
近
代
能
楽
集

「
源
氏
供
養
」

「
源
氏
供
養
」
は
三
島
由
紀
夫
が
「
近
代
能
楽
集
ノ
内
」
と
し
て
、

昭
和
三
七
年
に
『
文
芸
』
に
発
表
し
た
戯
曲
で
あ
る
。
「
郎
耶
」

〈
昭
和
二
五
年
）
「
綾
の
鼓
」
（
昭
和
二
六
年
）
「
卒
塔
婆
小
町
」

（
昭
和
二
七
年
）
「
葵
上
亡
（
昭
和
二
九
年
）
「
班
女
」
（
昭
和
三

O
年
）
の
五
編
と
し
て
ま
ず
刊
行
さ
れ
た
も
の
に
、
「
道
成
寺
」

（
昭
和
三
二
年
）
「
熊
野
」
（
昭
和
三
四
年
）
「
弱
法
師
」
（
昭
和

三
五
年
）
を
加
え
た
全
八
編
が
、
す
で
に
「
近
代
能
楽
集
」
と
し
て

発
表
さ
れ
て
い
た
。
「
近
代
能
楽
集
」
と
い
う
名
の
通
り
、
同
名
の

謡
曲
を
下
敷
き
に
し
た
も
の
で
あ
る
。
本
作
品
は
、
こ
の
「
近
代
能

楽
集
」
と
銘
打
っ
た
作
品
群
の
最
後
を
飾
る
も
の
と
し
て
当
時
発
表

さ
れ
た
は
ず
で
あ
っ
た
。

ま
ず
、
概
略
を
示
そ
う
。

晩
春
の
午
後
、
か
つ
て
「
春
の
潮
」
と
い
う
小
説
で
一
世
を
風
燥

し
た
女
流
作
家
野
添
紫
の
文
学
碑
を
、
二
人
の
文
学
草
（
A
と
B
）

が
訪
ね
る
。
こ
の
小
説
は
五
十
四
人
の
女
に
次
々
愛
さ
れ
た
男
で
絶

試
論

ニ
十
九
回
生

松

倫

子

下

世
の
美
男
、
藤
倉
光
を
主
人
公
と
し
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
恵
ま
れ

た
主
人
公
光
は
そ
の
文
学
碑
の
近
く
の
崖
か
ら
身
を
投
げ
て
自
殺
し

て
し
ま
う
と
い
う
も
の
だ
。
そ
の
小
説
に
は
ふ
し
ぎ
な
実
在
観
が
あ

る
と
い
う
。

二
人
は
文
学
碑
か
ら
離
れ
、
光
が
身
投
げ
を
し
た
コ
1
ス
を
た
ど

ろ
う
と
す
る
。
す
る
と
突
然
雷
鳴
が
お
こ
り
、
そ
れ
に
追
わ
れ
る
よ

う
に
青
年
た
ち
が
去
っ
た
あ
と
、
野
添
紫
自
身
の
亡
霊
が
現
れ
、
文

学
碑
に
ぞ
ん
ざ
い
に
腰
か
け
る
。

光
の
身
投
げ
し
た
コ
l
ス
を
た
ど
り
終
え
て
文
学
碑
に
戻
っ
た
青

年
た
ち
は
亡
霊
を
見
て
驚
く
。
彼
ら
に
対
し
て
野
添
紫
は
名
乗
ら
な

い
ま
ま
（
も
ち
ろ
ん
亡
霊
で
あ
る
こ
と
を
隠
し
た
ま
ま
）
光
が
自
殺

を
す
る
様
を
展
開
し
て
見
せ
る
。
し
か
も
何
度
も
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、

青
年
た
ち
は
目
の
前
の
女
性
が
野
添
紫
の
亡
重
で
あ
る
こ
と
を
悟
り
、

彼
ら
の
自
の
前
の
亡
霊
も
そ
れ
を
認
め
る
。
こ
う
し
て
青
年
た
ち
は

野
添
紫
と
、
文
学
な
ど
に
つ
い
て
の
会
話
を
交
わ
す
。

ρ
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し
か
し
、
突
然
、
観
光
パ
ス
の
人
々
が
予
想
外
の
時
聞
に
や
っ
て

き
た
た
め
、
野
添
紫
の
霊
は
慌
て
て
消
え
て
し
ま
う
。
青
年
た
ち
は

も
う
一
度
光
の
自
殺
が
展
開
さ
れ
て
い
る
崖
の
上
を
眺
め
る
が
、
光

の
自
殺
の
様
は
、
実
は
灯
台
の
光
が
回
r
宇
し
て
い
る
だ
け
な
の
で
あ
っ

た
。
そ
こ
で
青
年
た
ち
は
、
こ
れ
ま
で
野
添
紫
の
「
安
手
な
ト
リ
ッ

ク
」
に
嘱
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
悟
り
、
「
春
の
潮
」
の
文
庫
本
を
投

げ
捨
て
る
。
そ
し
て
や
っ
て
き
た
観
光
パ
ス
の
ガ
イ
ド
が
、
客
に
対

し
て
文
学
碑
の
前
で
語
る
の
を
見
て
、
高
ら
か
に
そ
れ
を
笑
い
と
ば

す。
こ
の
曲
は
発
表
後
三
島
自
ら
に
よ
っ
て
失
敗
作
と
さ
れ
、
廃
曲
と

な
っ
た
。
の
み
な
ら
ず
一
切
の
舞
台
上
演
を
も
禁
止
さ
れ
て
い
る
。

本
稿
で
は
、
三
島
が
こ
の
曲
を
「
近
代
能
薬
集
ノ
内
」
と
し
て
選
択

し
た
意
図
、
ま
た
こ
れ
を
廃
曲
と
し
た
意
図
を
、
謡
曲
「
事
比
盤
整

と
の
比
較
な
ど
か
ら
探
ろ
う
と
試
み
る
も
の
で
あ
る
。

三
島
が
「
近
代
能
楽
集
は
車
な
る
能
楽
の
現
代
化
で
は
な
い
。
現

代
に
お
け
る
観
念
劇
と
詩
劇
と
の
ア
マ
ル
ガ
ム
を
試
み
る
の
に
、
た

ま
た
ま
能
楽
に
典
擦
を
借
り
た
の
で
あ
る
し
「
と
駈
言
し
て
い
る
以
上
、

原
作
の
能
と
の
比
較
は
無
益
と
の
指
摘
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し

か
し
、
能
の
「
源
氏
供
養
」
で
三
島
が
な
に
を
感
じ
え
た
の
か
、
な

に
を
以
て
近
代
能
楽
集
の
中
に
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
と
判
断
し
た

の
か
。
三
島
の
こ
の
曲
に
つ
い
て
の
言
明
が
な
い
以
上
、
原
典
の
能

と
の
比
較
は
決
し
て
無
益
で
は
な
い
と
考
え
る
次
第
で
あ
る
。
（
三

島
「
源
氏
供
養
」
の
本
文
は
、
初
出
稿
で
あ
る
『
文
芸
』
昭
和
三
七

年
三
月
号
の
も
の
を
用
い
た
。
）

ま
ず
、
形
式
に
お
い
て
の
比
較
か
ら
始
め
た
い
。

「
源
氏
供
養
」
は
三
番
目
物
（
量
物
）
の
夢
幻
能
。
現
在
も
五
流

と
も
に
あ
る
。
素
材
は
そ
の
題
の
と
お
り

n
源
氏
供
葬
と
い
わ
れ

る
事
象
に
あ
る
。

H

源
氏
供
葬
に
つ
い
て
は
す
で
に
諸
氏
に
よ
り
様
々
な
研
究
が

な
さ
れ
て
い
る
が
、
以
下
簡
単
に
説
明
し
て
お
こ
う
。

紫
式
部
が
『
源
氏
物
語
』
を
著
し
た
こ
と
に
よ
り
、
死
後
狂
言
締

語
の
罪
に
関
わ
れ
、
、
地
獄
を
さ
ま
よ
っ
て
い
る
と
い
う
い
わ
ゆ
る

紫
式
部
堕
地
獄
説
は
、
既
に
平
安
末
期
か
ら
み
ら
れ
る
事
象
で
あ
っ

た
。
『
宝
物
集
』
に
は
紫
式
部
が
あ
る
人
の
夢
中
に
現
れ
て
地
獄
の

苦
し
み
を
訴
え
、
「
早
源
氏
物
語
ヲ
破
リ
捨
テ
』
一
日
経
ヲ
書
テ
暗

ヘ
シ
」
と
自
身
の
救
済
を
求
め
た
と
い
う
記
事
が
あ
る
。
そ
の
た
め
、

彼
女
を
救
済
す
べ
く
源
氏
物
語
を
反
故
に
し
て
漉
き
返
し
、
経
文
を

そ
の
背
後
に
書
い
た
。
ま
た
、
法
華
経
二
十
八
品
に
源
氏
の
巻
名
を

あ
て
、
源
氏
の
巻
』
を
詠
み
込
ん
だ
和
歌
が
歌
詠
み
た
ち
に
よ
っ
て

’t
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詠
ま
れ
た
り
も
し
て
い
る
。
源
氏
物
語
の
巻
名
を
詠
み
込
ん
だ
『
源

氏
一
品
経
』
『
源
氏
物
語
表
白
』
な
ど
も
現
れ
る
。
こ
れ
ほ
ど
の
普

及
の
影
に
は
、
式
部
の
救
済
が
ま
た
読
者
そ
の
も
の
を
救
済
す
る
た

め
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
考
え
方
が
あ
っ
た
。

ま
た
、
こ
れ
ら
の
説
と
同
時
に
、
紫
式
部
観
音
説
も
出
る
。
紫
式

部
は
な
に
か
物
語
を
書
く
よ
う
に
求
め
ら
れ
た
た
め
、
そ
れ
に
応
じ

て
石
山
寺
に
龍
り
、
祈
っ
た
と
い
う
。
そ
の
と
き
彼
女
の
頭
に
ひ
ら

め
い
て
で
き
た
の
が
『
源
氏
物
語
』
で
あ
り
、
こ
れ
は
そ
の
と
き
料

紙
と
し
て
使
わ
れ
た
天
ム
旦
ハ
十
帖
に
あ
わ
せ
た
六
十
巻
の
物
語
で
あ
っ

た
と
い
う
。
そ
し
て
紫
式
部
は
実
は
そ
の
石
山
寺
の
観
音
で
あ
っ
た

と
い
う
説
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
謡
曲
の
末
尾
に
も
「
紫
式
部
と
申

す
は
か
の
石
山
寺
の
観
世
音
仮
に
こ
の
世
に
現
れ
も
」
と
い
う

言
葉
が
唐
突
に
出
て
く
る
。
（

こ
の
よ
う
な
素
材
を
背
景
に
し
て
、
謡
曲
「
源
氏
供
養
」
は
成
立

し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
安
居
院
法
印
（
ワ
キ
ハ
『
源
氏
翻
意
家
旦

を
作
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
人
物
）
が
、
石
山
寺
へ
向
か
う
途
中
、

若
い
女
（
前
シ
テ
）
に
呼
び
止
め
ら
れ
る
。
彼
女
は
「
わ
れ
石
山
に

龍
り
源
氏
六
十
帖
を
書
き
記
し
」
と
、
そ
れ
と
は
な
し
に
自
身
が

紫
式
部
で
あ
る
こ
と
を
暗
示
す
る
。
そ
し
て
、
自
身
の
供
養
を
頼
む

の
で
あ
る
。
最
初
は
相
手
が
紫
式
部
の
亡
霊
で
あ
る
こ
と
を
わ
か
ら

な
か
っ
た
法
印
も
、
や
が
て
理
解
し
、
そ
れ
と
同
時
に
女
は
消
え
る
。

法
印
は
石
山
寺
で
紫
式
部
の
菩
提
を
弔
う
。
す
る
と
、
紫
式
部
（
後

ジ
テ
）
が
曲
舞
舞
い
の
姿
で
現
れ
、
供
養
の
礼
を
言
ぃ
、
布
施
は
何

が
よ
か
ろ
う
か
と
法
印
に
尋
ね
る
。
法
印
は
布
施
の
代
わ
り
に
舞
を

所
望
し
、
シ
テ
も
そ
れ
に
応
じ
て
『
源
氏
物
語
表
白
』
を
基
に
し
た

謡
を
歌
い
つ
つ
舞
う
。

こ
う
し
て
舞
い
終
わ
っ
た
式
部
の
亡
霊
は
消
え
、
先
に
出
し
た
末

文
で
曲
は
締
め
く
く
ら
れ
る
。
（

こ
う
し
て
改
め
て
能
の
『
源
氏
供
養
』
を
み
た
と
き
、
前
出
の
八

編
の
モ
デ
ル
と
な
っ
た
そ
れ
ぞ
れ
の
謡
曲
と
形
式
上
の
点
で
異
な
る

点
が
あ
る
。
そ
れ
は
こ
の
曲
は
典
型
的
な
夢
幻
能
だ
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
れ
に
よ
っ
て
彼
界
と
此
界
と
の
交
流
は
可
能

と
な
る
。
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し
か
し
、
な
に
ゆ
え
こ
こ
で
あ
え
て
典
型
的
な
夢
幻
能
で
あ
る
こ

の
曲
を
選
択
し
た
の
か
と
い
う
疑
問
が
残
る
。
あ
え
て
彼
界
と
此
界

と
の
交
流
と
い
う
図
式
を
あ
ら
か
じ
め
用
意
し
な
く
て
も
能
の
近
代

化
は
可
能
で
は
な
か
っ
た
か
。
「
源
氏
供
養
」
よ
り
二
年
前
に
発
表

さ
れ
て
い
る
現
在
能
「
弱
法
師
」
で
は
見
事
な
現
代
化
に
成
功
し
て

お
り
、
ま
た
こ
れ
に
よ
っ
て
高
い
評
価
も
得
て
い
た
三
島
で
あ
る
。

三
島
が
こ
れ
ま
で
近
代
化
に
用
い
て
い
た
現
在
能
に
は
ま
だ
か
な
り

の
曲
が
残
っ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。

「
弱
法
師
」
を
含
む
、
後
に
三
島
が
「
近
代
能
楽
集
」
に
付
け
加

え
た
三
作
で
は
、
形
式
的
に
も
か
な
り
の
能
か
ら
離
れ
て
三
島
自
身



の
自
由
な
発
想
が
見
ら
れ
た
。
し
か
し
こ
こ
で
は
ま
る
ま
る
能
の
形

式
を
借
り
て
い
る
。

私
は
、
こ
こ
に
三
島
が
こ
の
曲
を
「
近
代
能
祭
ノ
内
集
」
と
し
て

選
択
し
つ
つ
も
、
廃
曲
と
し
た
理
由
の
一
つ
を
み
る
。
む
ろ
ん
、
霊

と
人
間
と
の
交
わ
り
と
い
う
点
で
は
「
郎
郡
」
「
葵
ト
止
「
綾
の
鼓
」

が
先
行
と
し
て
あ
る
。
が
、
「
郎
郵
」
で
は
途
中
ま
で
、
「
葵
上
」

に
至
っ
て
は
最
後
ま
で
主
人
公
の
相
手
が
亡
霊
で
あ
る
と
わ
か
ら
な

か
っ
た
し
、
「
綾
の
鼓
」
で
は
亡
霊
と
な
っ
た
老
人
は
最
初
は
生
き

て
い
る
人
間
だ
っ
た
。
今
度
は
は
じ
め
か
ら
野
添
紫
の
亡
霊
が
青
年

た
ち
の
目
の
前
に
出
現
し
、
野
路
紫
も
そ
れ
を
最
初
で
認
め
て
し
ま
っ

た
。
も
う
す
こ
し
大
胆
な
改
作
も
可
能
で
は
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

デ
ィ
テ
ー
ル
だ
が
、
一
つ
に
は
こ
う
い
う
失
敗
が
あ
り
え
た
の
で

は
な
い
か
。

次
に
、
中
身
に
つ
い
て
原
作
と
比
較
し
て
み
た
い
。
素
材
と
概
略

は
既
に
述
べ
た
。

三
島
「
源
氏
供
養
」
に
つ
い
て
は
百
川
敬
仁
・
堂
本
正
樹
両
氏
の

論
考
が
あ
る
。
両
氏
と
も
既
に
指
摘
し
て
お
ら
れ
る
よ
う
に
、
こ
の

謡
曲
の
中
の
紫
式
部
は
決
し
て
狂
言
椅
語
の
罪
で
は
な
く
、
「
源
氏

物
語
」
の
主
人
公
光
源
氏
を
彼
女
が
救
済
し
な
か
っ
た
た
め
に
地
獄

に
落
ち
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
謡
曲
中
の
「
か
の
源

氏
に
つ
ひ
に
供
養
を
せ
ざ
り
し
科
に
よ
り
」
と
い
う
部
分
か
ら
明
ら

か
で
あ
る
。

そ
し
て
、
野
添
紫
も
、
同
様
に
、
彼
女
の
小
説
「
春
の
潮
」
の
主

人
公
藤
倉
光
を
救
済
し
な
か
っ
た
。

女
ば
か
な
こ
と
を
き
く
も
ん
ぢ
ゃ
な
い
わ
。
ど
う
し
て
作

者
が
主
人
公
を
救
っ
た
り
す
る
必
要
が
あ
る
ん
で
す
。

そ
の
た
め
に
た
と
へ
地
獄
へ
落
ち
よ
う
と
。

と
、
光
の
自
殺
に
つ
い
て
尋
ね
た
青
年
た
ち
へ
彼
女
は
語
る
。
こ

れ
に
よ
り
あ
る
程
度
、
死
後
地
獄
に
落
ち
る
こ
と
に
な
る
か
も
し
れ

な
い
こ
と
を
、
彼
女
は
生
前
覚
悟
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

そ
う
し
た
覚
悟
の
上
で
、
彼
女
は
「
安
物
の
小
説
家
」
が
描
く

「
安
手
な
救
済
」
を
否
定
し
た
。
彼
女
の
言
葉
を
借
り
る
と
「
救
済

の
ま
ね
ご
と
ま
で
は
遠
慮
し
た
」
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
藤
倉

光
は
作
中
で
は
救
済
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
自
殺
さ
せ
ら
れ
る
。
こ
う

し
て
「
春
の
潮
」
は
終
長
崎
す
る
。
そ
し
て
、
彼
女
自
身
も
救
済
さ
れ

る
こ
と
な
く
、
文
学
碑
の
周
辺
を
亡
霊
と
な
っ
て
さ
迷
う
結
果
と
な

る
の
で
あ
る
。

円百
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謡
曲
で
も
た
し
か
に
紫
式
部
は
光
源
氏
の
救
済
を
し
な
か
っ
た
た

め
に
浮
か
ば
れ
な
か
っ
た
と
い
う
設
定
と
な
っ
て
い
た
。
が
、
亡
霊

と
な
っ
た
彼
女
は
ひ
た
す
ら
僧
に
自
身
の
苦
し
み
を
訴
え
救
済
を
求

め
た
。
そ
し
て
布
施
と
し
て
の
舞
（
こ
れ
は
前
述
の
通
り
「
源
氏
供



養
表
白
」
、
そ
し
て
ま
た
「
源
氏
供
養
草
子
」
に
典
拠
な
い
し
は
素

材
を
得
た
詞
句
だ
と
い
わ
れ
て
い
み
が
、
端
的
に
言
え
ば
源
氏
の
巻
々

を
詠
み
込
ん
だ
も
の
で
あ
る
）
を
ワ
キ
に
所
望
さ
れ
る
。
そ
こ
に
は

常
に
受
け
身
な
女
性
の
姿
｜
こ
れ
は
謡
曲
に
お
い
て
の
女
性
の
典
型

で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
ー
が
み
ら
れ
る
。
少
な
く
と
も
積
極
的
に

は
彼
女
は
地
獄
へ
と
落
ち
な
か
っ
た
の
だ
。
そ
し
て
そ
の
結
果
、
彼

女
は
救
済
さ
れ
、
観
世
音
と
し
て
讃
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

で
は
青
年
た
ち
の
役
割
は
何
か
。
謡
曲
に
お
け
る
僧
の
如
く
、
野

添
紫
が
語
る
作
家
と
作
品
と
の
関
係
を
聞
い
て
、
彼
女
を
救
済
し
よ

う
と
考
え
た
か
。
そ
う
で
は
な
い
。
青
年
た
ち
は
野
添
紫
の
亡
霊
が

消
え
た
あ
と
で
も
た
だ
気
味
悪
が
っ
て
、
な
に
か
し
よ
う
と
は
考
え

て
い
な
い
。
の
み
な
ら
ず
、
彼
女
が
浅
ま
し
い
亡
霊
の
姿
を
わ
ざ
わ

ざ
見
せ
て
ま
で
展
開
し
て
見
せ
た
「
春
の
潮
」
の
世
界
が
、
実
は

「
安
手
な
ト
リ
ッ
ク
」
で
あ
っ
た
と
し
て
、
手
に
持
っ
て
い
た
「
春

の
潮
」
の
文
庫
本
を
捨
て
、
文
学
そ
の
も
の
を
捨
て
て
し
ま
う
の
で

あ
る
。
こ
こ
に
は
謡
曲
に
見
ら
れ
た
シ
テ
の
救
済
も
、
観
世
音
と
い

う
、
人
間
以
上
の
地
位
の
向
上
も
一
切
な
い
。
も
と
も
と
は
野
添
紫

の
敬
慶
な
崇
拝
者
で
あ
っ
た
彼
ら
は
、
作
家
野
添
紫
の
も
つ
官
閉
世

界
、
ひ
い
て
は
彼
女
な
り
に
説
い
た
論
理
｜
作
家
と
作
品
と
の
関
係

に
つ
い
て
ー
を
最
終
的
に
軽
蔑
し
て
し
ま
う
役
割
を
担
わ
さ
れ
て
い

る
わ
け
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
夢
か
ら
醒
め
た
〈
で
あ
ろ
う
）
彼
ら
が
目
に
し
た
も

の
は
、
単
な
る
「
燈
豊
の
光
り
」
で
あ
り
、
先
ほ
ど
か
ら
落
ち
て
い

た
新
品
の
ハ
ン
カ
チ
で
あ
っ
た
。
共
に
青
年
た
ち
が
野
添
紫
の
世
界

へ
引
き
込
ま
れ
る
き
っ
か
け
と
も
な
っ
た
小
道
具
で
あ
る
。
当
初
野

添
紫
が
ハ
ン
カ
チ
を
青
年
た
ち
に
取
ら
せ
た
と
き
、
同
時
に
青
年
た

ち
は
彼
界
、
な
い
し
は
夢
中
の
状
態
に
入
っ
て
い
た
。
ハ
ン
カ
チ
は

そ
の
た
め
の
小
道
具
で
あ
り
、
ハ
ン
カ
チ
に
よ
っ
て
導
か
れ
た
彼
界

か
ら
見
た
た
め
に
、
ー
む
ろ
ん
野
添
紫
の
力
が
介
在
し
て
｜
「
燈
蓋

の
光
り
」
も
藤
倉
光
が
自
殺
す
る
姿
と
見
え
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ

え
青
年
た
ち
に
よ
る
野
添
紫
の
ハ
ン
カ
チ
の
存
在
の
否
定
は
、
同
時

に
、
青
年
た
ち
の
、
彼
界
で
の
体
験
の
否
定
の
伏
線
と
な
る
。

こ
う
し
て
野
添
紫
を
し
て
「
思
っ
た
ほ
ど
莫
迦
ぢ
ゃ
な
い
わ
」
と

評
価
せ
し
め
た
、
彼
女
に
と
っ
て
賢
明
な
る
読
者
で
あ
る
は
ず
の
青

年
た
ち
は
、
前
述
の
通
り
の
結
末
を
残
す
。

こ
の
よ
う
に
、
三
島
「
源
氏
供
養
」
と
謡
曲
と
で
は
内
容
上
、
逆

転
が
み
ら
れ
る
。
こ
の
三
島
な
り
の
解
釈
を
よ
り
分
析
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
あ
る
い
は
「
源
氏
供
養
」
を
三
島
が
選
択
し
た
意
図
、
ひ

い
て
は
そ
の
廃
曲
の
意
図
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。
以
下
は
こ
の
点
に
つ
い
て
考
察
し
た
い
。

-30-

先
行
諸
氏
に
よ
っ
て
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
三
島
は



劇
を
創
作
す
る
に
あ
た
っ
て
は
既
に
最
後
の
一
行
を
完
壁
に
イ
メ
ー

ジ
し
て
い
る
と
い
ふ
。
そ
の
意
見
を
採
る
な
ら
ば
、
こ
の
戯
曲
で
も
、

最
後
の
一
行
は
重
要
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の

戯
曲
の
最
後
の
一
行
は
、
的
外
れ
な
時
間
に
や
っ
て
き
た
観
光
パ
ス

の
ガ
イ
ド
が
、
客
を
前
に
野
添
紫
の
文
学
碑
の
説
明
を
し
て
い
た
、

そ
の
後
の青

年
A

青
年
B

み
A
F

み
」
串
牛
歩
中
A
F

斗
」
串
。

中
」
臨
み
」
品
十
A
F

キ
A
F

中
A
F

。

（
一
同
不
審
さ
う
に
二
青
年
の
笑
ひ
を
見
成
る
）

と
い
う
も
の
で
あ
る
。
三
島
が
「
源
氏
供
養
」
を
製
作
す
る
に
あ

た
っ
て
、
は
じ
め
か
ら
こ
の
不
可
解
と
も
い
え
る
幕
切
れ
を
考
え
て

い
た
の
だ
ろ
う
か
と
い
う
疑
問
も
生
じ
る
だ
ろ
う
。
が
、
も
し
三
島

が
定
説
通
り
こ
の
部
分
を
最
初
に
イ
メ
ー
ジ
し
て
い
る
の
だ
と
し
た

ら
、
こ
れ
こ
そ
三
島
が
謡
曲
「
源
氏
供
養
」
で
感
じ
た
も
の
で
あ
っ

た
と
考
え
ら
れ
る
。

す
な
わ
ち
三
島
は
こ
の
中
で
、
謡
曲
中
に
展
開
さ
れ
て
い
た
『
源

氏
物
語
』
の
優
美
な
世
界
を
、
ひ
い
て
は
そ
の
作
者
紫
式
部
を
笑
っ

て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
う
考
え
る
と
、
こ
の
部
分
は
三

島
に
よ
る
、
芸
術
家
の
否
定
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と

い
う
推
測
が
成
り
立
つ
。

先
に
謡
曲
「
源
氏
供
養
」
の
素
材
の
説
明
、
そ
し
て
謡
曲
と
の
比

較
を
行
っ
た
際
、
謡
曲
で
の
紫
式
部
は
常
に
受
け
身
の
女
性
と
し
て

描
か
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
彼
女
は
た
だ
僧
に
救
済
を
求
め

る
の
み
の
存
在
で
あ
っ
た
。
そ
の
根
底
に
は
い
か
に
す
ば
ら
し
い
作

家
で
あ
ろ
う
と
、
狂
言
締
語
と
い
う
、
仏
教
を
背
景
と
し
て
存
在
し

た
罪
か
ら
は
逃
れ
が
た
い
と
い
う
き
わ
め
て
中
世
的
な
思
想
が
あ
っ

た。
三
島
が
目
を
つ
け
た
の
は
こ
こ
で
は
あ
る
ま
い
か
。
い
か
に
す
ぐ

れ
た
作
品
を
創
ろ
う
と
も
、
仏
罰
に
は
勝
て
な
い
。
た
と
え
紫
式
部

と
い
え
ど
一
人
の
愚
か
な
人
聞
に
し
か
す
ぎ
な
い
の
だ
。
彼
の
笑
い

の
意
味
に
は
、
そ
う
い
う
背
景
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

し
か
し
、
そ
う
考
え
て
く
る
と
当
然
、
一
二
島
自
身
も
作
家
で
あ
る
、

と
い
う
問
題
に
ぶ
つ
か
っ
て
く
る
。
こ
の
作
品
に
は
一
つ
に
は
前
述

の
通
り
の
三
島
な
り
の
紫
式
部
観
が
背
景
と
な
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う

が
、
こ
れ
は
同
時
に
芸
術
家
で
あ
る
三
島
自
身
へ
も
返
っ
て
く
る
。

こ
こ
で
想
起
さ
れ
る
の
が
、
同
じ
「
近
代
能
楽
集
ノ
内
」
と
し
て

創
作
さ
れ
た
「
卒
塔
婆
小
町
」
で
あ
る
。

か
つ
て
、
三
島
由
紀
夫
は
「
卒
塔
婆
都
町
」
を
製
作
す
る
に
あ
た
っ

て
、
「
登
場
す
る
詩
人
の
や
う
な
青
春
を
自
分
の
内
に
ひ
と
ま
づ
殺

す
と
こ
ろ
か
ら
、
九
十
九
歳
の
小
町
の
や
う
な
不
屈
な
永
却
の
青
春

を
志
す
こ
と
が
、
事
術
家
た
る
の
道
だ
と
愚
考
し
て
ゐ
る
わ
け
で
あ

み
」
と
説
い
て
い
る
。
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こ
う
し
て
実
際
に
「
卒
塔
婆
小
町
」
の
中
で
「
詩
人
を
殺
し
」
た

三
島
は
、
は
た
し
て
そ
の
後
「
不
屈
な
永
却
の
青
春
」
を
手
に
入
れ



る
こ
と
が
で
き
た
の
だ
ろ
う
か
。
「
源
氏
供
養
」
も
「
卒
搭
婆
示
町
」

同
様
、
作
家
と
い
う
、
広
い
意
味
で
い
え
ば
芸
術
家
に
属
す
る
人
物

を
扱
っ
て
い
る
以
上
、
こ
の
間
い
を
避
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
よ
う

に
思
わ
れ
る
。
い
わ
ば
、
「
源
氏
供
養
」
は
、
「
卒
塔
婆
小
町
」
の

後
日
談
で
は
な
い
か
。
そ
の
考
え
に
基
づ
く
と
、
野
添
紫
は
小
町
の

後
の
姿
｜
あ
る
い
は
同
様
の
性
格
を
担
っ
た
人
物
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
の
野
添
紫
は
、
前
章
で
述
べ
た
通
り
、
か
つ
て
三
島
の
手
に
よ
っ

て
「
殺
」
さ
れ
た
筈
の
青
年
た
ち
に
よ
っ
て
お
と
し
め
ら
れ
た
。
そ

し
て
、
文
面
に
は
な
い
が
、
永
却
に
地
獄
か
ら
抜
け
出
す
こ
と
は
あ

り
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

青
年
た
ち
が
、
「
卒
塔
婆
小
町
」
に
お
け
る
詩
人
の
よ
う
な
純
粋

な
芸
術
家
で
あ
る
の
か
と
い
う
疑
問
も
生
じ
る
。
む
ろ
ん
、
彼
ら
は

批
評
家
で
あ
っ
て
創
作
者
で
は
な
い
。
「
卒
塔
婆
小
町
」
の
詩
人
か

ら
す
る
と
や
や
ま
が
い
物
に
近
い
。
が
、
彼
ら
も
そ
も
そ
も
は
野
添

紫
の
純
粋
な
崇
拝
者
で
あ
り
、
少
な
く
と
も
野
添
紫
の
い
う
「
観
光

パ
ス
の
連
中
」
に
比
べ
る
と
、
は
る
か
に
純
粋
に
彼
女
を
崇
拝
し
て

い
た
の
で
あ
る
。
「
純
粋
さ
」
と
い
う
キ
ー
ワ
ー
ド
か
ら
見
て
み
る

と
、
彼
ら
も
詩
人
と
同
様
で
あ
る
。

こ
う
し
て
見
て
み
る
と
、
こ
こ
に
三
島
に
よ
る
「
卒
塔
婆
小
町
」

へ
の
解
答
が
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
、
「
否
」

の
解
答
で
あ
る
。
野
添
紫
は
救
済
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
永
遠
に
文
学

碑
の
ま
わ
り
を
さ
ま
よ
う
結
果
と
な
る
。
こ
れ
が
三
島
な
り
に
考
え

た
芸
術
家
の
末
路
で
は
な
か
っ
た
か
。

こ
の
よ
う
に
、
謡
曲
「
源
氏
供
養
」
を
三
島
が
選
択
し
た
意
図
は
、

こ
の
よ
う
な
芸
術
家
の
末
路
を
、
こ
の
曲
の
中
に
見
た
か
ら
で
は
な

い
か
と
い
う
結
論
が
出
せ
る
。
読
者
は
、
作
家
を
越
え
て
し
ま
う
こ

と
が
あ
る
。
な
に
よ
り
も
謡
曲
の
背
景
と
な
っ
た
一
連
の
源
氏
供
養

と
い
う
事
象
が
、
当
の
紫
式
部
が
亡
く
な
っ
て
か
ら
後
、
読
者
に
よ
っ

て
形
成
さ
れ
、
広
め
ら
れ
て
い
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
自
体
に
こ

の
こ
と
は
う
か
が
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
読
者
も
、
一
連
の
歴
史

の
流
れ
を
見
て
み
る
と
結
果
と
し
て
立
派
な
創
作
者
な
の
で
あ
る
。

そ
し
て
そ
れ
は
『
源
氏
物
語
』
よ
り
遥
か
に
壮
大
な
ス
ケ
ー
ル
を
持

つ
物
語
と
、
結
果
と
し
て
な
る
の
で
あ
る
。
私
は
、
こ
こ
に
三
島
の

笑
い
の
意
図
を
見
る
。
紫
式
部
と
い
う
偉
大
な
作
家
も
、
結
局
は
仏

罰
に
苦
し
み
供
養
を
求
め
る
一
人
間
で
あ
っ
た
。
同
様
に
野
添
紫
も

（
生
前
あ
る
程
度
覚
悟
は
し
て
い
た
も
の
の
）
、
救
済
さ
れ
る
こ
と

な
く
さ
ま
よ
う
。
そ
し
て
純
粋
な
読
者
の
前
に
の
み
現
れ
て
、
彼
女

な
り
の
世
界
を
説
い
て
見
せ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
結
局

自
然
を
利
用
し
た
も
の
に
し
か
過
ぎ
ず
、
タ
ネ
が
明
か
さ
れ
れ
ば

「
安
手
な
ト
リ
ッ
ク
」
に
し
か
す
ぎ
な
い
の
だ
。

こ
れ
が
、
謡
曲
「
源
氏
供
養
」
の
三
島
な
り
の
解
釈
で
あ
り
、
同

時
に
、
「
近
代
能
楽
集
ノ
内
」
に
入
れ
さ
し
め
た
理
由
で
あ
っ
た
の

で
は
な
い
か
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
ま
た
同
時
に
、
三
島
を
し
て
「
題

材
と
し
て
、
そ
れ
を
ア
ダ
プ
ト
す
る
こ
と
が
、
ま
ち
が
い
だ
っ
品
川
。
」

の
／
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と
言
わ
し
め
た
理
由
で
は
な
か
っ
た
か
。
あ
ま
り
に
も
、
三
島
は
こ

の
戯
曲
で
自
身
の
肖
像
で
も
あ
る
作
家
野
添
紫
を
否
定
し
て
し
ま
っ

て
い
る
の
だ
か
ら
。

こ
れ
に
よ
っ
て
も
廃
曲
の
理
由
は
明
確
で
は
あ
る
が
、
以
下
は
、

こ
の
戯
曲
の
中
心
部
分
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
廃
曲
と
し
た

理
由
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
た
い
。

四

三
島
「
源
氏
供
養
」
の
中
心
部
分
と
思
わ
れ
る
と
こ
ろ
で
、
三
島

は
作
家
と
読
者
と
の
関
係
、
そ
し
て
作
家
の
内
部
を
明
か
し
て
い
る
。

百
川
敬
仁
氏
は
後
者
に
つ
い
て
論
考
し
、
そ
こ
で
は
「
作
家
と
し
て

の
三
島
の
告
白
が
描
か
れ
て
い
る
。
」
と
指
摘
し
て
お
ら
れ
る
。

た
し
か
に
、
こ
の
劇
中
に
お
い
て
三
島
が
作
家
野
添
紫
の
告
白
を

こ
の
戯
曲
の
中
で
行
わ
せ
て
い
る
こ
と
は
興
味
深
い
こ
と
で
あ
る
。

以
下
、
そ
の
部
分
を
あ
げ
て
み
よ
う
。

「
も
ち
ろ
ん
小
説
を
書
く
と
い
ふ
こ
と
、
賓
在
の
ま
ね
を
し
て

人
を
た
ぷ
ら
か
す
こ
と
、
そ
れ
は
罪
だ
と
私
は
知
っ
て
ゐ
ま
す
。

だ
か
ら
せ
め
て
私
は
、
救
済
の
ま
ね
ご
と
ま
で
は
遠
慮
し
た
ん

で
す
」

「
私
が
こ
ん
な
姿
に
さ
れ
た
の
は
、
天
の
嫉
み
を
受
け
た
ん
で

す
。
私
が
ま
ね
よ
う
と
し
た
賓
在
、
そ
の
結
果
世
間
の
人
が
み

ん
な
信
じ
る
や
う
に
な
っ
た
賓
在
、
あ
の
五
十
四
人
の
女
に
愛

さ
れ
た
光
と
い
う
人
聞
は
、
は
じ
め
か
ら
そ
こ
ら
に
あ
る
貰
在

と
は
ち
が
っ
て
ゐ
た
ん
で
す
。
（
中
略
）
そ
れ
は
月
の
や
う
な

賓
在
で
、
い
つ
も
太
陽
の
救
済
の
光
り
に
照
ら
さ
れ
て
輝
い
て

ゐ
た
。
だ
か
ら
女
た
ち
は
そ
の
輝
き
に
魅
せ
ら
れ
て
彼
を
愛
し

た
。
彼
に
愛
さ
れ
れ
ば
、
自
分
も
救
は
れ
る
や
う
な
集
が
し
た

か
ら
で
す
。
〈
略
）
私
の
し
た
こ
と
は
と
い
へ
ば
、
こ
の
救
漕

の
光
り
だ
け
を
利
用
し
て
お
い
て
、
救
済
は
否
定
し
た
と
い
ふ

こ
と
な
の
。
こ
れ
が
天
の
嫉
み
を
買
っ
た
ん
で
す
。
（
中
略
）

何
故
っ
て
光
の
や
う
な
人
聞
こ
そ
、
天
が
一
番
創
り
た
い
存
在

だ
か
ら
で
す
。
救
済
の
輝
き
だ
け
を
身
に
浴
び
て
、
救
済
を
拒

否
す
る
や
う
な
人
間
こ
そ
。
（
略
）
天
は
そ
れ
を
創
り
た
く
て

も
制
れ
な
い
。
何
故
な
ら
光
の
美
し
さ
の
原
因
で
あ
る
救
済
を

天
は
否
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
で
す
。
そ
れ
が
で
き
る

の
は
事
街
家
だ
け
な
ん
で
す
よ
。
事
術
家
は
救
済
の
泉
に
手
を

さ
し
入
れ
て
も
、
上
澄
み
の
美
だ
け
を
掬
い
取
る
こ
と
が
で
き

る
。
そ
れ
が
天
を
怒
ら
せ
る
の
よ
。
」

引
用
が
長
く
な
っ
た
が
、
こ
れ
が
こ
の
戯
曲
の
中
心
を
な
す
も
の

で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
野
添
紫
は
こ
の
あ
と
主
人
公
倉

光
の
存
在
そ
の
も
の
を
月
に
見
立
て
て
青
年
た
ち
の
聞
い
に
答
え
て

い
く
の
だ
が
、
そ
の
核
を
成
す
の
が
こ
れ
ら
の
前
提
で
あ
る
。

百
川
氏
は
こ
の
部
分
を
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
『
パ
イ
ド
ロ
ス
』
で
美
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に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
部
分
と
比
較
し
て
考
察
さ
れ
て
い
る
。
そ
の

結
果
「
美
は
作
中
人
物
を
欺
き
読
者
を
欺
く
芸
術
家
の
二
重
の
背
徳

の
深
み
に
お
い
て
の
み
成
就
し
、
そ
の
限
り
で
芸
術
家
は
存
在
理
由

を
獲
得
す
る
、
と
い
う
わ
け
だ
。
」
と
結
論
守
つ
け
て
お
ら
れ
る
。
次

に
氏
は
三
島
の
廃
曲
の
意
図
に
つ
い
て
触
れ
、
「
こ
の
論
理
が
リ
ア

リ
テ
ィ
を
持
ち
う
る
の
は
作
家
の
龍
計
が
真
に
背
徳
的
で
あ
る
と
さ

だ
け
だ
。
と
こ
ろ
が
背
徳
が
可
能
と
な
る
た
め
に
は
真
理
が
確
固
と

し
て
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
（
略
）
む
ろ
ん
三
島
『
源
氏
供
養
』
は

こ
の
間
い
に
直
面
し
た
は
ず
で
あ
る
。
」
と
指
摘
さ
れ
た
。
そ
し
て

そ
れ
に
対
す
る
解
答
が
三
島
自
身
の
中
に
用
意
さ
れ
て
い
な
か
っ
た

と
い
う
こ
と
が
三
島
の
「
源
氏
供
養
」
廃
曲
の
理
由
で
あ
る
、
と
結

論
づ
け
て
お
ら
れ
る
。

し
か
し
、
こ
の
中
心
部
分
は
、
謡
曲
と
の
比
較
に
お
い
て
も
解
釈

が
可
能
な
の
で
は
な
い
か
。
こ
こ
で
も
う
一
度
、
こ
の
部
分
を
私
な

り
に
解
釈
し
て
み
よ
う
。
野
添
紫
の
「
春
の
潮
」
は
確
か
に
実
在
性

を
持
っ
た
小
説
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
冒
頭
の
青
年
た

ち
の
会
話
の
中
に
も
現
れ
て
い
る
。

青
年
A

さ
ふ
い
ふ
君
は
も
う
光
の
賓
在
を
信
じ
は
じ
め
て

ゐ
る
わ
け
だ
。

青
年
B

（
水
筒
か
ら
紅
茶
を
す
す
め
つ
つ
）
そ
れ
が
さ
、

そ
れ
が
こ
の
小
説
の
変
な
と
こ
ろ
な
ん
だ
。
ふ
し

ぎ
な
く
ら
ゐ
の
賓
在
感
、

（
略
）
作
中
人
物
は
み

ん
な
手
で
欄
れ
れ
ば
鯛
れ
ら
れ
る
や
う
な
感
じ
が

す
る
。
（
以
下
略
）

野
添
紫
に
よ
る
と
、
こ
の
実
在
感
の
背
景
に
あ
る
の
は
「
太
陽
の

救
済
の
光
り
」
で
あ
る
と
い
う
。
こ
れ
は
何
か
。

H

な
に
か
絶
対
的

な
も
の
H

で
あ
ろ
う
こ
と
は
疑
い
な
い
。
そ
し
て
再
び
中
世
に
た
ち

戻
っ
た
と
き
、
そ
れ
は
神
仏
で
は
な
か
っ
た
か
と
す
る
解
釈
が
可
能

に
な
る
。
先
に
謡
曲
の
素
材
と
な
っ
た

H

源
氏
供
養
H

と
い
う
事
象

を
紹
介
し
た
際
、
狂
言
縞
語
の
罪
に
苦
し
む
紫
式
部
を
救
済
す
る
こ

と
は
、
ひ
い
て
は
救
済
す
る
読
者
そ
の
も
の
を
も
救
う
と
い
う
二
つ

の
一
見
相
反
す
る
考
え
が
あ
っ
た
こ
と
を
述
べ
た
。
そ
う
考
え
た
と

き
、
中
世
の
『
源
氏
物
語
』
の
読
者
は
紫
式
部
の
救
済
を
利
用
し
つ

つ
結
局
自
身
へ
の
救
済
を
神
仏
に
願
っ
て
い
た
と
い
う
解
釈
が
で
き

る
。
背
景
に
は
、
繰
り
返
し
に
な
る
が
仏
教
思
想
と
い
う
絶
対
的
な

神
仏
を
背
景
に
し
た
思
想
が
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
先

の
野
添
紫
の
告
白
の
前
半
は
、
謡
曲
の
素
材
を
現
在
に
持
ち
込
ん
だ

も
の
に
過
ぎ
な
い
。
こ
こ
ま
で
は
謡
曲
と
三
島
の
考
え
は
一
致
す
る
。

し
か
し
、
中
世
の
人
々
が
そ
れ
を
利
用
し
つ
つ
も
紫
式
部
の
救
済

を
願
い
、
現
に
謡
曲
で
は
救
済
さ
れ
た
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
の
に

対
し
、
野
添
紫
は
あ
え
て
主
人
公
藤
倉
光
を
自
殺
さ
せ
る
こ
れ
を

三
島
は
「
救
済
の
否
定
」
と
表
現
す
る
！
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
天
の

妬
み
を
買
」
い
、
自
ら
も
救
済
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
存
在
と
な
っ
た
。

こ
れ
が
、
中
世
の
紫
式
部
と
現
在
の
野
添
紫
と
の
分
岐
点
で
あ
る
。
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そ
し
て
そ
れ
は
喜
劇
よ
り
も
悲
劇
を
好
ん
だ
、
野
添
紫
に
投
影
さ
れ

た
三
島
自
身
の
末
路
で
も
あ
る
。
紫
式
部
を
こ
の
戯
曲
の
末
尾
で
笑

い
つ
つ
も
、
結
局
彼
は
救
済
と
い
う
死
後
の
世
界
に
お
い
て
、
逆
転

さ
れ
て
し
ま
う
結
果
を
出
し
て
し
ま
っ
て
い
た
の
だ
。
前
章
で
の

「
卒
塔
婆
小
町
」
と
の
比
較
を
行
っ
た
際
、
指
摘
さ
れ
た
矛
盾
点
は
、

こ
こ
に
も
影
を
落
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
こ
そ
が
三
島
に
よ

る
廃
曲
の
理
由
で
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
だ
。

以
上
の
よ
う
に
、
「
源
氏
供
養
」
に
つ
い
て
、
原
典
で
あ
る
謡
曲
、

そ
し
て
そ
の
素
材
と
の
比
較
を
基
に
考
察
し
て
み
た
。
原
曲
で
あ
る

謡
曲
「
源
氏
供
養
」
に
は
仏
教
を
背
景
と
し
た
一
連
の
が
源
氏
供
養

H

と
い
う
事
象
が
あ
っ
た
。
そ
れ
に
は
い
か
に
優
れ
た
作
家
で
あ
ろ

う
と
、
よ
り
偉
大
な
仏
教
と
い
う
観
念
の
前
で
は
一
人
聞
に
し
か
す

ぎ
ず
、
地
獄
に
さ
迷
う
こ
と
に
な
る
と
い
う
仏
教
回
想
の
萱
窓
あ
っ

た
。
一
ニ
島
由
紀
夫
は
謡
曲
、
ひ
い
て
は
そ
の
素
材
の
中
に
そ
の
事
実

を
見
た
の
で
は
な
い
か
。
紫
式
部
も
、
結
局
は
た
だ
仏
罰
に
よ
り
地

獄
に
苦
し
む
だ
け
の
存
在
で
あ
っ
た
の
だ
と
い
う
事
実
を
。
そ
れ
に

よ
り
最
後
の
笑
い
が
あ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
こ
そ
が
「
源
氏

供
養
」
を
「
近
代
能
楽
集
ノ
内
」
と
し
て
選
択
し
た
意
味
で
あ
っ
た
。

謡
曲
と
の
人
物
配
置
の
逆
転
の
意
味
も
そ
こ
に
あ
っ
た
と
い
え
る
。

し
か
し
、
そ
れ
は
同
時
に
三
島
自
身
に
よ
る
小
説
家
三
島
由
紀
夫

の
否
定
で
あ
っ
た
。
「
卒
塔
婆
小
町
」
と
の
比
較
に
お
い
て
も
そ
れ

は
明
ら
か
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
あ
き
ら
か
な
矛
盾
を
苧
ん
で
い
る
。

さ
ら
に
中
心
部
分
の
野
添
紫
の
台
詞
に
は
自
身
の
末
路
を
も
提
示
し

て
し
ま
っ
て
い
た
。
こ
れ
が
三
島
を
し
て
「
源
氏
供
養
」
を
廃
曲
へ

と
導
い
た
理
由
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
、
「
源
氏
供
養
」
を
廃
曲
と
し
た
三
島
だ
が
、
そ
の
後
、

実
は
昭
和
四
二
年
に
発
表
さ
れ
た
「
朱
雀
家
の
滅
亡
」
に
お
い
て
、

主
人
公
朱
雀
経
隆
の
「
ど
う
し
て
私
が
域
ひ
る
こ
と
が
で
き
る
。
夙

う
の
む
か
し
に
滅
ん
で
ゐ
る
私
が
」
と
い
う
台
調
を
残
し
て
い
る
。

こ
こ
で
三
島
は
死
後
滅
ぶ
人
物
で
は
な
く
、
は
じ
め
か
ら
進
ん
で

「
滅
ん
で
」
い
た
人
物
を
造
形
す
る
に
至
る
。
こ
の
よ
う
な
「
源
氏

供
養
」
発
表
後
の
八
年
間
の
作
品
に
つ
い
て
の
考
察
が
、
今
後
の
課

題
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
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【注】

ω
「
卒
塔
婆
小
町
演
出
覚
書
」

集
」
）
三
五
巻
・

pπ

謡
曲
『
源
氏
供
養
』
の
本
文
は
、
伊
藤
正
義
校
注
新
潮
日
本
古

典
集
成
『
謡
曲
集
中
』
（
第
七
三
回
配
本
／
昭
和
六
一
年
発

行
、
平
成
元
年
二
刷
）
に
拠
る
。
以
下
同
じ
。

以
上
、
寺
本
直
彦
著
「
源
氏
物
語
需
要
史
弘
事
」
（
風
聖
書
・

昭
和
田
五
年
）
・
井
伊
春
樹
著
「
源
氏
物
語
の
伝
説
」

（
昭
和
出
版
・
昭
和
五
一
年
）
参
照
。

三
島
由
紀
夫
全
集
（
以
下
「
全

(2) (3) 



(4) (5) 

以
上
、
内
容
に
つ
い
て
は
前
出
『
謡
曲
集

参
照
。

百
川
敬
仁
「
近
代
能
楽
集
l
『
源
氏
供
養
』
を
め
ぐ
っ
て
」

（
『
国
文
学
三
三
巻
八
号
［
昭
和
六
一
年
七
月
］
）
・
堂
本

正
樹
『
三
島
由
紀
夫
の
演
劇
｜
幕
切
れ
の
思
想
』
（
一
九
七
七

年
七
月
・
劇
書
房
）
収
載
「
近
代
能
楽
集
と
「
能
」
」

前
出
『
謡
曲
集
中
』
各
曲
解
題

各
論
あ
る
が
、
例
え
ば
「
朱
雀
家
の
滅
亡
」
菅
井
幸
雄
（
『
国

文
学
解
釈
と
鑑
重
昭
和
五
一
年
二
月
号
）
・
「
滅
び
へ
の
意

志
l
『
朱
雀
家
の
滅
亡
』
試
論
」
栗
栖
真
人
（
吋
盛
岡
文
』
昭
和

五
O
年
三
月
）
な
ど
を
参
照
さ
れ
た
い
。

「
卒
塔
婆
小
町
貴
書
」
全
集
二
六
巻
・

p
川

「
三
島
文
学
と
の
背
景
（
三
好
行
雄
と
の
対
談
）
」
。

由
紀
夫
辞
典
』

p
川
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中
』
各
曲
解
題
等

(7) (6) (9) (8) 

『
三
島




