ
つ
容
赦
な
く
直
進
す
る
外
界
の
時
間

と
は
異
質
な
、
持
続
す
る
内
心
の
時
間
を
担
っ
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き

る
。
少
な
く
と
も
年
次
交
替
の
表
現
形
態
お
よ
び
年
始
の
様
相
に
関
し
て
見
る

限
り
、
源
氏
物
語
は
、
自
然
や
年
中
行
事
の
反
復
と
関
わ
り
の
深
い
循
環
す
る

時
間
、
移
り
変
わ
る
人
世
と
関
わ
り
の
深
い
直
進
す
る
時
間
の
ほ
か
に
、
人
間

の
心
理
と
関
わ
り
の
深
い
持
続
す
る
時
間
と
い
う
時
間
意
識
を
保
有
し
て
い
る

ル
ー
言
湧
え
、
ｒ
含
フ
。

一

○



結
語

以
上
の
時
間
意
識
の
抽
出
作
業
の
結
果
、
思
想
史
の
観
点
か
ら
注
目
に
値
す

る
事
象
と
し
て
、
次
の
二
つ
が
あ
げ
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
源
氏
物
語
の
時
代

に
お
い
て
な
お
循
環
す
る
時
間
の
意
識
が
存
続
し
て
い
る
こ
と
、
お
よ
び
、
従

来
、
存
在
は
し
て
も
特
に
年
始
に
関
し
て
は
稀
薄
で
あ
っ
た
と
見
ら
れ
る
持
続

す
る
時
間
と
い
う
時
間
意
識
が
、
こ
の
時
代
に
至
っ
て
表
面
化
し
て
い
る
こ
と

で
あ
る
。
前
者
は
、
平
野
氏
の
論
断
へ
の
当
初
の
疑
問
を
根
拠
づ
け
る
も
の
で

あ
る
。
直
進
す
る
時
間
は
循
環
す
る
時
間
を
排
し
去
る
も
の
で
は
な
く
、
上
古

か
ら
中
古
に
か
け
て
、
時
間
意
識
は
そ
の
比
重
を
移
し
た
に
過
ぎ
な
い
と
考
え

ら
れ
る
。
ま
た
、
後
者
は
、
持
続
す
る
時
間
の
顕
在
化
に
よ
り
、
源
氏
物
語
の

時
代
が
、
時
間
意
識
の
変
遷
過
程
上
、
一
つ
の
時
期
を
画
す
る
こ
と
を
予
想
さ

せ
る
。
持
続
す
る
時
間
ｌ
過
去
を
ひ
き
ず
る
時
間
は
、
当
時
の
人
々
の
時
間

意
識
を
大
き
く
特
徴
づ
け
る
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
時
代
の
人
心
を
強
力
に
支

配
し
て
い
た
宿
世
の
観
念
も
、
あ
る
面
で
こ
れ
と
関
わ
り
を
持
つ
と
筆
者
は
観

て
い
る
。
そ
の
点
に
つ
い
て
は
、
他
日
稿
を
改
め
よ
う
。

な
お
、
本
稿
は
、
考
察
の
主
た
る
対
象
を
源
氏
物
語
と
し
な
が
ら
も
、
栄
華

物
語
に
参
看
す
る
と
こ
ろ
が
多
く
、
こ
れ
が
時
間
意
識
に
関
し
て
源
氏
物
語
と

多
く
の
共
通
点
を
持
つ
こ
と
を
確
認
し
得
た
。
た
だ
し
、
た
と
え
ば
「
…
年
に

な
る
」
と
い
う
新
規
の
年
次
交
替
表
現
は
、
栄
華
物
語
の
歴
史
物
語
た
る
所
以

で
も
あ
ろ
う
が
、
そ
の
時
間
意
識
が
源
氏
物
語
の
そ
れ
に
は
薄
か
っ
た
要
素
を

含
む
こ
と
を
示
唆
し
て
い
よ
う
。
し
か
し
そ
の
検
証
は
も
と
よ
り
本
稿
の
任
で

は
な
い
の
で
、
こ
こ
で
は
、
右
の
表
現
に
つ
い
て
は
、
累
積
測
定
の
契
機
が
関

与
し
て
い
る
こ
と
を
想
定
す
る
に
止
め
て
お
く
。

註

（
１
）
「
日
本
人
の
時
間
意
識
の
展
開
ｌ
古
代
か
ら
中
世
へ
ｌ
」
（
明
治
大
学

文
学
部
紀
要
「
文
芸
研
究
」
一
二
）
・
引
用
は
、
三
三
頁
。

（
紀
）

（
２
）
こ
の
歌
の
付
記
に
「
日
本
記
に
は
、
つ
か
へ
ま
つ
ら
め
万
代
ま
で
に
」

と
あ
る
通
り
、
続
日
本
紀
の
天
平
十
四
年
正
月
十
六
日
の
記
載
と
は
下

句
を
異
に
し
て
お
り
、
む
し
ろ
古
今
集
の
句
の
文
が
歓
楽
の
趣
き
は

強
い
。

（
３
）
こ
の
点
に
関
し
て
、
田
中
元
氏
に
、
古
今
集
に
お
け
る
老
い
の
嘆
き
へ

の
注
目
が
あ
る
。
『
古
代
日
本
人
の
時
間
意
識
ｌ
そ
の
構
造
と
展
開
Ｉ
』

一
八
七
頁
。

（
４
）
源
氏
物
語
の
年
次
交
替
に
関
し
て
は
、
国
文
学
の
視
野
か
ら
の
論
究
が

既
に
幾
つ
か
あ
る
。
た
と
え
ば
、
大
朝
雄
二
氏
の
「
源
氏
物
語
の
方
法

に
つ
い
て
の
試
論
ｌ
時
間
的
秩
序
を
め
ぐ
っ
て
ｌ
」
（
藤
女
子
大
学
国

文
学
雑
誌
二
）
は
叙
述
の
方
法
の
視
点
か
ら
、
ま
た
、
平
井
仁
子
氏
の

。
と
し
か
へ
り
い
」
な
ど
ｌ
「
源
氏
物
語
」
の
場
合
ｌ
」
（
実
践
国
文

学
七
）
は
年
立
研
究
の
立
場
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
「
年
末
年
始
の
記
述
」
、

「
年
の
変
わ
り
目
」
に
つ
い
て
論
じ
て
詳
し
い
。
た
だ
し
、
こ
れ
ら
の

論
究
は
そ
の
性
格
上
、
い
ず
れ
も
、
年
次
交
替
の
表
記
に
、
一
様
に
年

、
、

次
の
累
積
を
認
め
る
に
止
ま
り
、
個
々
の
表
現
に
含
ま
れ
る
年
次
交
替

の
さ
ま
ざ
ま
な
意
味
に
つ
い
て
は
触
れ
て
い
な
い
。

（
５
）
岩
波
古
典
文
学
大
系
の
『
源
氏
物
語
』
（
山
岸
徳
平
氏
校
注
）
に
記
さ

れ
た
光
源
氏
の
年
齢
に
従
う
。
薫
の
年
齢
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。

（
６
）
岩
波
古
典
大
系
『
源
氏
物
語
』
の
校
異
に
よ
れ
ば
、
不
忍
文
庫
本
（
屋

一
一



代
弘
賢
校
訂
）
に
は
「
年
か
は
り
ぬ
」
と
記
さ
れ
て
い
る
と
い
う
。
し

、

か
し
他
の
諸
本
は
い
ず
れ
も
「
年
か
へ
り
い
」
で
あ
り
、
不
忍
文
庫
本

の
表
記
に
特
別
の
信
想
性
を
認
め
る
謂
も
な
い
の
で
、
こ
こ
で
は
「
年

か
へ
り
い
」
を
取
る
。

、
、
、
、

（
７
）
万
葉
集
巻
十
七
に
、
「
あ
ら
た
ま
の
年
か
へ
る
ま
で
相
見
ね
ば
心
も
し

の
に
思
ほ
ゆ
る
か
も
」
と
あ
る
。

（
８
）
特
に
原
始
心
性
に
お
い
て
こ
の
よ
う
な
認
識
が
著
し
い
と
言
わ
れ
る
。

Ｍ
・
エ
リ
ア
ー
デ
『
永
遠
回
帰
の
神
話
ｌ
祖
型
と
反
復
Ｉ
』
第
二
章
、

時
間
の
再
生
。
ま
た
、
『
聖
な
る
空
間
と
時
間
』
全
リ
ァ
ー
デ
著
作

集
三
）
第
十
一
章
、
聖
な
る
時
間
と
永
遠
再
始
の
神
話
。
特
に
、
一
○

二
’
一
○
六
頁
。

（
９
）
岩
波
古
典
大
系
『
宇
津
保
物
語
』
（
河
野
多
麻
氏
校
注
）
に
よ
れ
ば
、

藤
原
の
君
巻
と
あ
て
宮
巻
に
各
一
例
見
え
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
ら
は
流

布
本
系
の
諸
本
に
は
全
く
記
載
が
無
く
、
主
に
九
大
本
系
の
異
本
に
見

え
て
い
る
の
を
、
九
大
本
を
善
本
と
す
る
河
野
氏
が
補
記
さ
れ
た
も
の

で
あ
る
。
文
化
年
間
細
井
貞
雄
の
再
三
の
校
訂
に
成
っ
た
九
大
本
系
の

諸
本
が
、
鎌
倉
末
期
ま
で
は
確
か
に
存
し
た
原
本
に
近
い
宇
津
保
物
語

を
最
も
よ
く
反
映
す
る
善
本
で
あ
る
と
の
仮
説
に
つ
い
て
の
論
証
は
、

氏
の
「
う
つ
ほ
物
語
異
本
の
研
究
」
（
共
立
女
子
大
学
紀
要
二
）
に
詳

し
く
、
こ
れ
を
反
証
す
る
に
足
る
論
拠
を
筆
者
は
持
た
な
い
。
し
か
し

河
野
氏
自
身
も
認
め
て
お
ら
れ
る
よ
う
に
、
九
大
本
は
板
本
へ
の
校
合

書
き
入
れ
に
過
ぎ
ず
そ
の
も
と
と
な
っ
た
写
本
は
現
存
し
な
い
な
ど
、

九
大
本
の
成
立
事
情
に
つ
い
て
は
な
お
疑
点
を
残
し
て
お
り
、
少
な
く

と
も
、
こ
の
「
年
変
る
」
の
用
例
Ｉ
源
氏
物
語
な
ど
の
用
例
と
は
異

な
り
、
こ
れ
が
「
年
返
る
」
の
替
り
に
起
用
さ
れ
る
必
然
性
を
認
め
得

な
い
ｌ
が
原
宇
津
保
物
語
の
表
記
を
そ
の
ま
ま
に
伝
え
て
い
る
も
の

か
は
依
然
不
明
で
あ
る
と
言
え
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で
は
、
こ
れ

ら
二
例
の
「
年
変
る
」
の
用
例
に
関
し
て
は
、
源
氏
物
語
が
、
「
年
変

る
」
と
い
う
年
次
交
替
表
現
に
つ
い
て
、
あ
る
い
は
そ
の
先
齪
を
持
つ

か
も
し
れ
な
い
こ
と
を
認
め
る
に
止
め
よ
う
。

（
皿
）
他
に
、
貞
元
元
年
（
巻
二
）
の
例
も
喪
中
で
あ
り
、
特
に
状
況
の
一
新

は
語
ら
れ
な
い
も
の
の
、
こ
れ
に
加
え
て
も
よ
か
ろ
う
。

（
ｕ
）
岩
波
古
典
大
系
「
栄
華
物
語
」
（
松
村
博
司
氏
・
山
中
裕
氏
校
注
）
の

表
記
の
ま
ま
。
底
本
に
お
け
る
補
句
で
あ
る
。

（
過
）
同
前
書
の
表
記
の
ま
ま
。
た
だ
し
見
せ
消
ち
に
よ
っ
て
「
な
り
け
る
」

と
補
正
さ
れ
て
い
る
と
い
う
。

（
魁
）
他
の
例
に
関
し
て
言
え
ば
、
承
保
四
年
（
巻
三
十
九
）
の
場
合
は
、

、
、
、
、

「
所
ノ
ー
の
有
様
、
常
よ
り
も
め
で
た
う
見
ゆ
る
」
と
あ
っ
て
、
前
引

、
、
、
、
、
、
、

の
長
暦
元
年
に
「
例
の
作
法
よ
り
も
め
で
た
し
」
と
あ
る
の
と
通
じ
て

お
り
、
こ
れ
も
め
で
た
さ
の
強
調
に
よ
っ
て
状
況
の
変
化
を
示
唆
し
て

い
る
の
で
は
な
い
か
。
ま
た
寛
治
三
年
（
巻
四
十
）
の
場
合
も
、
二
条

、
、

院
が
初
め
て
山
里
に
迎
え
た
新
年
を
、
「
都
に
塗
り
た
る
春
の
け
し
き

も
あ
は
れ
」
と
描
い
て
い
る
。

（
ｕ
）
源
氏
二
四
年
は
桐
壺
院
崩
御
の
翌
年
で
諒
闇
で
あ
る
が
、
「
年
か
へ
り

、
、
、

ぬ
れ
ど
」
と
逆
接
の
形
を
と
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
先
述
の
源
氏

一
三
年
の
例
が
唯
一
の
例
外
で
あ
る
。

〔
付
記
〕

本
稿
の
引
用
は
、
拾
遺
集
（
未
刊
国
文
古
注
釈
大
系
五
）
を
除
き
、
す

べ
て
岩
波
古
典
文
学
大
系
に
よ
る
。

一
一
一


