
．

日
本
の
古
典
文
学
の
最
高
蜂
と
し
て
名
高
い
「
源
氏
物
語
J

の
梗
概
世
の

ひ
と
つ
に、
「
源
氏
小
鏡」

が
あ
る
。

そ
の
「
小
鏡」

の
特
色
は、
「
源
氏
大

鋭」

な
ど
と
異
な
っ
て
一

部
の
和
歌
の
み
を
採
る
こ
と
と、
「
源
氏
物
語」

中
の
語
句
を
連
歌
寄
合
と
し
て
所
々
に
列
挙
す
る
こ
と
で
あ
る。
「
小
鏡」

の
著
者
に
も
擬
せ
ら
れ
る
二
条
良
基
は、

連
歌
に
お
い
て
「
源
氏
物
語」

を

誼
視
し．、
「
源
氏
寄
合
ハ
第
一

事
也」
（
九
州
問
答）

と
断
言
し
て
い
る。

「
源
氏
物
語」

は、

連
歌
師
に
と
っ
て
必
読
の
書
と
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
い
き
さ
つ
か
ら
寄
合
の
詞
を
併
せ
持
つ
「
小
鏡」

は、

速
歌
を

詠
む
際
の
手
軽
な
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
と
し
て
利
用
さ
れ
て
き
た。

ま
た、

連
歌

師
の
み
な
ら
ず
一

般
の
人
々
に
も、

長
大
な
「
源
氏
物
栢」

の
内
容
を
容
易

に
知
り
得
る
便
利
な
書
と
し
て
広
く
銃
み
継
が
れ
た
ら
し
く、

近
世
に
至
る

と
幾
植
か
の
版
本
が
刊
行
さ
れ
て
い
る。

そ
の
版
本
の
う
ち
の
一

本
が、

岡

・

山
大
学
附
屈
図
甚
館
池
田
家
文
庫
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。

こ
れ
は、

上
・

中
・

下
三
巻
三
冊
の
須
原
屋
版
（
刊
行
年
未
詳）

で、

伊
井
春
樹
氏
の
分
類

は
じ
め
に ー

そ
の
梗
概
化
を
め
ぐ
っ
て
1

「
源
氏
小
鏡」

に
関
す
る
一

考
察

•��99

に
よ
れ
ば
改
訂
本
系
小
鏡
に
あ
た
る
も
の
で
あ
る。

本
栢
で
は、

こ
の
池
田

家
文
庫
本
を
用
い
て、
「
源
氏
小
鋭」

の
梗
概
の
特
徴
に
つ
い
て
考
究
し
た

‘.
o
 禄

初
に、
「
源
氏
小
鏡」

の
梗
概
化
の
あ
ら
ま
し
を、

本
文
の
分
最
お
よ

ぴ
和
歌
数
と
い
う
最
的
な
比
較
に
よ
っ
て
見
て
い
く
こ
と
に
す
る。

本
文
の

分
菰
は、
「
源
氏
物
語」
（
源
氏
物
語
大
成
校
異
篇）

と
「
小
競」

双
方
を
原

稿
用
紙
（
一

行
二
0
文
字）

に
直
し
た
際
の
行
数
で、

和
歌
数
は
「
源
氏
物

語」

所
収
の
和
歌
数
と
「
小
鋭」

に
引
か
れ
て
い
る
和
歌
数
と
で
比
較
し
た
。

ま
ず
本
文
の
分
是
で
は、
「
小
鏡」

は
「
源
氏
物
栢」

の
約
六
・

ニ
％
の

行
数
と
な
り、

つ
ま
り
五
十
四
帖
を
三
帖
分
ほ
ど
に
ま
と
め
た
こ
と
に
な
る
。

次
に
和
歌
数
で
は、
「
源
氏
物
語」

の
七
九
五
首
の
和
歌
の
う
ち、
一

六
．

五
％
に
あ
た
る

二
ニ
―

首
を
引
い
て
い
る。

し
か
し、

本
文
の
分
正
に
し
て

も
和
歌
数
に
し
て
も、

全
体
が
均
等
に
縮
小
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

本
文
の
分
批
を
例
に
と
る
と、
「
源
氏
物
語」

そ
の
も
の
が
平
均
の
二
倍
以

増

田

京

子
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上
（
若
菜
下
な
ど）、
ま
た
は
二
分
の
一
以
下
（
箱
火
な
ど）

の
巻
を
除
い

て
も、

や
は
り
巻
ご
と
に
大
き
な
差
が
あ
る。
そ
の
う
ち、

本
文
の
分
量
・

和
歌
数
と
も
に
割
合
の
高
く
な
っ
て
い
る
巻
を
巻
序
に
従
っ
て
挙
げ
て
み
る

と、

桐
壺
巻・
タ
顔
巻・
須
磨
巻
・
御
法
巻・
幻
巻
な
ど
と
な
る。

極
端
に

長
い
巻
以
外
で
は、
ど
れ
も
光
源
氏
に
大
き
な
転
機
が
訪
れ
る
巻
で
あ
る
こ

と
は
周
知
の
と
お
り
で
あ
る。
一
方、

本
文
の
分
舟
に
お
い
て
王
茎
十
帖
が

五
．
0
％、

宇
治
十
帖
が
四
・
ニ
％
と
い
う
よ
う
に
割
合
が
低
く
な
っ
て
い

る。
こ
れ
は
別
伝
と
し
て
の
色
合
の
濃
い
も
の
よ
り
も、

光
源
氏
と
紫
の
上

を
中
心
と
し
た
物
語
に、
よ
り
重
き
が
置
か
れ
て
い
た
た
め
と
思
わ
れ
る。

と
こ
ろ
で、
「
小
鏡」
に
寄
合
の
詞
が
戟
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
は、

先
に

述
ぺ
た
と
お
り
で
あ
る。
寄
合
の
詞
と
は、

連
歌
に
お
け
る
付
合
の

契様
と

な
る
語
句
で
あ
る
が、
「
小
鋭」
で
は
時
に
あ
ら
す
じ
と
し
て
の
役
割
を
担

う
こ
と
も
あ
る。

次
に、
こ
の
寄
合
の
開
の
う
ち
列
挙
さ
れ
て
い
る
も
の
な

ど、

明
ら
か
な
も
の
の
み
の
数
を
巻
ご
と
に
関
ぺ
て
み
る
と、

三
匹
0
栢
の

寄
合
の
詞
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
た。
そ
の
う
ち、

五
九
・
一
％
の
二
01

話
ま
で
が、

桐
壺
か
ら
明
石
と
い
う
早
い
巻
に
集
中
し
て
い
る
の
で
あ
る。

中
で
も、

須
磨
巻
の
三
五
語
は
一
巻
あ
た
り
の
平
均
六
・
三
詣
を
大
き
く
上

回
っ
て
お
り、

桐
壺
巻・
タ
顔
巻
に
お
い
て
も
二
0
話
以
上
の
寄
合
の
詞
が

挙
げ
ら
れ
て
い
る。
逆
に、

寄
合
の
詞
の
全
く
見
ら
れ
な
い
巻
も
十
巻
あ
り、

そ
の
な
か
に
玉
茎
十
帖
と
宇
治
十
帖
が
そ
れ
ぞ
れ
三
巻
ず
つ
含
ま
れ
て
い
る。

こ
れ
ら
以
外
の
巻
に
つ
い
て
も、

本
文
の
分
砒
や
和
歌
数
の
割
合
が
託
い

も
の
ほ
ど、

寄
合
の
詞
も
多
く
な
る
傾
向
に
あ
る。
し
か
し
御
法
巻
と
幻
巻

と
は、

分
抵
的
に
は

多か
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず、

寄
合
の
開
が
極
端
に
少

な
い。

御
法
巻
で
は
全
く
見
ら
れ
ず、

幻
巻
で
も
わ
ず
か
に
二
語
を
数
え
る

の
み
な
の
で
あ
る。
こ
の
両
巻
に
つ
い
て
は
「
小
鏡」
に、
「
此
巻、

中

{s)
 

（
こ
と
ば
も
な
し」
（
御
法、

中
•
35
オ）、
「
御
法、

幻
二
の
巻
は、
い

づ
れ
も
お
も
し
ろ
け
れ
ど
も、

取
わ
き
た
る
事
な
し」
（
幻、

中
•
39
*）

と
い
う
記
述
が
あ
る。
つ
ま
り
寄
合
の
詞
は
な
い
が、
「
お
も
し
ろ」
い
と

い
う
理
由
で
あ
ら
す
じ
に
多
く
の
紙
幅
が
費
や
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る。
こ

の
あ
た
り
に、
「
小
鏡」
の
峯
者
の
興
味
•
OO
心
の
一
端
が
う
か
が
え
る
よ

う
に
思
わ
れ
る。

，

次
に、
「
小
鋭」
の
叙
述
の
内
容
に
つ
い
て
見
て
み
よ
う。
「
小
鏡」
で
は、

五
十
四
帖
の
巻
順
に
そ
れ
ぞ
れ
の
あ
ら
す
じ
が
述
ぺ
ら
れ
て
い
る。

各巻
は

「
こ
の
巻
を
0
0
と
い
ふ
こ
と．．．．．．
 
」
と
い
う
よ
う
な
巻
名
の
由
来
で
始
ま

り、

そ
の
後
に
そ
れ
以
外
の
部
分
の
あ
ら
す
じ
が
述
べ
ら
れ
る。
な
か
に
は

朝
顔
巻
や
常
夏
巻
の
よ
う
に、

巻
名
の
説
明
に
終
始
す
る
巻
さ
え
み
え
る。

ち
な
み
に、

採
択
さ
れ
た
一
三
一
首
の
和
歌
の
う
ち
の
三
三
首
は
い
わ
ゆ
る

巻
名
歌
で
あ
る。
つ
ま
り、
一
般
に
巻
名
歌
と
さ
れ
て
い
る
和
歌
の
ほ
と
ん

ど
が
採
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る。
こ
の
よ
う
に
「
小
鏡」
が
巻
名
を
重
視

す
る
傾
向
に
あ
る
の
は、

ひ
と
つ
に
は
「
源
氏
物
話」
の
巻
名
そ
の
も
の
が、

寄
合
の
詞
と
し
て
述
歌
に
用
い
ら
れ
た
た
め
と
考
え
ら
れ
る。
連
歌
の
付
合

に
際
し
て、

巻
名
に
ふ
さ
わ
し
い
話
句
を
選
ぶ
た
め
に
は、

そ
の
由
来
を
よ
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く
知
っ
て
お
く
必
要
が
あ
っ
た
の
で
あ
る。
と
こ
ろ
で、
巻
名
と
は
本
来
そ

の
巻
の
最
も
中
心
と
な
る
内
容
を、
冠
も
浩
的
に
酋
い
表
し
た
も
の
と
い
え

よ
う。
換
言
す
れ
ば、
究
極
の
梗
概
が
巻
名
な
の
で
あ
る。
し
た
が
っ
て、

巻
名
の
由
来
を
説
明
す
る
こ
と
は、
同
時
に
そ
の
巻
の
最
も
中
心
と
な
る
最

小
限
の
内
容
を
説
明
す
る
こ
と
に
な
る。
述
歌
に
詠
み
込
む
た
め
に
巻
名
の

説
明
を
優
先
さ
せ
た
結
果、
「
小
鏡」
の
梗
概
は、
非
常
に
簡
潔
で
あ
り
な

が
ら
的
を
射
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る。

さ
て、
「
小
鏡」
の
あ
ら
す
じ
を
「
源
氏
物
語」
の
原
文
と
比
べ
て
み
る

と、
表
現
の
相
違
の
み
な
ら
ず、
原
文
に
は
な
い
「
小
銃
J

独
自
の
内
容
も

見
ら
れ
る。
つ
ま
り、
「
小
鏡」
は
「
源
氏
物
語」
の
言
葉
を
機
械
的
に
つ

な
ぎ
合
わ
せ
た
の
で
は
な
く、
作
者
自
身
の
甘
葉
で
再
櫂
成
し
た
も
の
に

な
っ
て
い
る
の
で
あ
る。
さ
ら
に
巻
名
の
説
明
の
ほ
か、
語
句
や
有
戯
故
実

な
ど
に
関
す
る
注
釈
も
多
く
施
さ
れ
て
お
り、
梗
概
世
と
い
う
よ
り
注
釈
書

に
近
い
部
分
も
見
受
け
ら
れ
る。
そ
の
た
め
か、
例
え
ば
鍔
の
名
称
を
漠
詩

の
題
と
し
た
り
（
花
宴、
上・
19
オ）、
和
歌
の
出
所
を
取
り
違
え
た
り

（
花
散
里、
上・
26
ウ）
す
る
よ
う
な、
明
ら
か
な
誤
り
も
少
な
く
な
い。

．
ま
た
「
小
鏡」
で
は、
物
語
の
流
れ
が
必
ず
し
も
守
ら
れ
て
い
な
い。
そ

の一
因
は
も
ち
ろ
ん、
巻
名
の
説
明
を
優
先
さ
せ
た
こ
と
に
あ
る。
し
か
し、

巻
名
に
つ
い
て
の
説
明
の
部
分
を
除
い
て
み
て
も、
依
然
と
し
て
顛
序
の
乱

れ
は
存
在
す
る。
そ
れ
ば
か
り
か、
別
の
巻
の
内
容
が
入
り
こ
ん
で
い
る
場

合
さ
え
あ
る。
内
容
の
上
で
深
い
つ
な
が
り
が
あ
れ
ば、
巻
と
い
う
枠
組
み

•

よ
り
も
場
面
の
連
続
を
尊
重
し
た
結
果
で
あ
ろ
う
か。

以
上
の
よ
う
に
「
小
鏡」
の
梗
概
は
単
な
る
要
約
で
は
な
く、
作
者
に

よ
っ
て
再
編
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る。
結
采
と
し
て
時
に
誤
謬
も
散
見
し、

順
序
の
乱
れ
も
生
じ
て
い
る。
し
か
し
こ
こ
で
確
認
し
て
お
き
た
い
の
は、

巻
名
や
内
容
の
ま
と
ま
り
な
ど、
物
語
の
場
面
を
重
視
す
る
作
者
の

態度
で

あ
る。「

小
鏡」
が
機
械
的
な
作
業
に
よ
っ
て
梗
既
化
さ
れ
た
も
の
で
な
い
以
上

は、
す
べ
て
の
内
容
が
盛
り
込
ま
れ
た
わ
け
で
は
な
く、
そ
こ
に
は
当
然
切

り
捨
て
ら
れ
て
い
っ
た
場
面
も
あ
ろ
う。
そ
こ
で、
「
源
氏
物
語」
を
場
面

に
分
け
た
上
で、
「
小
鏡」
の
場
而
取
捨
の
様
子
を
調
ぺ
て
み
た
い。
な
お、

場
面
と一
口
に
首
っ
て
も、
そ
の
定
義
や
分
け
方
は
さ
ま
ざ
ま
に
考
え
ら
れ

る。
こ
こ
で
は
ひ
と
ま
ず
「
新
潮
日
本
古
典
集
成」
本
に
従
う
こ
と
と
し
た。

す
な
わ
ち、
「
集
成」
で
小
見
出
し
を
付
け
て
区
切
っ
て
い
る
小
段
茫
を、

場
面
と
見
倣
す
の
で
あ
る。
も
ち
ろ
ん
そ
の
場
面
に
長
短
の
差
は
あ
る
が、

「
源
氏
物
語」
に
は
全
部
で一
七
0
八
の
場
面
が
あ
っ
た。
そ
し
て、
そ
の

う
ち
の
二
五・
ニ
％
に
あ
た
る
四
三一
場
面
が
「
小
鏡
J

に
採
ら
れ
て
い
る

ko)
 

こ
と
が
知
ら
れ
た。

そ
れ
で
は、
「
小
鏡」
は
「
源
氏
物
語」
の
ど
の
よ
う
な
場
面
を
積
極
的

に
採
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か。
そ
こ
で
ま
ず、
「
源
氏
物
語」
の
す
べ

て
の
場
面
を
主
な
内
容
に
よ
っ
て、
便
宜
的
に
次
の
よ
う
な一
八
の
項
目
に

分
類
し
た。
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25 鸞24 23 22 2少1 20 19 18 17 16 這15 澪14 明13 須12 11 賣10 費9 花8 7 末問6 5 ◄ 3 2 槽I 

芦胡初 嗣竃松鯰閲

生撮石贋
届
星 ＊ 宴

』
賃

莉夕空書

鳥音菫女 麟雲風合屋 零願鱒＊豆

0 1 0 2 0 ゜ 1 1 I O O O I I 1 1 1 1 1 
①恋愛5 6 I 4 I 2 I 2 I 2 2 I 2 4 4 3 I I 1 

1 0 0 1 0 1 I I I I D 1 3 3 0 
②逢 瀬5 4 l 1 2 l 4 I I I 4 2 4 3 2 

゜ 1 0 0 0 碑褐1 I 2 I I 

1 0 1 1 1 2 2 0 2 ゜ 1 
2 ④悲 嘆4 I 1 2 1 5 9 6 6 2 

0 0 0 0 0 0 ゜ ゜ ゜ ゜
⑤苦 悩I 2 2 2 I I I 2 I I 

゜ ゜ 2 0 0 1 1 1 0 2 
⑥思 考1 J ヽ 1 2 I 2 2 2 2 

゜ 1 0 0 0 ゜ , D I D ゜ 0 0 
®心 情I I I I I I I I 2 2 l l 

1 2 0 I I 2 3 2 I ゜
⑧景物2 2 2 I 2 3 3 ◄ I 1 

0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 1 0 0 1 2 1 1 4 ⑨人 物I I 3 3 3 3 I 5 3 I 4 l 4 1 4 3 5 I 2 4 

1 0 2 0 0 1 0 1 I ゜ l l O 1 1 0 0 2 
⑩動 静I 4 4 J 2 I 1 6 2 2 I I I 4 3 I I 3 

〇ヽ 1 1 0 2 2 1 0 3 2 0 2 2 0 0 1 0 1 2 
⑪行 来ヽ 5 3 1 2 3 2 I 2 3 4 I 9 3 1 2 6 3 I 3 

゜ 2 I I 1 0 ゜ ； ⑫政 治5 4 4 2 5 I I 

＇ ゜ 1 1 3 1 ゜ ：直．式2 I 3 I 3 I I 

0 0 0 I I 1 2 l l l 3 ゜
⑭宴 遊I 2 l 3 4 I 5. I I I 4 I 

＇ l i 0 0 2 5 I ヽ 4 5 ⑮病・死I 3 I 3 I 3 7 I 5 

0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 3 
⑯論・訣2 I 3 2 Z 2 I 2 I 3 2 3 2 I 20 

゜ 0 0 I 0 0 2 0 0 0 ゜ ゜
⑰言 動l 3 I 2 I I 2 I I I I I 

0 0 l l l 0 0 0 1 0 1 0 2 1 0 0 0 0. 2 
⑱消店、I l I 2 2 2 3 I 2 l l 2. 6 6 2 2 1 2 2 

2 2 2 10 11 1 6, 7 4 3 7 6 18 11 1 9 17 3 6 3 9,11 5 9 16 滋、f1l
It 

＂幻II 23 41 17 � 16 12 5 19 30 29 34 4 44 40 6 20 18 31 20 8 32 19 漏氏窃1,

③幸
福

④
悲
嘆

⑤
苦
悩

⑥
思
考

次
に
そ
れ
ら
の
場
面
を 、

和
歌
•

寄
合
の
固
を
含
め
て 、
「
小
鏡」

が
あ

⑨
人

物

⑩動
静

⑪
行
来

⑫
政
治

ら
す
じ
に
取
り
入
れ
て
い
る
か
ど
う
か
を
巻
ご
と
に
調
ぺ
た 。

そ
の
結
果
を

⑮病
・

死

⑯
論
·

談

⑰首
動

⑱消
息

表
に
ま
と
め
て
お
く 。

各
項
の
下
段
は
「
源
氏
物
話」

の
場
面
数 、

上
段
は
「
源
氏
小
鏡」

の
場
面
数
で
あ
る 。

な
お
「
源
氏

物
話」

に 、

そ
の
項
目
に
該
当
す
る
場
面
の
な
い
場
合
は
空
襴
と
し
た 。

＾
饗
別
•

項
目
別
場
面
数
V

①恋
愛

⑦｀
心
情

⑬
儀
式

②
逢
瀬

⑧
炊

物
⑭宴
遊

.,- 23 -
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記2 3 S 10 2 I 11 3 4 2 I 5 I I 7 2 l 3 l I I 2 

20,6 鵡 1. 0 0 2 0 3 1 0 0 0 0 1 1 2 1 1 1 1 0 0 0 ゜ 1 1 I 0 
136 3 3 4 12 3 8 3 6 7 4 3 3 2 2 6 3 I I 3 4 3 3 4 1 I 3 

431 3 ＇ 12 2 27 9 20 3 19 5' 15 8 5 5 14 12 14 1 6 13 231184'4 2 2 2 1 2 
お ．2 一

1708 20 66 60 77 64 84 21 106 43 40 46 15 22 ·21 20 58 13 15 38 2111”'18 32 8 ZI 15 3 14 

- 24 -



次
に、

項
目
別
に
こ
の
表
を
見
た
と
き
に
「
小
鋭」
の
採
択
の
割
合
の
森

•
い
も
の
は、

顛
に、

⑧
既
物・・
…
…
…•
47
.
7
%

⑬
儀
式
：．．．．
．．．．．
．

 41
．
9
%
 

⑮
病
・
死・・・・
…••
39
.
6
%

⑭宴
遊・・
:........
 38
.
7
%
 

四

ま
ず、

巻
別
に
こ
の
表
を
概
限
し
て
み
よ
う。

先
の
分
伍
的
な
比
較
で
割

合
の
高
か
っ
た
巻
の
う
ち、

や
は
り
桐
壺
・
御
法・
幻
の
三
巻
は
六
割
以
上

と
い
う
窃
率
で
場
面
が
採
ら
れ
て
お
り、

夕
旗
巻
・
明
石
巻
も
高
率
を
示
し

て
い
る。

中
で
も
桐
壺
巻
は
一
九
場
面
の
う
ち
一
六
場
面
と、

ほ
と
ん
ど
の

場
面
が
網
羅
さ
れ
て
い
る。
ま
た
幻
巻
は、

も
と
も
と
少
し
趣
の
異
な
る
巻

で
あ
る。
そ
こ
で
は、

紫
の
上
に
先
立
た
れ
た
光
源
氏
の
悲
し
み
が、

四
季

折
々
の
摂
物
に
寄
せ
た
二
六
首
の
和
歌
に
歌
わ
れ
て
い
る。
「
小
鏡」
は
そ

の
う
ち
の
一
四
首
を
採
択
し、

和
歌
を
中
心
と
し
た
あ
ら
す
じ
に
な
っ
て
い

る。
こ
れ
に
対
し
て、

玉
製
十
帖
は
一
六
•
五
％、

宇
治
十
帖
は
一
九
・

八
％
と、
こ
こ
で
も
や
は
り
全
体
の
平
均
を
下
回
る
結
果
と
な
っ
た。

蛸
蛉

巻
に
至
っ
て
は、

六
0
場
面
の
う
ち
わ
ず
か
に
二
場
面
を
採
る
の
み
で、
ご

く
限
ら
れ
た
場
而
だ
け
で
そ
の
巻
の
説
明
を
終
わ
る
も
の
も
あ
る
こ
と
が
知

ら
れ
る。
し
か
し
総
じ
て
い
え
ば、

巻
々
に
応
じ
た
場
面
の
取
捨
選
択
が
行

な
わ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る。

と
な
っ
て
い
る。
以
下、

そ
れ
ぞ
れ
の
特
徴
と
な
っ
て
い
る
場
面
を
推
げ
な

が
ら、

項
目
別
に
考
察
し
て
い
き
た
い
。

い
＾
景
物
V
に
つ
い
て

＾
俄
物
＞
（
建
築
物・
情
致
・
気
象
な
ど）

で
は、
「
源
氏
物
語」
の
四

四
場
面
の
う
ち、
ニ
ー
場
而
を
「
小
鋭」
は
採
っ
て
い
る。
そ
れ
ら
の
場
而

を
巻
ご
と
に
見
た
と
き
に
注
目
さ
れ
る
巻
で、

特
に
紙
幅
の
費
や
さ
れ
て
い

る
場
面
を
列
洋
し
て
み
よ
う。

〔
須
磨〕

三
月
上
巳
の
日、

源
氏、

海
浜
に
出
て
御
放
を
し、

暴
風
雨
に

(7)
 

襲
わ
れ
る

〔
蓬
生〕

常
陸
の
宮
邸
の
荒
廃
の
さ
ま

〔
少
女〕

六
条
院
完
成

四
季
の
庭
の
情
趣

〔
幻〕

二
月、

匂
の
宮
と
紅
梅
と

便
宜
的
に
景
物
と
称
し
て
い
る
が、
こ
こ
に
挙
げ
た
楊
而
は、

そ
れ
ぞ
れ

の
巻
の
中
心
的
な
話
閣
に
欠
か
せ
な
い
状
況
設
定
と
な
っ
て
い
る。

③
＾
僅
式
＞
に
つ
い
て

次
に、

四
三
楊
而
の
う
ち
一
八
場
面
の
採
ら
れ
て
い
る
＾
倣
式
＞
（
誕

生
・
元
服
・
婚
儀・
賀
な
ど）

に
つ
い
て
見
て
い
く。
こ
の
項
目
に
含
ま
れ

る
場
而
は、

主
に
登
場
人
物
の
誕
生
と
成
長
の
過
程
を
示
す
も
の
で
あ
る。

そ
の
採
り
方
は、

倍
式
の
事
実
に
つ
い
て
形
式
的
に
触
れ
る
程
度
と
な
っ
て

い
る
楊
合
が
多
い。
し
か
し、

儀
式
に
関
し
て
の
詳
し
い
解
説
の
あ
る
こ
と

も
あ
る。

例
え
ば、

桐
壺
巻
の
＾
源
氏
の
君
の
元
服
＞
に
関
連
し
て
は、

で8)

「
は
つ
も
と
ゆ
ひ」
「
濃
き
む
ら
さ
き」
と
い
う
語
句
に
つ
い
て
の
解
説
が
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•
あ
る。
ま
た、

葵
巻
の
＾
源
氏、

三
日
の
夜
の
餅
を
祝
う
＞
場
面
で
は、

源

氏
三
箇
の
秘
事
に
も
数
え
ら
れ
て
い
る
「
三
つ
が
一
っ
か
に
て
も
あ
ら
む
か

し」
と
い
う
件
に、

詳
し
い
説
明
が
な
さ
れ
て
い
る。

③
＾
咲
遊
V
に
つ
い
て

九
1

1

]

楊
面
の
う
ち
三
六
場
而
を
採
っ
て
い
る
＾
宴
遊
V
（
音
楽・
宴・
年

中
行
事
な
ど）

の
主
な
場
面
と
し
て
は、

〔
紅
莱
賀〕

朱
雀
院
の
行
幸
の
試
楽
に
源
氏、

特
悔
波
を
摂
う

〔
花
宴〕

南
殷
の
花
の
宴
に、
源
氏、
頭
の
中
将、
詩
を
作
り、
翔
を
舞
う

．
〔
梅
枝〕

森
物
競
べ

．

〔
若
菜
下〕

明
石
の
上
琵
琶、
紫
の
上
和
琴、
女
御
節
の
琴、
女
三
の
宮
琴

が
挙
げ
ら
れ
る。
い
ず
れ
も、

光
源
氏
の
栄
華
ぶ
り
を
示
す
場
而
と
し
て
有

名
で
あ
る。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は、

そ
の
様
子
が
具
体
的
に
詳
し
く
描
写
さ

れ
て
い
る
と
い
う
の
が
特
徴
で
あ
る。

④
＾
病
•
死
＞
に
つ
い
て

＾
病・
死
＞
（
物
怪•
仏
事・
出
家
な
と）

で
は‘
1
0
六
場
面
の
う
ち

四
二
場
面
が
「
小
鋭
」

に
採
ら
れ
て
い
る。

そ
の
主
な
場
面
を
挙
げ
て
み
よ

、
r、

〔
桐
壺〕

野
分
の
タ
ベ、

靱
負
の
命
婦
の
弔
問

〔
夕
頻〕

そ
の
夜、

ほ
性
の
女
が
現
れ、

夕
頗
は
急
死
す
る

〔
葵〕

葵
の
上、

出
産
近
く、
い
よ
い
よ
物
の
怪
に
苦
し
む

〔
御
法〕

紫
の
上、

源
氏、

中
宮
と
唱
和
の
の
ち、

死
す

「
源
氏
物
語」
そ
の
も
の
に
お
い
て、

登
場
人
物
の
死
の
場
面
が
巻
々
の

い
わ
ゆ
る
「
ヤ
マ
場」
と
な
り、
ま
た
そ
の
死
を
め
ぐ
っ
て
物
語
が
展
開
す

る
こ
と
は
少
な
く
な
い。

そ
こ
で、
「
源
氏
物
語」

を
梗
概
化
す
る
に
あ

た
っ
て
も、
死
の
楊
而
は
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う。

こ
の
A
病・
死
＞
と
性
格
を
同
じ
く
す
る
も
の
に、

A
逢
瀬
＞
（
垣
間

見・
後
朝
・
結
婚
な
ど）

が
あ
る。
こ
れ
も、

三
四
・
六
％
の
高
率
で
楊
面

が
採
ら
れ
て
い
る。
「
源
氏
物
語」
の
性
質
を
鑑
み
る
と、

逢
瀬
の
場
面
が

多
く
採
ら
れ
て
い
る
と
い
う
の
は
当
然
の
こ
と
で
あ
る。
し
か
し、

単
に
数

が
多
い
と
い
う
の
み
で
は
な
い。
こ
こ
で
特
箪
す
ぺ
き
は、
こ
の
項
目
に
は

寄
合
の
詞
が
集
中
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る。
三
四
0
語
挙
げ
ら
れ
て

い
た
寄
合
の
詞
の
う
ち、

約
二
0
％
に
あ
た
る
六
四
語
が
こ
の
途
瀬
の
楊
而

か
ら
採
ら
れ
て
い
る。

寄
合
の
詞
が
多
い
と
い
う
こ
と
は、

そ
れ
だ
け
述
歌

に
詠
ま
れ
る
機
会
も
多
か
っ
た
に
述
い
な
い。
死
や
逢
瀬
な
ど
は、

時
代
を

超
え
て
人
々
の
胸
に
感
動
を
与
え
る
主
題
で
あ
り、

場
面
と
し
て
経
貨
に
佑

す
る
も
の
で
あ
る
と
い
え
よ
う。

以
上、

採
択
の
割
合
の
高
い
項
目
に
つ
い
て
見
て
き
た
が、

そ
れ
ら
の
場

面
の
中
に、
「
小
競」
で
の
記
述
が
非
常
に
詳
し
い
も
の
が
あ
る。

そ
れ
は

前
掲
の、

＾
景
物
＞
の
〔
少
女〕

六
粂
院
の
四
季
の
庭
の
情
趣

＾
宴
遊
V
の
〔
梅
枝〕

蕉
物
競
ペ

＾
宴
遊
V
の
〔
若
菜
下〕

六
条
院
の
女
楽

で
あ
る。
さ
ら
に、

先
に
挙
げ
た
項
目
以
外
の
も
の
で
は、
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今
度
は、
採
ら
れ
る
こ
と
の
少
な
い
場
面
に
つ
い
て
見
て
い
こ
う。
採
択

の
割
合
が、
平
均
の
二
分
の一
以
下
と
い
う
低
い
項
目
に
は、

層
悩・・・・・・・・:,．
5
.

8
%

五

A
消
息
＞
の
〔
玉
茎〕
年
の
暮、
源
氏、
新
春
の
晴
箔
を
婦
人
た
ち
に
贈
る

＾
人
物
V
の
〔
若
菜
下〕
源
氏、
女
君
た
ち
を
覗
き
見
て
花
に
よ
そ
え
る

が
あ
る。
一
例
と
し
て、
少
女
巻
の
＾
六
条
院
の
四
季
の
庭
の
情

趣V
か
ら

一
部
を
引
用
し
て
み
よ
う。

ま
づ
南
の
ひ
が
し
に
は、
む
ら
さ
き
の
上
の
御
か
た
春
の
あ
け
ぽ
の
を

し
め
絵。
春
の
く
さ
木
ど
も
数
を
つ
く
し
て
う
へ
ら
る、。
さ
て
こ
そ

春
の
御
か
た
と
も
申
け
れ。
束
の
町
に
は、
花
ち
る
さ
と
と
間
え
し
は、

夏
の
御
か
た
に
て、
う
の
花
さ
う
ぴ
く
た
に
ふ
ぢ
つ
、
じ
な
ど
う
へ
た

ま
ひ
た
り。
是
は
南
お
も
て
な
り。
花
ち
る
里
に
よ
そ
へ
て
お
も
し
ろ

く、
•
…・・

（
少
女、
中・
3
ウ
ー
4
オ）

こ
の
よ
う
に、
春
夏
秋
冬
の
趣
向
を
凝
ら
し
た
庭
の
情
景
が、
そ
こ
に
住

む
女
性
と
の
取
合
せ
と
と
も
に、
事
細
か
に
説
明
さ
れ
る
の
で
あ
る。
た
し

か
に
光
源
氏
が
六
条
に
大
邸
宅
を
構
え、
四
季
ご
と
の
庭
を
造
営
し
た
こ
と

は、
主
人
公
の
繁
栄
ぶ
り
を
示
す一
大
事
と
い
え
る。
し
か
し、
そ
の
事
実

だ
け
を
伝
え
る
の
に、
少
女
巻
の
五
分
の一
も
の
分
量
を
費
や
し
て
ま
で
詳

細
に
述
べ
る
必
要
は
な
か
ろ
う。
こ
れ
は、
物
語
の
あ
ら
す
じ
を
述
べ
る
と

い
う
点
か
ら
見
れ
ば、
は
な
は
だ
奇
異
で
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い。

六
③幸
福
…
…．．．．．．
 7．
1
%
 

⑯論・
駁．．．．．．．
 n．
8
%

の
三
つ
が
あ
る。
こ
の
う
ち、
苦
悩
と
幸
福
と
は
あ
ま
り
に
も
抽
象
的
で、

具
体
的
な
場
面
と
し
て
は
描
き
に
く
い
こ
と
が
低
率
の一
因
と
考
え
ら
れ
る。

と
こ
ろ
で、
「
源
氏
物
語」
に
は
芸
術
な
ど
に
つ
い
て
の
論
が
交
わ
さ
れ
る

場
面
が、
し
ば
し
ば
出
て
く
る。
絵
合
巻
の
オ
芸
論、
薄
雲
巻
の
春
秋
論、

玉
茎
巻
の
和
歌
論、
蛍
巻
の
物
甜
論、
梅
枝
巻
の
仮
名
論、
そ
し
て
若
菜
下

巻
の
音
楽
論
な
ど
は
有
名
で
あ
る。
し
か
し
こ
れ
ら
の
論
に
つ
い
て、
「
小

鏡」
で
は一
切
触
れ
ら
れ
る
こ
と
が
な
い。
ま
た、
帯
木
巻
の
雨
夜
の
品
定

め
に
お
い
て
も、
採
ら
れ
て
い
る
の
は、

・
馬
の
頭
の
体
験
餃

K
枯
の
女
の
話

・
頭
の
中
将
の
体
験
談

常
夏
の
女
の
話

•
藤
式
部
の
丞
の
体
験
談

女
学
者、
蒜
食
い
の
女
の
話

と
い
う
体
験
談
ば
か
り
で、
女
性
論
は
影
を
ひ
そ
め
て
い
る。
「
小
鏡」
で

は
論
な
ど
と
い
う
抽
象
的
な
も
の
よ
り
も、
実
際
に
目
に
見
え
る
具
体
的
な

場
面
の
方
が
多
く
描
か
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら、
い

わ
ば
絵
に
な
る
場
面
の
方
を
好
ん
で
採
る
と
い
う、
作
者
の
姿
勢
を
う
か
が

い
知
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か。

「
小
鏡」
で
よ
く
採
ら
れ
て
い
る
場
面
は、
大
き
く
三
つ
に
分
か
れ
る
よ

う
で
あ
る。
ー
つ
は、
物
語
の
中
心
と
な
る
主
姐
に
関
わ
る
場
面
で
あ
る。

- 27 -



お
わ
り
に
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こ
れ
ら
の
場
面
は、
梗
概
柑
と
し
て
当
然
必
要
と
さ
れ
る
は
ず
の
も
の
で、

「
小
鏡」
の
大
部
分
は
こ
の
場
面
か
ら
成
る。
先
に
挙
げ
た
A
病・
死
＞
ゃ

A
逢
瀬
V
の
場
面
は、
こ
れ
に
当
た
ろ
う。

二
つ
め
は、
物
語
の
主
筋
か
ら
は
外
れ
る
が、
連
歌
師
が
心
得
て
お
か
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
知
識
と
し
て
の
場
面
で、
「
小
鏡」
な
ら
で
は
の
も
の
で

あ
る。
実
は、
こ
の
こ
と
を
端
的
に
表
現
し
て
い
る
言
葉
が、

「小
鋭」
に

見
ら
れ
る。

此
こ
と
こ
の
巻
に
あ
れ
ば
と
て、
い
せ
な
ど
に
つ
く
べ
か
ら
ず。
桐
つ

ぽ
の
み
か
ど
い
づ
れ
の
巻
に
崩
御
な
り
け
る
や
ら
ん
な
ど、
人
の
た
づ

ね
ん
に
し
ら
ざ
ら
ん
は
む
げ
な
れ
ば
書
し
な
り。（

榊、
上・
26
オ
i
ウ）

こ
の
文
章
よ
り
前
に
は、

光源
氏
と
六
条
御
息
所
の
野
の
宮
で
の
別
れ
の

場
面
が
趣
深
く
描
か
れ
て
お
り、
そ
の
最
後
の
と
こ
ろ
に
桐
壺
院
の
死
に
つ

い
て
簡
単
に
触
れ
ら
れ
て
い
る。
そ
の
す
ぐ
後
に
続
く
文
章
が、
こ
れ
で
あ

、

令
こ
の
植
の
注
意
世
き
は
こ
れ
以
外
に
も
処
々
に
見
ら
れ、
述
歌
師
と
し

て
必
要
な
知
識
の
伝
授
を
意
図
し
た
よ
う
な、
場
面
の
取
り
上
げ
方
も
な
さ

れ
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
え
る。

、
そ
し
て
三
つ
め
が、
前
述
の
＾
六
条
院
の
四
季
の
庭
の
情
趣
V
な
ど
の
場

、
面
で
あ
る。
そ
の
叙
述
は
単
な
る
あ
ら
す
じ
と
し
て
は
詳
し
す
ぎ
る
た
め、

か
え
っ
て
話
の
流
れ
を
せ
き
と
め、
解
り
に
く
く
さ
え
し
て
い
る。
ま
た、

述
歌
の
知
識
を
提
供
し
て
い
る
に
し
て
も、
寄
合
の
詞
の
列
挙
な
ど
に
比
ペ

て、
冗
没
で
焦
点
が
ぽ
け
て
い
る。
そ
れ
を、
敢
え
て
長
々
と
描
い
て
い
る

と
い
う
の
は、
作
者
自
身
の
興
味•
関
心
に
甚
づ
く
鑑
賞
が
な
さ
れ
て
い
る

場
面
と
い
う
こ
と
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か。

作
者
の
典
味•
閲
心
と
い
う
観
点
か
ら、
い
ま一
度
「
小
鏡」
を
説
み
返

し
た
と
き、
梗
概
の
所
々
で
物
話
や
出
来
事
を
批
評
し
て
い
る
言

葉—ー＇
評

語

ーー
が
あ
る
こ
と
に
気
付
く。
「
小
鋭」
で
用
い
ら
れ
て
い
る
評
語
は

「
お
も
し
ろ
し」
（
前
掲ゞ

御
法
巻・
幻
巻、
引
用
参
照）
「
あ
は
れ
な
り」

「
お
も
ひ
や
る
ぺ
し」
「
め
で
た
し」
な
ど
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る。
こ
れ
ら
の

評
語
は、
例
え
ば、

か
く
て
日
を
へ
て
お
も
り
て、
八
月
中
ほ
ど
に
か
く
れ
給
ふ
0

院
の
御

、
、
、
、
、
、
、

か
た、
御
心
の
う
ち
お
も
ひ
ゃ
る
ぺ
し。

（
御
法、
中•
33
ウ、
傍
点
筆
者）

な
ど
と
用
い
ら
れ
て
い
る。
そ
の
中
に
は
批
評
と
い
う
よ
り
も、
作
者
が
思

わ
ず
感
慨
を
も
ら
し
た
よ
う
な
も
の
も
あ
る。
こ
の
こ
と
か
ら
も、
「
小
鋭」

の
梗
概
の
中
に
作
者
が
述
歌
師
と
し
て、
否一
読
者
と
し
て
「
源
氏
物
語」

を
鑑
貸
し
て
い
る
姿
が
浮
か
ん
で
く
る。
そ
し
て、
そ
の
作
者
の
興
味•
関

心
の
示
さ
れ
て
い
る
の
が、
先
程
来
問
題
と
し
て
い
る
「
詳
し
す
ぎ
る」
場

而
で
あ
り、
ま
た
取
る
べ
き
語
句
が
な
い
か
ら
と
い
っ
て
巻
名
の
由
来
の
み

で
は
終
わ
っ
て
い
な
い
御
法
巻・
幻
巻
の
梗
概
な
の
で
あ
る。

「
源
氏
小
鏡」
に
は、・「
源
氏
物
語」
の
あ
ら
す
じ
を
述
ぺ
る
ほ
か、
連

歌
寄
合
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に、
連
歌
を
詠
む
た
め
の
知
識
を
説
く
と
い
う



特
別
な
要
素
が
顕
若
で
あ
っ
た 。
し
か
し
そ
れ
だ
け
で
な
く 、
作
者
が
「
源

氏
物
語」
そ
の
も
の
を
鑑
賞
し
て
い
る
部
分
も
見
出
だ
せ
る 。
そ
の
作
者
の

興
味•
関
心
は 、
あ
ら
す
じ
と
も
連
歌
の
知
識
と
も
関
係
の
薄
い
箇
所
に
も

か
か
わ
ら
ず 、
詳
し
く
場
面
が
描
写
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
や 、
評
語
な
ど
に

強
く
表
れ
て
い
る 。
そ
れ
が 、
連
歌
師
の
み
に
と
ど
ま
ら
ず 、
一
般
の
人
々

を
も
そ
の
読
者
陪
に
加
え
て 、
広
く
長
く
読
ま
れ
た
「
小
鏡」
の
魅
力
の
所

以
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る 。

注
(
l)
寺
本
直
彦
氏
「
源
氏
物
語
受
容
史
論
考」
（
風
間
布
房 、
昭
45.
5)
に
詳

し
い 。

(
2)
岩
波
古
典
文
学
大
系
「
追
歌
論
集・
俳
論
集
に
よ
る 。

(
3)
「
滉
氏
物
栢
注
釈
史
の
研
究
（
桜
楓
社 、

昭
55.
11)
に
詳
し
い 。

(
4)
「
小
鋭」
で
異
な
る
先J
に
引
い
て
い
る
場
合
は 、
も
と
の
巷
に
戻
し
た 。

(
5)
以
下 、
『
源
氏
小
芭
本
文
の
引
用
は
池
田
家
文
郎
本
に
よ
り 、
上・
中・

下
の
別
と
そ
の
丁
数
表
哀
を
付
し
た 。
な
お 、
句
説
点・
濁
点
は
箪
者 。

(
6)
「
小
鋭」
の
内
容
が
ど
の
場
面
の
こ
と
な
の
か
限
定
し
が
た
い
場
合
も 、
私

意
に
よ
り
内
容
の
近
い
場
面
に
当
て
は
め
た 。
文
た
別
の
牲
の
内
容
が
入
り

込
ん
で
い
る
場
合
は 、
も
と
の
場
而
に
戻
し
て
数
え
た 。

(
7)
以
下 、
場
面
の
説
明
は
「
新
潮
8
本
古
典
集
成」
本
の
小
見
出
し
に
よ
る 。

．

(
8)
以
下 、

祠
氏
物
包
本
文
の
引
用
は 、
「
新
潮
B
本
古
典
集
成」
本
に
よ
る 。

（
付
記）
本
租
を
杏
く
に
あ
た
っ
て 、
エ
腹
進
思
郎
先
生
の
ご
指
導
を
賜っ
た 。
こ

第
20
号

研
究
室
受
贈
図
書
攘
誌
目
録
口

群
馬
県
立
女
子
大
学
国
文
学
研
究
（
群
馬
県
立
女
子
大
学
国
揺
国
文
学
会）

第
十
二
号

研
究
紀
要
（
尚
桐
学
園
尚
桐
大
学）

第
15
号

言
語
と
文
学
（「
酋
語
と
文
学」
編
集
部）

第
31
号

笞
語
文
化
研
究
所
年
報
（
武
庫
川
女
子
大
学）

第
3
号

高
知
大
国
文
（
高
知
大
学
国
語
国
文
学
会）

第
二
十
二
号

・

甲
南
国
文
（
甲
南
女
子
大
学
国
文
学
会）

第
39
号

甲
南
大
學
紀
要

文
学
編

84

国
語
学

研究
（
束
北
大
学
文
学
部
「
国
栢
学
研
究」
刊
行
会）

31

国
語
学

研
究
と
資
料
（
早
大
文
学
部
国
話
学
研
究
と
資
料
の
会）

第
十

五
号

国
語
科
研
究
論
集
（
福
岡
教
育
大
学
国
語
国
文
学
会）

33

国
語
教
宵
論
叢
（
島
根
大
学
教
斉
学
部
国
文
学
会）

第
二
号

国
語
研
究
（
岡
山
大
学
教
背
学
部
国
匝
研
究
会）

第
六
号

国
語
研
究
（
上
越
教
育
大
学
国
語
教
育
学
会）

第
6
号

国
栢
研
究
（
横
浜
国
立
大
学
国
語
国
文
学
会）

第
10
号

国
語
国
文
（
宮
城
教
育
大
学）

第
16
労 、
第
17
号 、
党
18
号 、
第
19
号 、

·

. 

， 

： 

J

に
記
し
て
謝
意
に
代
え
た
い 。

r1←..'-
EJ
·
←JJ.
11
9.
n
ヒ�
4

こ
3
』

9
r.J,9
Eゴ

（
隕
山
県
立
金
JII
応
校
教
諭）
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