
　
　
　
高
等
学
校
国
語
教
科
書
に
お
け
る
『
源
氏
物
語
』
採
録
箇
所
の
研
究

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

─
桐
壺
巻
・
若
紫
巻
採
録
の
適
切
さ
を
中
心
と
し
て

─

菅　
　
　
　
　

智　
　

子

　
　
　
　
は
じ
め
に

古
典
文
学
作
品
に
一
度
も
触
れ
た
こ
と
が
な
い
と
い
う
人
は
い
な
い
は
ず
だ
。
な
ぜ
な
ら
中
学
校
、
高
等
学
校
の
国
語
の
教
科
書
に
は
必

ず
掲
載
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
限
ら
れ
た
教
科
書
の
ペ
ー
ジ
数
の
中
に
古
典
文
学
作
品
を
原
文
の
ま
ま
全
て
掲
載
す
る
こ
と
は
不
可
能

で
あ
る
。
教
科
書
に
採
録
さ
れ
て
い
る
作
品
は
、
数
多
く
あ
る
古
典
文
学
作
品
の
一
部
で
あ
り
、
そ
し
て
採
録
さ
れ
た
箇
所
は
そ
の
作
品
の

中
の
ほ
ん
の
一
部
分
だ
。
教
科
書
を
編
集
す
る
出
版
社
は
、
作
品
の
中
の
ど
の
箇
所
を
掲
載
す
る
か
、
長
続
き
の
文
を
ど
こ
で
区
切
る
か
、

ま
た
生
徒
の
発
達
段
階
に
応
じ
て
、
現
代
語
訳
を
掲
載
す
る
、
概
要
を
説
明
す
る
な
ど
の
工
夫
を
し
て
い
る
は
ず
だ
。

今
回
は
適
切
な
古
典
教
材
の
条
件
を
考
え
た
う
え
で
、「
最
高
傑
作
」
や
「
最
高
峰
」
と
評
さ
れ
る
『
源
氏
物
語
』
に
焦
点
を
あ
て
、
高

等
学
校
国
語
教
科
書
に
お
い
て
『
源
氏
物
語
』
の
採
録
箇
所
は
適
切
か
ど
う
か
を
考
え
て
い
き
た
い
。

　
　
　
　
一
　
適
切
な
古
典
教
材
の
条
件

教
科
書
の
適
切
さ
に
は
、
様
々
な
観
点
の
も
の
が
あ
り
う
る
。
例
え
ば
、
山
本
眞
一
郎
氏
は
、
教
科
書
の
編
集
に
は
「
教
育
的
配
慮
」
と

い
う
タ
ブ
ー
が
存
在
し
、
文
学
的
な
価
値
よ
り
も
「
教
育
的
配
慮
」
が
優
先
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
（
注
一
）。
あ
る
い
は
、
吉
井
美

弥
子
氏
は
、
教
員
の
多
忙
さ
に
よ
り
、
多
く
の
教
育
現
場
に
お
い
て
定
番
教
材
が
含
ま
れ
な
い
教
科
書
が
望
ま
れ
て
い
な
い
こ
と
を
あ
げ
て
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い
る
（
注
二
）。
い
ず
れ
も
興
味
深
い
観
点
と
い
え
る
が
、
筆
者
と
し
て
は
検
証
し
が
た
い
た
め
、
こ
こ
で
は
『
検
定
基
準
』
を
も
と
に
適
切
な
古
典

教
材
の
条
件
を
考
え
て
い
き
た
い
。

教
科
書
が
生
徒
の
手
に
届
く
ま
で
に
は
、
著
作
・
編
集
、
検
定
、
採
択
、
発
行
（
製
造
・
供
給
）
及
び
使
用
と
約
四
年
間
と
い
う
長
い
時

間
が
か
か
っ
て
い
る
。
そ
の
中
で
出
版
社
は
、
文
部
科
学
省
が
検
定
の
た
め
に
必
要
な
審
査
基
準
を
定
め
て
い
る
『
高
等
学
校
教
科
用
図
書

検
定
基
準
』
を
満
た
す
よ
う
に
編
集
を
行
っ
て
い
る
。『
検
定
基
準
』
を
み
る
と
、
教
科
書
は
、
教
育
基
本
法
や
学
校
教
育
法
、『
指
導
要

領
』
に
示
さ
れ
る
よ
う
な
目
標
の
達
成
を
目
指
し
て
つ
く
ら
れ
る
も
の
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
こ
で
私
は
、『
検
定
基
準
』
を
は
じ
め

と
し
、『
指
導
要
領
』
や
『
解
説
国
語
編
』
も
ふ
ま
え
て
、
適
切
な
古
典
教
材
の
条
件
と
し
て
次
の
四
点
を
あ
げ
た
い
。

（
Ａ
）
生
徒
の
心
身
の
発
達
段
階
に
適
応
し
て
お
り
、
心
身
の
健
康
や
安
全
及
び
健
全
な
情
操
の
育
成
に
つ
い
て
必
要
な
配
慮
を
欠
い

て
い
る
と
こ
ろ
は
な
い
こ
と
。

（
Ｂ
）
古
典
を
進
ん
で
学
習
す
る
意
欲
や
態
度
を
養
う
の
に
役
立
つ
こ
と
。

（
Ｃ
）
人
間
、
社
会
、
自
然
な
ど
に
対
す
る
様
々
な
時
代
の
人
々
の
も
の
の
見
方
、
感
じ
方
、
考
え
方
に
つ
い
て
理
解
を
深
め
る
の
に

役
立
つ
こ
と
。

（
Ｄ
）
様
々
な
時
代
の
人
々
の
生
き
方
や
自
分
の
生
き
方
に
つ
い
て
考
え
た
り
、
我
が
国
の
伝
統
と
文
化
に
つ
い
て
理
解
を
深
め
た
り

す
る
の
に
役
立
つ
こ
と
。

（
Ａ
）
に
つ
い
て
は
、
古
典
教
材
の
条
件
の
大
前
提
で
あ
る
と
考
え
、
こ
こ
か
ら
は
、（
Ｂ
）
～
（
Ｄ
）
の
条
件
と
照
ら
し
合
わ
せ
な
が
ら

『
源
氏
物
語
』
の
採
録
箇
所
に
つ
い
て
見
て
い
く
。

　
　
　
　
二
　
高
等
学
校
国
語
教
科
書
に
お
け
る
『
源
氏
物
語
』
の
採
録
箇
所

日
本
文
学
ノ
ー
ト　

第
五
十
二
号
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文
部
科
学
省
は
平
成
二
八
年
四
月
、『
高
等
学
校
用
教
科
書
目
録
（
平
成
二
九
年
度
使
用
）』
を
提
示
し
た
。
こ
こ
に
は
翌
年
度
に
発
行
予

定
の
高
等
学
校
用
の
文
部
科
学
省
検
定
済
教
科
書
及
び
文
部
科
学
省
著
作
教
科
書
が
す
べ
て
登
載
さ
れ
て
お
り
、
翌
年
度
に
使
用
さ
れ
る
教

科
書
は
、
こ
の
目
録
か
ら
採
択
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
今
回
は
こ
こ
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
古
典
Ｂ
の
教
科
書
全
一
九

冊
の
う
ち
、
文
英
堂
を
除
い
た
九
社
一
八
冊
を
比
較
・
検
討
の
対
象
と
す
る
。
な
お
、
こ
れ
ら
一
八
冊
は
全
て
『
指
導
要
領
』
に
基
づ
い
て

編
集
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
平
成
二
五
年
に
検
定
済
み
の
も
の
で
あ
る
。
今
回
考
え
て
い
く
古
典
Ｂ
の
教
科
書
の
出
版
社
名
、
教
科
書
番
号
、

教
科
書
名
を
次
に
列
挙
す
る
。

①
東
京
書
籍　

古
典
Ｂ
３
０
１　

新
編
古
典
Ｂ

②
東
京
書
籍　

古
典
Ｂ
３
０
２　

精
選
古
典
Ｂ　

古
文
編

③
三
省
堂　

古
典
Ｂ
３
０
４　

高
等
学
校
古
典
Ｂ　

古
文
編

④
三
省
堂　

古
典
Ｂ
３
０
６　

精
選
古
典
Ｂ

⑤
教
育
出
版　

古
典
Ｂ
３
０
７　

古
典
Ｂ　

古
文
編

⑥
教
育
出
版　

古
典
Ｂ
３
０
９　

新
編　

古
典
Ｂ　

言
葉
の
世
界
へ

⑦
大
修
館
書
店　

古
典
Ｂ
３
１
０　

古
典
Ｂ　

古
文
編

⑧
大
修
館
書
店　

古
典
Ｂ
３
１
２　

精
選
古
典
Ｂ

⑨
大
修
館
書
店　

古
典
Ｂ
３
１
３　

新
編
古
典
Ｂ

⑩
数
研
出
版　

古
典
Ｂ
３
１
４　

古
典
Ｂ　

古
文
編

⑪
明
治
書
院　

古
典
Ｂ
３
１
６　

精
選
古
典
Ｂ　

古
文
編

⑫
明
治
書
院　

古
典
Ｂ
３
１
８　

高
等
学
校
古
典
Ｂ

⑬
筑
摩
書
房　

古
典
Ｂ
３
２
０　

古
典
Ｂ　

古
文
編

⑭
第
一
学
習
社　

古
典
Ｂ
３
２
８　

高
等
学
校　

古
典
Ｂ

⑮
第
一
学
習
社　

古
典
Ｂ
３
２
２　

高
等
学
校　

古
典
Ｂ　

古
文
編
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⑯
第
一
学
習
社　

古
典
Ｂ
３
２
４　

高
等
学
校　

標
準
古
典
Ｂ

⑰
桐
原
書
店　

古
典
Ｂ
３
２
５　

探
求
古
典
Ｂ　

古
文
編

⑱
桐
原
書
店　

古
典
Ｂ
３
２
７　

古
典
Ｂ

以
下
、
表
や
本
文
に
お
い
て
は
番
号
で
示
す
こ
と
に
す
る
。

続
い
て
、『
源
氏
物
語
』
の
巻
別
採
録
状
況
を
ま
と
め
た
の
が
次
の
表
で
あ
る
。

・
巻
別
採
録
状
況
（
※
採
録
の
な
い
巻
は
省
略
し
た
。）

日
本
文
学
ノ
ー
ト　

第
五
十
二
号

－4－

⑱ ⑰ ⑯ ⑮ ⑭ ⑬ ⑫ ⑪ ⑩ ⑨ ⑧ ⑦ ⑥ ⑤ ④ ③ ② ①
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1 桐壷

○ 2 帚木
○ ○ 4 夕顔

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 5 若紫
○ 8 花宴

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 9 葵
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 12須磨
○ ○ 14澪標

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 19薄雲
○ ○ 28野分

○ ○ ○ ○ 33藤裏葉
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 34若菜上
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 40御法

○ 41幻
○ ○ ○ ○ 45橋姫

○ ○ ○ 51浮舟
○ 54夢浮橋



こ
の
巻
別
採
録
状
況
を
み
る
と
九
社
一
八
冊
全
て
の
教
科
書
に
お
い
て
桐
壺
巻
と
若
紫
巻
が
採
録
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
っ
た
。
さ
ら

に
そ
の
中
で
も
桐
壺
巻
で
は
光
源
氏
誕
生
の
場
面
が
、
若
紫
巻
で
は
光
源
氏
が
若
紫
を
垣
間
見
す
る
場
面
が
全
教
科
書
で
採
録
さ
れ
て
い
る

こ
と
を
確
認
し
た
。
有
馬
義
貴
氏
は
「
高
等
学
校
「
古
典
」
に
お
け
る
『
源
氏
物
語
』
採
録
箇
所
の
提
案
―
「
桐
壺
」
冒
頭
と
「
若
紫
」
垣

間
見
場
面
と
の
連
結
―
」
の
中
で
二
〇
〇
六
年
三
月
時
点
で
の
教
科
書
の
巻
別
採
録
状
況
を
示
し
て
い
る
が
、
そ
こ
で
も
全
出
版
社
で
桐
壺

巻
と
若
紫
巻
の
同
じ
場
面
が
採
録
さ
れ
て
い
る
（
注
三
）。
約
一
〇
年
間
た
っ
た
今
で
も
採
録
さ
れ
て
い
る
箇
所
が
同
じ
だ
と
い
う
こ
と
は
な
に
か
理

由
が
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
場
面
の
採
録
に
関
し
て
は
、
吉
井
美
弥
子
氏
に
よ
っ
て
も
考
察
さ
れ
て
い
る
（
注
四
）。
そ
こ
で
は
当
該
場
面

が
採
録
さ
れ
る
こ
と
に
関
し
て
、
両
者
は
い
ず
れ
も
そ
の
価
値
や
適
性
を
認
め
て
い
る
。
こ
こ
で
は
改
め
て
教
科
書
全
て
で
採
録
さ
れ
て
い

る
こ
の
二
か
所
の
場
面
に
つ
い
て
考
え
て
い
き
た
い
。

ま
ず
は
、
桐
壺
巻
光
源
氏
誕
生
場
面
の
採
録
に
関
し
て
で
あ
る
。
以
下
は
桐
壺
巻
光
源
氏
誕
生
の
採
録
箇
所
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。

「
い
づ
れ
の
御
時
に
か
～
か
し
づ
き
給
ふ
こ
と
限
り
な
し
。」
①
②
⑤
⑥
⑨
⑪
⑫

「
い
づ
れ
の
御
時
に
か
～
御
局
は
桐
壺
な
り
。」
③
④
⑦
⑧
⑩
⑭
⑮
⑯
⑰
⑱

「
い
づ
れ
の
御
時
に
か
～
そ
の
恨
み
ま
し
て
や
ら
む
方
な
し
。」
⑬

全
て
の
教
科
書
で
「
い
づ
れ
の
御
時
に
か
」
か
ら
採
録
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
が
、
作
品
と
し
て
も
冒
頭
で
あ
る
こ
と
や
、
他
の

作
品
と
は
違
う
特
徴
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
点
で
そ
れ
が
条
件
（
Ｄ
）
を
満
た
す
た
め
適
切
で
あ
る
と
考
え
る
。
採
録
が
ど
こ
で
区
切
ら
れ

る
の
が
適
切
か
に
つ
い
て
は
、
光
源
氏
の
誕
生
の
み
よ
り
も
そ
れ
に
よ
る
帝
や
桐
壺
の
更
衣
、
周
囲
の
様
子
を
描
い
た
部
分
ま
で
採
録
し
て

い
る
ほ
う
が
条
件
（
Ｃ
）
を
よ
り
満
た
す
た
め
適
切
で
あ
る
と
考
え
た
。
し
た
が
っ
て
、「
い
づ
れ
の
御
時
に
か
～
御
局
は
桐
壺
な
り
。」
や

「
い
づ
れ
の
御
時
に
か
～
そ
の
恨
み
ま
し
て
や
ら
む
方
な
し
。」
ま
で
の
採
録
が
適
切
で
あ
る
と
考
え
た
。

次
に
、
若
紫
巻
垣
間
見
場
面
の
採
録
に
関
し
て
で
あ
る
。
以
下
は
若
紫
巻
北
山
垣
間
見
場
面
の
採
録
箇
所
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。

「
日
も
い
と
長
き
に
～
と
思
ふ
心
深
う
付
き
ぬ
。」
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑬

「
日
も
い
と
長
き
に
～
涙
ぞ
落
つ
る
。」
⑨

「
日
も
い
と
長
き
に
～
帰
り
給
ひ
ぬ
。」
⑩
⑪
⑭
⑮
⑰
⑱
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「
日
も
い
と
長
き
に
～
つ
や
つ
や
と
め
で
た
う
見
ゆ
。」
⑫

「
清
げ
な
る
大
人
二
人
～
露
の
消
え
む
と
す
ら
む
。」
⑯

『
源
氏
物
語
』
の
作
品
上
重
要
人
物
で
あ
る
紫
の
上
を
光
源
氏
が
垣
間
見
し
た
場
面
と
い
う
点
で
、「
日
も
い
と
長
き
に
」
か
ら
の
採
録

は
、
条
件
（
Ｄ
）
を
満
た
し
適
切
で
あ
る
と
考
え
る
。「
日
も
い
と
長
き
に
」
は
若
紫
巻
の
冒
頭
部
分
で
は
な
い
が
、
こ
の
箇
所
か
ら
光
源

氏
が
若
紫
を
見
る
小
柴
垣
に
移
動
す
る
場
面
が
描
か
れ
る
た
め
採
録
の
初
め
と
し
て
は
よ
い
区
切
ら
れ
方
で
あ
る
。
そ
し
て
「
日
も
い
と
長

き
に
」
か
ら
始
ま
る
採
録
が
ど
こ
で
区
切
ら
れ
る
の
か
が
適
切
か
に
関
し
て
は
、「
思
ふ
心
深
う
つ
き
ぬ
。」
ま
で
が
適
切
で
あ
る
と
考
え
る
。

こ
れ
は
、
光
源
氏
が
若
紫
を
垣
間
見
し
て
の
心
情
が
描
か
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
特
に
、
光
源
氏
が
「
か
の
人
の
御
か
は
り
に
」
と
表
現

し
て
い
る
箇
所
は
、
藤
壺
の
宮
に
思
い
を
よ
せ
る
光
源
氏
が
そ
の
形
代
と
し
て
若
紫
を
追
う
よ
う
に
な
る
と
い
う
展
開
の
出
発
点
と
考
え
ら

れ
る
た
め
、
条
件
（
Ｂ
）（
Ｄ
）
を
満
た
し
適
切
で
あ
る
と
考
え
る
。

光
源
氏
誕
生
場
面
の
採
録
や
垣
間
見
場
面
の
採
録
に
関
し
て
は
、『
源
氏
物
語
』
の
物
語
そ
の
も
の
の
冒
頭
で
あ
る
点
や
、
物
語
全
体
を

通
し
て
主
要
な
女
性
と
な
る
若
紫
の
登
場
と
い
う
点
で
適
切
で
あ
る
。

一
方
で
、
こ
の
採
録
の
さ
れ
方
に
関
し
て
有
馬
義
貴
氏
は
、
採
録
の
適
切
性
は
認
め
た
う
え
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
（
注
五
）。

但
し
、
少
な
か
ら
ぬ
教
科
書
に
み
ら
れ
る
、
こ
の
両
場
面
を
連
続
し
て
扱
っ
て
い
く
と
い
う
構
成
に
は
疑
問
が
残
る
。
こ
の
両
場
面
は
、

学
習
者
に
と
っ
て
有
機
的
な
つ
な
が
り
を
見
出
し
難
い
も
の
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

有
馬
義
貴
氏
は
、
学
習
者
の
大
半
が
『
源
氏
物
語
』
に
初
め
て
触
れ
る
と
い
う
段
階
で
「
桐
壺
」
冒
頭
と
「
若
紫
」
垣
間
見
場
面
を
連
続

し
て
扱
っ
て
い
く
こ
と
に
関
し
て
は
疑
問
を
呈
し
て
い
る
。
た
し
か
に
自
分
の
高
校
時
代
の
古
典
の
授
業
を
振
り
返
っ
て
み
て
も
、『
源
氏

物
語
』
が
な
ん
だ
か
わ
か
ら
な
い
が
「
す
ご
い
」
作
品
だ
と
学
び
、
し
か
し
実
際
に
本
文
を
読
ん
で
み
て
も
登
場
人
物
の
多
さ
や
敬
語
な
ど

に
難
解
だ
と
い
う
印
象
が
残
っ
て
い
る
。
生
徒
に
と
っ
て
は
こ
の
両
場
面
が
単
に
連
続
し
て
採
録
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
は
『
源
氏
物
語
』
は

一
体
ど
ん
な
物
語
か
わ
か
り
に
く
い
だ
ろ
う
。
こ
こ
か
ら
は
こ
の
両
場
面
を
連
続
し
て
採
録
す
る
た
め
の
工
夫
と
し
て
適
切
な
も
の
は
な
に
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か
考
え
て
い
き
た
い
。

　
　
　
　
三
　「
桐
壺
」
冒
頭
と
「
若
紫
」
垣
間
見
場
面
の
連
結
に
お
け
る
工
夫

桐
壺
巻
で
は
冒
頭
以
外
の
場
面
を
採
録
し
て
い
る
教
科
書
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
特
に
「
桐
壺
」
冒
頭
と
「
若
紫
」
垣
間
見
場
面
の

間
に
採
録
さ
れ
て
い
る
の
は
③
④
⑥
⑦
⑩
⑬
の
六
冊
で
あ
り
⑧
は
間
に
参
考
と
し
て
の
掲
載
が
あ
る
。
⑧
を
含
め
た
七
冊
に
は
桐
壺
巻
冒
頭

以
外
の
ど
の
場
面
が
採
録
さ
れ
て
い
る
か
を
整
理
す
る
と
次
の
表
の
よ
う
に
な
る
。

⑬ ⑩ ⑧ ⑦ ⑥ ④ ③
飽
か
ぬ
別
れ

藤
壺
の
入
内

〈
参
考
〉

藤
壺
の
入
内

桐
壺
（
二
）

桐
壺
（
三
）

藤
壺
の
宮
の
入
内

藤
壺
の
入
内

藤
壺
の
入
内

見
出
し

「
そ
の
年
の
夏
～
籠
も
り
お
は
し
ま
す
。」

「
藤
壺
と
聞
こ
ゆ
～
と
聞
こ
ゆ
。」

「
年
月
に
そ
へ
て
～
と
お
ぼ
え
た
ま
ふ
。」

「
か
の
贈
り
物
～
た
ま
ひ
ぬ
べ
か
め
り
。」

「
年
月
に
そ
へ
て
～
と
お
ぼ
え
た
ま
ふ
。」

「
げ
に
、
御
容
貌
～
と
聞
こ
ゆ
。」

「
源
氏
の
君
は
～
と
聞
こ
ゆ
。」

「
源
氏
の
君
は
～
と
聞
こ
ゆ
。」

採
録
箇
所

桐
壺
更
衣
が
亡
く
な
る
場
面

藤
壺
入
内
の
場
面

藤
壺
入
内
の
場
面

桐
壺
の
死
に
帝
の
哀
傷
が
深
ま
る
場
面

藤
壺
入
内
の
場
面

藤
壺
入
内
の
場
面

藤
壺
入
内
の
場
面

藤
壺
入
内
の
場
面

場
面
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こ
れ
を
み
る
と
⑦
の
桐
壺
（
二
）
と
⑬
以
外
は
採
録
箇
所
の
違
い
は
あ
る
も
の
の
藤
壺
入
内
の
場
面
を
採
録
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

「
桐
壺
」
冒
頭
と
「
若
紫
」
垣
間
見
場
面
の
連
結
に
お
い
て
、
つ
ま
り
生
徒
が
「
桐
壺
」
冒
頭
を
授
業
で
学
ん
だ
あ
と
、「
若
紫
」
垣
間
見

場
面
の
本
文
に
入
る
前
ま
で
に
理
解
さ
せ
て
お
き
た
い
の
は
藤
壺
の
宮
の
存
在
で
あ
る
。

母
で
あ
る
桐
壺
更
衣
に
似
て
い
る
と
い
う
藤
壺
の
宮
を
恋
慕
し
、
そ
の
藤
壺
の
宮
に
似
て
い
る
少
女
若
紫
を
追
う
よ
う
に
な
る
と
い
う
展

開
、
藤
壺
の
宮
と
若
紫
の
存
在
は
『
源
氏
物
語
』
全
体
を
通
し
て
も
核
と
な
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
教
科
書
の
採
録
を
み
る
と
「
桐
壺
」

冒
頭
で
は
桐
壺
更
衣
が
登
場
し
て
い
る
。「
若
紫
」
垣
間
見
場
面
で
は
、
若
紫
が
登
場
し
て
い
る
。
そ
の
間
に
藤
壺
の
宮
が
登
場
し
な
け
れ

ば
こ
の
一
連
の
展
開
が
理
解
で
き
ず
、
生
徒
は
両
場
面
を
ひ
と
つ
の
物
語
と
し
て
連
結
さ
せ
る
こ
と
は
難
し
い
だ
ろ
う
。

し
た
が
っ
て
私
は
、
両
場
面
の
間
に
藤
壺
の
宮
が
登
場
す
る
場
面
を
採
録
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
。
③
④
⑥
⑦
の
（
三
）
⑧
⑩
の
藤
壺

の
入
内
の
場
面
を
採
録
す
る
こ
と
で
、
有
馬
義
貴
氏
が
述
べ
て
い
た
よ
う
な
「
桐
壺
」
冒
頭
と
「
若
紫
」
垣
間
見
場
面
の
連
結
の
問
題
点
は

解
消
さ
れ
る
と
思
う
。

一
方
、
藤
壺
の
入
内
の
場
面
の
採
録
を
行
っ
て
い
な
い
そ
の
他
の
教
科
書
で
あ
る
が
、
藤
壺
の
宮
の
存
在
を
知
ら
な
い
ま
ま
「
若
紫
」
垣

間
見
場
面
に
進
む
こ
と
は
本
文
の
内
容
や
光
源
氏
の
心
情
を
把
握
し
難
い
部
分
が
出
て
く
る
は
ず
で
あ
る
か
ら
、
な
に
か
工
夫
が
必
要
で
あ

る
。
教
科
書
を
確
認
す
る
と
、
藤
壺
入
内
場
面
の
本
文
の
採
録
有
無
に
関
わ
ら
ず
、
全
て
の
教
科
書
で
現
代
語
で
の
補
足
説
明
が
あ
る
こ
と

が
わ
か
っ
た
。『
解
説
国
語
編
』
に
は
次
の
よ
う
な
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。

古
典
の
教
材
と
し
て
の
古
文
と
漢
文
を
理
解
し
や
す
く
し
、
親
し
み
や
す
く
す
る
た
め
に
は
、
学
習
に
際
し
て
読
み
に
く
い
漢
字
や
熟

語
に
読
み
仮
名
を
付
け
た
り
、
難
解
な
部
分
に
は
、
注
釈
、
傍
注
、
解
説
、
現
代
語
訳
な
ど
を
適
切
に
用
い
た
り
す
る
配
慮
が
必
要
と

な
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
古
典
の
学
習
に
お
い
て
は
原
文
は
尊
重
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
例
え
ば
現
代
語
訳
な
ど
を

取
り
上
げ
る
に
し
て
も
、
お
の
ず
と
適
切
な
範
囲
は
あ
り
、
原
文
と
の
か
か
わ
り
に
お
い
て
取
り
上
げ
る
こ
と
が
大
切
に
な
る
。
具
体

的
に
は
、
原
文
と
対
比
で
き
る
よ
う
現
代
語
訳
な
ど
を
取
り
上
げ
た
り
、
原
文
の
前
後
を
現
代
語
訳
な
ど
で
補
っ
た
り
、
原
文
と
同
一

の
文
種
や
形
態
に
属
す
る
他
の
文
章
や
作
品
を
現
代
語
訳
な
ど
で
取
り
上
げ
た
り
す
る
こ
と
な
ど
が
考
え
ら
れ
る
。
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こ
こ
で
は
古
典
の
教
材
に
よ
り
親
し
み
や
す
く
す
る
た
め
に
、
原
文
を
尊
重
し
つ
つ
も
現
代
語
訳
等
を
活
用
す
る
配
慮
が
大
切
で
あ
る
と

し
て
い
る
。
作
品
の
全
て
を
採
録
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
教
科
書
に
お
い
て
は
、
作
品
と
し
て
価
値
あ
る
部
分
の
本
文
を
採
録
し
、
ま
た
そ

れ
だ
け
に
と
ど
ま
ら
ず
補
足
説
明
等
の
工
夫
に
よ
っ
て
作
品
全
体
へ
の
興
味
を
示
せ
る
か
が
重
要
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、「
若
紫
」
垣
間

見
場
面
の
直
前
に
補
足
説
明
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
適
切
で
あ
る
。

　
　
　
　
四
　
補
足
説
明
の
適
切
さ

『
解
説
国
語
編
』
か
ら
み
て
も
、「
若
紫
」
垣
間
見
場
面
の
直
前
に
補
足
説
明
が
な
さ
れ
る
こ
と
は
適
切
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
こ
で
は
、

「
若
紫
」
垣
間
見
場
面
の
前
後
に
書
か
れ
て
い
る
補
足
説
明
の
比
較
を
し
、
何
を
ど
の
よ
う
に
現
代
語
で
補
足
す
る
こ
と
が
最
も
適
切
か
ど

う
か
考
え
て
み
た
い
。

若
紫
巻
垣
間
見
場
面
で
は
本
文
に
入
る
前
に
全
教
科
書
で
補
足
説
明
が
現
代
語
で
な
さ
れ
て
い
る
。
桐
壺
巻
と
若
紫
巻
の
間
に
は
採
録
さ

れ
て
い
な
い
巻
が
あ
る
こ
と
や
、
若
紫
巻
の
中
で
も
冒
頭
で
は
な
い
箇
所
か
ら
の
採
録
で
あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
垣
間
見
場
面
の
本
文
に

入
る
前
に
補
足
説
明
を
す
る
こ
と
は
生
徒
の
理
解
の
た
め
に
必
要
な
配
慮
で
あ
る
だ
ろ
う
。
そ
こ
で
【
表
】
で
は
、
全
教
科
書
で
ど
の
よ
う

な
補
足
説
明
が
な
さ
れ
て
い
る
か
を
ま
と
め
た
。
教
科
書
番
号
が
太
字
に
な
っ
て
い
る
も
の
は
、
藤
壺
入
内
の
場
面
の
本
文
が
若
紫
巻
垣
間

見
場
面
の
前
に
採
録
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
表
し
て
い
る
。

【
表
】
を
み
る
と
共
通
点
が
見
え
て
く
る
。
基
本
的
に
次
の
四
点
が
補
足
説
明
に
ふ
く
ま
れ
て
い
る
形
が
多
い
。
光
源
氏
三
歳
の
時
に
母

で
あ
る
桐
壺
の
更
衣
が
亡
く
な
っ
た
こ
と
、
一
二
歳
で
元
服
し
葵
の
上
と
結
婚
し
た
こ
と
、
父
桐
壺
帝
の
妻
藤
壺
の
宮
に
思
い
を
寄
せ
る
よ

う
に
な
る
こ
と
、
一
八
歳
、
病
気
の
治
療
の
た
め
に
北
山
を
訪
れ
た
こ
と
の
四
点
で
あ
る
。

③
④
⑥
⑦
⑧
⑩
は
、
若
紫
巻
の
垣
間
見
場
面
の
前
に
藤
壺
の
入
内
の
本
文
が
採
録
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
本
文
の
直
前
の
補
足
説
明
と
し
て

桐
壺
の
更
衣
の
死
に
つ
い
て
触
れ
ら
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
全
教
科
書
で
、
桐
壺
の
更
衣
の
死
は
説
明
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
は
や
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く
に
母
を
亡
く
し
た
光
源
氏
が
、
藤
壺
の
宮
に
そ
の
面
影
を
探
し
た
り
若
紫
を
追
っ
た
り
す
る
よ
う
に
な
る
と
い
う
こ
れ
か
ら
の
展
開
を
考

え
て
み
て
も
、
桐
壺
の
更
衣
の
死
は
補
足
説
明
が
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

次
に
、
光
源
氏
が
十
二
歳
で
元
服
し
葵
の
上
と
結
婚
す
る
と
い
う
説
明
で
あ
る
が
こ
れ
は
①
②
③
④
の
四
冊
に
は
含
ま
れ
て
い
な
い
（
コ

ラ
ム
や
葵
の
上
が
登
場
す
る
箇
所
を
採
録
す
る
な
ど
は
さ
れ
て
い
る
）。
若
紫
巻
垣
間
見
場
面
は
、
女
性
の
登
場
人
物
と
し
て
は
若
紫
と
藤

壺
の
宮
が
中
心
な
た
め
葵
の
上
と
い
う
存
在
が
な
く
て
も
話
の
内
容
は
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
光
源
氏
が
結
婚
し
て
い
る
の

に
も
関
わ
ら
ず
そ
の
葵
の
上
と
の
関
係
は
良
好
で
は
な
く
そ
の
中
で
藤
壺
の
宮
や
若
紫
を
思
う
よ
う
に
な
る
と
い
う
の
が
実
際
の
作
品
の
内

容
で
あ
る
。
妻
で
あ
る
葵
の
上
と
い
う
存
在
が
い
た
と
い
う
こ
と
を
若
紫
巻
垣
間
見
場
面
の
前
に
生
徒
に
理
解
さ
せ
る
こ
と
は
、
生
徒
が
今

と
は
違
う
時
代
に
つ
い
て
想
像
力
を
広
げ
な
が
ら
考
え
る
こ
と
に
な
る
は
ず
だ
。
し
た
が
っ
て
光
源
氏
が
一
二
歳
で
元
服
し
、
葵
の
上
と
結

婚
す
る
と
い
う
補
足
説
明
は
必
要
で
あ
る
と
考
え
る
。

次
に
、
光
源
氏
が
父
桐
壺
帝
の
妻
藤
壺
の
宮
に
思
い
を
寄
せ
る
よ
う
に
な
る
と
い
う
補
足
説
明
で
あ
る
。
こ
の
説
明
が
な
い
③
④
は
藤
壺

の
入
内
場
面
の
本
文
が
採
録
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
全
て
で
垣
間
見
場
面
に
入
る
前
に
、
藤
壺
の
宮
と
い
う
存
在
と
彼
女
に
光
源
氏
が

思
い
を
よ
せ
て
い
る
こ
と
を
説
明
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
垣
間
見
場
面
か
ら
考
え
て
も
、
本
文
の
中
に
藤
壺
を
思
う
表
現
、「
限
り
な
う

心
を
尽
く
し
き
こ
ゆ
る
人
に
い
と
よ
う
似
た
て
ま
つ
れ
る
が
ま
も
ら
る
る
な
り
け
り
」
や
「
か
の
人
の
御
か
は
り
に
、
明
け
暮
れ
の
慰
め
に

も
見
ば
や
」
が
あ
る
た
め
、
直
前
に
藤
壺
の
宮
の
存
在
を
知
ら
せ
る
の
は
適
切
で
あ
る
。

最
後
に
、
光
源
氏
が
一
八
歳
の
時
に
病
気
の
治
療
の
た
め
に
北
山
を
訪
れ
た
こ
と
の
補
足
説
明
で
あ
る
。
今
ま
で
の
補
足
説
明
は
光
源
氏

の
年
齢
に
沿
い
な
が
ら
な
さ
れ
て
お
り
そ
れ
は
今
回
も
同
様
で
あ
る
。
と
く
に
こ
の
説
明
は
若
紫
巻
の
途
中
か
ら
採
録
さ
れ
て
い
る
垣
間
見

場
面
直
前
ま
で
の
説
明
が
な
さ
れ
て
お
り
、
本
文
に
入
る
前
に
、
い
つ
ど
こ
で
ど
の
よ
う
な
場
面
か
を
説
明
す
る
こ
と
は
適
切
で
あ
る
。
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五
　
補
足
説
明
に
関
す
る
提
言

一
方
で
こ
の
説
明
を
ど
こ
ま
で
掲
載
す
る
か
に
関
し
て
は
問
題
が
残
る
。【
表
】
の
中
で
気
に
な
る
の
は
⑤
⑥
⑨
⑬
⑰
⑱
で
あ
る
。
そ
れ

は
こ
の
六
冊
に
関
し
て
は
、
光
源
氏
が
若
紫
と
出
会
う
と
こ
ろ
ま
で
が
説
明
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
⑤
⑥
⑬
で
は
、
光
源
氏
が
み
た
少

女
は
若
紫
（
の
ち
の
紫
の
上
）
で
あ
っ
た
と
若
紫
と
い
う
言
葉
を
出
し
て
説
明
が
な
さ
れ
て
お
り
、
⑨
で
は
「
運
命
的
な
出
会
い
」、
⑰
⑱

で
は
「
藤
壺
宮
に
よ
く
似
た
少
女
と
出
会
う
」
と
説
明
が
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、「
日
も
い
と
長
き
に
」
か
ら
始
ま
る
本
文
の
し
か
も

中
心
と
な
る
内
容
を
現
代
語
で
説
明
し
て
い
る
と
い
う
点
で
、『
解
説
国
語
編
』
に
示
さ
れ
て
い
る
現
代
語
で
の
補
足
説
明
の
工
夫
と
し
て

は
配
慮
が
足
り
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

『
解
説
国
語
編
』
で
は
、
原
文
は
尊
重
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
と
し
、
現
代
語
訳
な
ど
を
取
り
上
げ
る
に
し
て
も
原
文
と
の
か
か
わ
り
に
お

い
て
取
り
上
げ
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
具
体
的
な
工
夫
と
し
て
原
文
の
前
後
を
現
代
語
訳
で
補
う
こ
と
を
あ
げ
て
い

る
。
列
挙
し
た
六
冊
は
本
文
に
入
る
前
に
、
光
源
氏
は
若
紫
と
い
う
人
物
と
出
会
う
こ
と
や
、
運
命
的
な
出
会
い
で
あ
る
こ
と
を
現
代
語
に

よ
る
説
明
に
よ
っ
て
知
っ
た
上
で
本
文
に
入
る
こ
と
に
な
る
。
言
わ
ば
こ
の
本
文
の
結
論
を
あ
ら
か
じ
め
知
っ
た
上
で
読
み
始
め
る
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
本
文
（
原
文
）
を
尊
重
し
て
い
な
い
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
。
た
し
か
に
、
本
文
は
す
べ
て
古
語
の
た
め
古

語
の
み
で
内
容
を
す
べ
て
理
解
す
る
こ
と
は
難
し
い
。
し
か
し
こ
の
本
文
で
の
一
番
の
核
と
な
る
部
分
を
現
代
語
で
補
っ
て
し
ま
う
の
は
適

切
で
は
な
い
。
本
文
を
読
み
進
め
る
中
で
内
容
を
把
握
し
て
い
く
と
い
う
よ
り
は
、
こ
こ
で
登
場
す
る
で
あ
ろ
う
人
物
が
重
要
で
あ
る
こ
と

を
知
っ
た
上
で
本
文
を
読
み
進
め
て
い
く
こ
と
に
な
る
た
め
、
原
文
を
尊
重
し
て
い
る
と
は
言
い
難
い
。
若
紫
巻
垣
間
見
場
面
の
直
前
の
、

さ
ら
に
桐
壺
巻
冒
頭
と
の
連
結
と
い
う
点
で
の
補
足
説
明
で
は
な
く
、
本
文
の
内
容
ま
で
こ
こ
で
補
足
説
明
が
な
さ
れ
る
こ
と
は
適
切
で
は

な
い
。

た
だ
、
採
録
さ
れ
た
本
文
の
箇
所
で
は
、
光
源
氏
は
、
若
紫
の
実
際
の
身
分
や
血
縁
関
係
を
知
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
か
わ
い
ら
し

い
少
女
が
尼
君
に
似
て
い
る
と
感
じ
、
さ
ら
に
藤
壺
の
宮
に
似
て
い
る
た
め
代
わ
り
に
慰
め
と
し
て
み
た
い
な
ど
と
思
い
を
巡
ら
せ
て
い
る
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が
、
若
紫
が
亡
く
な
っ
て
い
る
按
察
大
納
言
と
尼
君
の
娘
で
あ
る
姫
君
と
兵
部
卿
宮
の
間
に
生
ま
れ
た
子
で
あ
る
と
い
っ
た
素
姓
を
知
る
の

は
採
録
箇
所
の
あ
と
で
あ
る
。
だ
か
ら
六
冊
に
あ
る
よ
う
な
補
足
説
明
は
、
本
文
の
採
録
の
後
ろ
に
あ
る
べ
き
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
補
足

説
明
を
本
文
の
直
前
に
す
る
な
ら
ば
採
録
箇
所
は
若
紫
を
見
た
場
面
で
は
な
く
、
素
姓
を
知
っ
た
上
で
光
源
氏
が
若
紫
に
対
し
て
ど
の
よ
う

な
行
動
を
と
る
か
に
注
目
し
た
場
面
を
採
録
す
る
べ
き
で
あ
る
と
思
う
。
現
代
語
で
の
補
足
説
明
は
あ
く
ま
で
も
採
録
さ
れ
て
い
な
い
箇
所

の
補
足
説
明
で
あ
り
、
そ
れ
が
本
文
の
内
容
を
網
羅
す
る
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。

補
足
説
明
と
し
て
ほ
か
の
教
科
書
と
違
っ
た
の
は
⑭
⑮
⑯
の
第
一
学
習
社
の
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
他
の
教
科
書
と
違
う
と
こ
ろ
は
、
採

録
さ
れ
て
い
る
桐
壺
巻
と
そ
れ
に
続
く
若
紫
巻
の
間
の
三
巻
の
説
明
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
簡
易
で
あ
り
、
頭
中
将
や
夕
顔
、
品

定
め
な
ど
突
如
と
し
て
様
々
な
用
語
が
登
場
し
て
い
る
。
他
の
教
科
書
の
補
足
説
明
で
も
光
源
氏
の
年
齢
に
沿
っ
て
説
明
は
な
さ
れ
て
い
る

が
、
こ
の
よ
う
に
光
源
氏
以
外
の
存
在
を
示
し
て
は
い
な
い
（
あ
る
の
は
葵
の
上
の
み
で
あ
る
）。
こ
の
補
足
説
明
に
よ
っ
て
生
徒
が
作
品

や
古
典
へ
の
興
味
を
持
つ
よ
う
に
な
る
と
い
う
期
待
は
あ
る
。
採
録
さ
れ
て
は
い
な
い
が
、
他
に
も
巻
が
あ
り
登
場
人
物
が
い
る
こ
と
を
、

よ
く
あ
る
便
覧
で
の
説
明
に
限
ら
ず
教
科
書
に
お
い
て
も
工
夫
が
な
さ
れ
る
こ
と
は
良
い
こ
と
だ
と
考
え
る
。
し
か
し
若
紫
巻
垣
間
見
場
面

直
前
で
様
々
な
用
語
が
あ
る
と
、
本
文
自
体
に
も
難
解
な
イ
メ
ー
ジ
を
持
た
せ
か
ね
な
い
。
だ
か
ら
、
補
足
説
明
と
し
て
は
光
源
氏
の
年
齢

に
沿
っ
た
は
じ
め
に
述
べ
た
四
点
を
含
み
、
コ
ラ
ム
や
参
考
と
い
っ
た
形
で
こ
の
帚
木
巻
、
空
蝉
巻
、
夕
顔
巻
の
内
容
を
挿
入
す
る
と
「
桐

壺
」
冒
頭
と
「
若
紫
」
垣
間
見
場
面
の
連
結
と
い
う
点
で
は
適
切
で
あ
る
と
考
え
る
。

以
上
を
ま
と
め
る
と
、
藤
壺
の
宮
入
内
の
場
面
を
採
録
し
た
う
え
で
、
垣
間
見
場
面
の
本
文
に
入
る
前
の
補
足
説
明
と
し
て
は
、
本
文
の

内
容
に
は
な
い
部
分
、
つ
ま
り
垣
間
見
直
前
の
場
面
設
定
を
示
す
こ
と
に
と
ど
ま
る
べ
き
で
あ
る
。
原
文
を
尊
重
す
る
と
い
う
意
味
で
採
録

さ
れ
た
箇
所
は
古
文
で
内
容
を
把
握
さ
せ
た
い
。
さ
ら
に
そ
の
補
足
説
明
に
お
い
て
は
、
光
源
氏
の
年
齢
に
沿
っ
て
そ
れ
ま
で
の
出
来
事
を

な
ら
べ
る
と
わ
か
り
や
す
い
。
そ
し
て
「
桐
壺
」
冒
頭
と
「
若
紫
」
垣
間
見
場
面
の
間
に
は
、
帚
木
巻
、
空
蝉
巻
、
夕
顔
巻
が
存
在
す
る
。

も
ち
ろ
ん
便
覧
等
、
補
助
教
材
を
使
っ
て
そ
の
内
容
を
見
る
こ
と
は
で
き
る
が
教
科
書
の
な
か
に
も
そ
れ
ら
の
内
容
が
コ
ラ
ム
や
参
考
と
い

う
形
で
掲
載
さ
れ
る
と
一
層
連
結
と
し
て
適
切
で
あ
る
と
考
え
る
。
以
上
が
「
桐
壺
」
冒
頭
と
「
若
紫
」
垣
間
見
場
面
の
工
夫
に
つ
い
て
考

え
た
こ
と
で
あ
る
。
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お
わ
り
に

適
切
な
古
典
教
材
の
条
件
に
照
ら
し
合
わ
せ
な
が
ら
『
源
氏
物
語
』
の
採
録
箇
所
の
適
切
さ
に
つ
い
て
考
え
て
き
た
。『
源
氏
物
語
』
は

日
本
の
文
学
に
変
化
や
影
響
を
与
え
た
作
品
と
し
て
「
読
む
べ
き
」
作
品
で
あ
る
。
そ
の
中
で
も
「
桐
壺
」
冒
頭
と
「
若
紫
」
垣
間
見
場
面

は
調
査
し
た
全
教
科
書
で
採
録
が
な
さ
れ
て
い
た
。
桐
壺
巻
は
物
語
の
出
発
点
で
あ
り
、
若
紫
巻
は
物
語
の
中
で
主
要
な
女
性
で
あ
る
若
紫

を
光
源
氏
が
初
め
て
見
る
と
い
う
出
発
点
で
あ
る
と
い
う
こ
と
か
ら
二
つ
の
巻
が
採
録
さ
れ
る
適
切
性
は
認
め
ら
れ
る
。
そ
の
中
で
も
光
源

氏
誕
生
の
場
面
と
若
紫
垣
間
見
場
面
を
取
り
上
げ
る
こ
と
も
適
切
で
あ
っ
た
。
一
方
そ
の
採
録
が
ど
こ
で
区
切
ら
れ
る
か
に
つ
い
て
は
、
文

が
区
切
ら
れ
る
こ
と
で
原
文
と
は
意
味
合
い
が
か
わ
る
可
能
性
が
あ
る
。
ま
た
本
文
の
前
後
の
補
足
説
明
に
よ
っ
て
は
本
文
（
原
文
）
を
尊

重
し
て
い
な
い
と
い
う
危
険
性
も
あ
る
。

こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
「
桐
壺
」
冒
頭
に
お
い
て
は
「
い
づ
れ
の
御
時
に
か
～
御
局
は
桐
壺
な
り
。」
や
「
い
づ
れ
の
御
時
に
か
～
そ
の
恨

み
ま
し
て
や
ら
む
方
な
し
。」
ま
で
の
採
録
が
適
切
で
あ
る
。
そ
し
て
「
若
紫
」
垣
間
見
場
面
に
お
い
て
は
「
日
も
い
と
長
き
に
～
思
ふ
心

深
う
つ
き
ぬ
。」
ま
で
が
適
切
で
あ
る
。
そ
し
て
二
つ
の
場
面
の
連
結
と
い
う
点
に
お
い
て
は
藤
壺
の
宮
入
内
の
場
面
を
採
録
す
る
べ
き
で

あ
る
。

ま
た
、
そ
の
点
を
ふ
ま
え
た
う
え
で
、
本
稿
で
は
と
く
に
本
文
の
補
足
説
明
に
対
す
る
考
察
を
行
っ
て
き
た
。
垣
間
見
場
面
の
本
文
に
入

る
前
の
補
足
説
明
と
し
て
は
、
光
源
氏
の
年
齢
に
沿
っ
て
そ
れ
ま
で
の
出
来
事
を
な
ら
べ
た
う
え
で
垣
間
見
直
前
の
場
面
設
定
を
示
す
こ
と

に
と
ど
ま
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
し
て
「
桐
壺
」
冒
頭
と
「
若
紫
」
垣
間
見
場
面
の
間
に
は
、
帚
木
巻
、
空
蝉
巻
、
夕
顔
巻
が
存
在
す
る
。
便

覧
等
、
補
助
教
材
を
使
っ
て
そ
の
内
容
を
見
る
こ
と
は
で
き
る
が
、
教
科
書
の
な
か
に
も
そ
れ
ら
の
内
容
が
コ
ラ
ム
や
参
考
と
い
う
形
で
掲

載
さ
れ
る
と
一
層
連
結
と
し
て
適
切
で
あ
る
。

以
上
が
高
等
学
校
国
語
教
科
書
に
お
い
て
『
源
氏
物
語
』
の
採
録
箇
所
は
適
切
か
に
つ
い
て
の
結
論
で
あ
る
。
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補
足
説
明

①②

三
歳
で
母
桐
壺
の
更
衣
と
死
別
し
た
男
皇
子
は
、
臣
籍
に
降
下
し
て
光
源
氏
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
光
源
氏
は
、
そ
の
後
入
内
し
て
き
た
藤
壺
の
宮
が
亡
き
母

に
似
て
い
る
と
聞
い
て
、
い
つ
し
か
思
慕
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
だ
が
、
父
桐
壺
の
帝
の
后
で
あ
る
藤
壺
の
宮
へ
の
愛
は
、
思
う
に
ま
か
せ
ぬ
も
の
で
あ
っ
た
。

十
八
歳
の
春
の
こ
と
、
光
源
氏
は
、
北
山
の
聖
に
い
る
山
寺
に
瘧
病
（
一
定
の
周
期
で
お
こ
る
熱
病
）
の
祈
禱
に
出
か
け
て
い
っ
た
。
祈
禱
の
合
間
に
、
そ
の
寺
の
近

く
で
小
柴
垣
（
雑
木
で
編
ん
だ
垣
根
）
に
囲
ま
れ
た
風
情
の
あ
る
住
ま
い
を
見
か
け
、
興
味
を
覚
え
る
。

③④

十
八
歳
の
春
、光
源
氏
は
熱
病
に
か
か
り
、治
療
の
た
め
、北
山
に
住
む
聖
（
修
行
僧
）
の
も
と
を
訪
ね
て
加
持
祈
禱
を
受
け
た
。
そ
の
合
間
に
辺
り
を
散
策
す
る
う
ち
、

小
柴
垣
を
巡
ら
し
、
庭
の
木
立
も
風
情
の
あ
る
僧
坊
に
童
女
や
女
房
た
ち
が
い
る
の
に
目
を
と
め
る
。

⑤

光
源
氏
三
歳
の
年
に
、
病
気
が
ち
だ
っ
た
母
桐
壺
の
更
衣
が
亡
く
な
る
。
悲
し
み
の
癒
え
な
い
桐
壺
帝
は
、
亡
き
更
衣
に
似
て
い
る
藤
壺
の
宮
を
入
内
さ
せ
た
。
光
源

氏
も
、
ひ
そ
か
に
藤
壺
の
宮
を
慕
う
よ
う
に
な
る
。
光
源
氏
は
十
二
歳
で
元
服
し
て
左
大
臣
の
娘
（
葵
の
上
、
当
時
十
六
歳
）
と
結
婚
し
、
官
位
も
進
ん
で
中
将
と
な
っ

た
が
、
藤
壺
の
宮
へ
の
思
慕
は
ま
す
ま
す
募
っ
て
い
っ
た
。
十
八
歳
の
年
、
病
気
の
治
療
に
北
山
の
聖
の
も
と
を
訪
れ
た
光
源
氏
は
、
惟
光
た
ち
と
、
小
柴
垣
を
め
ぐ
ら

し
た
風
情
の
あ
る
僧
坊
に
目
を
と
め
る
。
そ
し
て
、
そ
こ
で
、
藤
壺
の
宮
に
よ
く
似
た
少
女
を
見
つ
け
た
。
後
の
紫
の
上
で
あ
る
。

⑥

光
源
氏
は
十
二
歳
で
元
服
し
て
左
大
臣
の
娘
（
葵
の
上
、
当
時
十
六
歳
）
と
結
婚
し
、
官
位
も
進
ん
で
中
将
と
な
っ
た
が
、
藤
壺
の
宮
へ
の
思
慕
は
ま
す
ま
す
募
っ
て

い
っ
た
。
十
八
歳
の
年
、
病
気
の
治
療
に
北
山
の
聖
の
も
と
を
訪
れ
た
光
源
氏
は
、
惟
光
た
ち
と
、
小
柴
垣
を
め
ぐ
ら
し
た
風
情
の
あ
る
僧
坊
に
目
を
と
め
る
。
そ
し
て
、

そ
こ
で
、
藤
壺
の
宮
に
よ
く
似
た
少
女
を
見
つ
け
た
。
後
の
紫
の
上
で
あ
る
。

⑦⑧

光
源
氏
は
一
二
歳
で
元
服
し
葵
の
上
と
結
婚
す
る
が
、
そ
の
生
活
に
満
足
せ
ず
、
亡
き
母
の
面
影
を
求
め
て
、
父
帝
の
も
と
に
入
内
し
た
藤
壺
を
思
慕
し
続
け
る
。

光
源
氏
一
八
歳
の
春
、
彼
は
熱
病
に
か
か
っ
て
苦
し
み
、
京
の
北
方
の
山
に
住
む
僧
の
も
と
に
お
も
む
い
て
、
加
持
祈
祷
を
受
け
た
。
そ
の
日
の
夕
刻
の
こ
と
で
あ
る
。

⑨

桐
壺
の
更
衣
は
、
周
囲
の
人
々
の
嫉
妬
や
迫
害
を
受
け
て
病
気
が
ち
に
な
り
、
光
源
氏
三
歳
の
夏
に
こ
の
世
を
去
っ
た
。
そ
の
後
、
父
桐
壺
帝
の
も
と
で
成
長
し
た
光

源
氏
は
、
一
二
歳
で
元
服
（
成
人
の
儀
式
）
し
左
大
臣
の
娘
葵
の
上
と
結
婚
す
る
。
し
か
し
、
源
氏
は
そ
の
生
活
に
満
足
せ
ず
、
亡
き
母
の
面
影
を
求
め
て
、
父
の
妻
藤

壺
を
思
慕
し
続
け
る
。

一
八
歳
の
春
、
光
源
氏
は
熱
病
に
か
か
っ
て
苦
し
み
、
治
療
に
優
れ
た
僧
が
い
る
と
い
う
北
山
を
訪
ね
る
。
そ
の
北
山
で
、
源
氏
は
女
性
ば
か
り
が
住
む
小
柴
垣
の
家

に
目
を
と
め
、
夕
方
、
そ
こ
へ
出
か
け
る
こ
と
に
し
た
。
そ
こ
で
源
氏
は
運
命
的
な
出
会
い
を
す
る
。

【
表
】
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⑩

光
源
氏
は
一
二
歳
で
元
服
し
、
左
大
臣
の
娘
葵
の
上
と
結
婚
し
た
が
、
藤
壺
の
宮
を
慕
う
心
が
強
く
な
っ
て
い
く
。
一
八
歳
の
春
、
彼
は
病
を
得
て
、
加
持
の
た
め
訪

れ
た
北
山
で
気
に
な
る
僧
坊
を
見
つ
け
た
。

⑪

「
玉
の
男
皇
子
」
は
、
三
歳
で
母
、
桐
壺
の
更
衣
と
死
別
し
た
後
、「
源
」
の
姓
を
与
え
ら
れ
て
臣
下
の
身
分
と
さ
れ
、「
光
源
氏
」
と
呼
ば
れ
た
。
父
帝
は
、
後
に
更

衣
に
似
た
女
性
を
后
に
加
え
た
。
藤
壺
の
宮
で
あ
る
。
光
源
氏
は
一
二
歳
で
元
服
し
た
際
、
左
大
臣
の
娘
（
葵
の
上
）
と
結
婚
し
た
が
、
ひ
そ
か
に
藤
壺
の
宮
を
思
慕
し

続
け
て
い
た
。

⑫

一
八
歳
の
春
、光
源
氏
は
、病
気
の
治
療
の
た
め
都
郊
外
の
北
山
に
住
む
聖
の
も
と
を
訪
れ
、小
柴
垣（
雑
木
で
編
ん
だ
や
や
低
い
垣
根
）で
囲
ま
れ
た
住
ま
い
を
見
か
け
、

興
味
を
覚
え
る
。

⑬

皇
子
は
、
三
歳
で
母
・
桐
壺
更
衣
を
亡
く
し
た
の
ち
、「
源
」
の
姓
を
与
え
ら
れ
、
光
源
氏
と
呼
ば
れ
た
。
や
が
て
源
氏
は
、
父
帝
が
迎
え
た
藤
壺
の
宮
を
ひ
そ
か
に

思
慕
す
る
よ
う
に
な
る
。

源
氏
は
、
十
二
歳
で
元
服
し
、
左
大
臣
の
娘
・
葵
の
上
と
結
婚
し
た
が
、
藤
壺
へ
の
思
い
は
や
み
が
た
か
っ
た
。
十
八
歳
の
春
、
病
気
の
治
療
の
た
め
赴
い
た
北
山
で
、

源
氏
は
若
紫
の
君
（
の
ち
の
紫
の
上
）
を
見
出
だ
す
こ
と
に
な
る
。

⑭⑮⑯

光
る
君
は
、三
歳
の
夏
に
母
更
衣
と
死
別
す
る
。
帝
は
高
麗
人
の
予
言
な
ど
も
参
考
に
し
て
、光
る
君
を
臣
籍
に
下
し
、源
氏
と
し
た
。
元
服
し
た
光
源
氏
は
葵
の
上
（
左

大
臣
の
娘
）
と
結
婚
し
た
が
、
亡
き
母
に
生
き
う
つ
し
だ
と
言
わ
れ
る
藤
壺
の
宮
を
ひ
そ
か
に
思
慕
し
続
け
る
。
桐
壺
に
続
く
三
巻
（
帚
木
―
夕
顔
）
は
、
源
氏
十
七
歳

の
物
語
で
あ
る
。
五
月
雨
の
夜
、
頭
中
将
（
葵
の
上
の
兄
弟
）
た
ち
の
語
る
女
性
論
（
品
定
め
）
を
聞
い
た
後
、
源
氏
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
恋
愛
を
体
験
す
る
よ
う
に
な
る
。

ふ
と
知
り
合
っ
た
女
性
（
夕
顔
）
の
突
然
の
死
に
遭
遇
し
て
病
床
に
臥
し
た
こ
と
も
あ
っ
た
。
次
の
若
紫
の
巻
は
源
氏
十
八
歳
の
春
で
あ
る
。

⑰⑱

光
源
氏
の
母
で
あ
る
桐
壺
更
衣
は
、
源
氏
が
三
歳
の
と
き
に
亡
く
な
る
。
帝
は
高
麗
人
の
予
言
な
ど
を
も
と
に
源
氏
を
臣
籍
に
下
し
、
源
の
姓
を
与
え
た
。
元
服
し
た

源
氏
は
、左
大
臣
の
娘
の
葵
上
と
結
婚
す
る
が
、そ
の
心
は
、父
の
妃
で
あ
る
藤
壺
宮
へ
の
思
慕
の
情
で
占
め
ら
れ
て
い
た
。
母
に
似
て
い
る
と
い
う
藤
壺
宮
へ
の
思
い
は
、

や
が
て
許
さ
れ
な
い
恋
情
へ
と
変
わ
っ
て
い
く
。
一
八
歳
を
迎
え
た
春
、源
氏
は
病
気
治
療
の
た
め
に
訪
れ
た
北
山
で
、藤
壺
宮
に
よ
く
似
た
少
女
と
出
会
う
こ
と
に
な
る
。

凡
例

以
下
の
よ
く
利
用
す
る
も
の
は
、
→
以
下
の
略
号
を
も
っ
て
注
記
を
省
略
す
る
。

文
部
科
学
省
『
高
等
学
校
教
科
用
図
書
検
定
基
準
』（
平
成
二
一
年
九
月
九
日
文
部
科
学
省
告
示
第
一
六
六
号
、
平
成
二
六
年
一
月
一
七
日
改
正
）

－15－

高
等
学
校
国
語
教
科
書
に
お
け
る
『
源
氏
物
語
』
採
録
箇
所
の
研
究

─
桐
壺
巻
・
若
紫
巻
採
録
の
適
切
さ
を
中
心
と
し
て

─



http://w
w
w
.m
ext.go.jp/a_m

enu/shotou/kyoukasho/kentei/1343961.htm

（
二
〇
一
七
年
一
月
三
日
一
五
時
閲
覧
）
→
『
検
定
基
準
』

文
部
科
学
省
『
高
等
学
校
学
習
指
導
要
領
』（
平
成
二
一
年
度
文
部
科
学
省
告
示
第
三
四
号
）
→
『
指
導
要
領
』

文
部
科
学
省
『
高
等
学
校
学
習
指
導
要
領
解
説
国
語
編
』（
平
成
二
二
年
六
月
）
→
『
解
説
国
語
編
』

注一　

山
本
眞
一
郎
「
教
科
書
と
文
学
」『
日
本
文
学
』
六
四
巻
一
号
（
二
〇
一
五
年
一
月
）

山
本
眞
一
郎
氏
は
、
特
に
小
説
教
材
に
定
番
教
材
が
多
い
と
し
て
そ
の
選
定
や
教
育
的
配
慮
に
関
し
て
論
を
進
め
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
古
典
教
材
に
関

し
て
も
同
様
に
言
え
る
こ
と
だ
と
考
え
る
。

二　

吉
井
美
弥
子
「
国
語
教
育
を
超
え
て
」『
早
稲
田
大
学
国
語
教
育
研
究
』
三
四
巻
（
二
〇
一
四
年
三
月
）

三　

有
馬
義
貴
「
高
等
学
校
「
古
典
」
に
お
け
る
『
源
氏
物
語
』
採
録
箇
所
の
提
案
―
「
桐
壺
」
冒
頭
と
「
若
紫
」
垣
間
見
場
面
と
の
連
結
―
」『
源
氏
物
語

続
編
の
人
間
関
係
―
付
物
語
文
学
教
材
試
論
』（
新
典
社
・
二
〇
一
四
年
）

四　

吉
井
美
弥
子
「
国
語
教
科
書
に
お
け
る
『
源
氏
物
語
』
―
『
源
氏
物
語
』
は
「
最
高
傑
作
」
か
」『
源
氏
物
語
研
究
の
現
在
』（
お
う
ふ
う
・
二
〇
〇
六

年
）

五　

注
三
に
同
じ
。

日
本
文
学
ノ
ー
ト　

第
五
十
二
号

－16－


