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師
説
自
見
集

「光
源
氏
巻
々
注
少
々
」
の
成
立
過
程

―

冷
泉
家
に
お
け
る

『紫
明
抄
』
の
摂
取

―
―

は
じ
め
に

『師
説
自
見
集
』
と
は
、
今
川
了
俊
が
師
で
あ
る
冷
泉
為
秀
の
説
に
自

見
を
加
え
て
記
し
た
歌
学
書
で
あ
る
。
そ
の
系
統
に
は
初
稿
本

（続
群
書

類
従
本
）
二
巻
と
、
そ
れ
を
増
補
し
て
源
氏
物
語
の
注
釈
を
合
わ
せ
た
再

稿
本
六
巻
の
二
種
類
が
あ
り
、
後
者
の
成
立
は
そ
の
奥
書
に
よ
る
と
応
永

十
五

（
一
四
ｏ
八
）
年
で
あ
る
。
本
稿
で
取
り
上
げ
る
再
稿
本
所
収
の
源

氏
注
に
お
い
て
、
了
俊
が
河
内
本
よ
り
も
定
家
本
を
称
揚
し
た
こ
と
は
夙

に
有
名
で
あ
り
、
定
家
本
尊
重
の
先
駆
け
と
さ
れ
て
い
る

（注

一
）
。

と
こ
ろ
が
意
外
な
こ
と
に
、
そ
の
著
書
に
引
か
れ
た
源
氏
物
語
の
本
文

は
定
家
本
で
は
な
い

（注
二
）
。
即
ち
著
者
は
定
家
本
を
賞
賛
し
な
が
ら
、

実
際
に
は
他
系
統
の
本
文
を
用
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
矛
盾
は
注
記

内
容
に
も
見
ら
れ
、
御
子
左
家
の
説
を
重
ん
じ
る

一
方
、
勘
物
の
多
く
は

河
内
方
の

『紫
明
抄
』
と

一
致
す
る
。
こ
の
よ
う
に
引
用
本
文
も
解
釈
も

河
内
方
を
批
判
し
な
が
ら
、
実
際
に
は
徹
底
し
て
い
な
い
の
は
何
故
で
あ

岩
　
坪

健

ろ
う
か
。
本
稿
で
は
注
記
内
容
を
問
題
に
し
て
、
物
語
本
文
は
次
回
に
取

り
上
げ
た
い

（注
三
）
。

一
　

「
光
源
氏
巻
々
注
少
々
」
の
成
立
過
程

再
稿
本

『師
説
自
見
集
』
は
、
前
半
が
歌
論
や
歌
語
の
注
解
を
収
め
た

歌
学
書
、
後
半
が
本
文
の
初
め
に

「光
源
氏
巻
々
注
少
々
」
と
題
し
た
源

氏
物
語
の
注
釈
書
で
あ
る
。
前
者
が
初
稿
本
を
全
て
含
み
更
に
歌
語
を
追

加
し
た
の
に
対
し
て
、
後
者
は
そ
の
奥
書
か
ら
自
著
の

「源
氏
之
雑
説
抄

物
」

（
散
逸
）
を
基
に
作
製
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。

号
源
氏
之
雑
説
抄
物
／
先
年
集
キ
コ
紹
ａ
翻
燿
Ｎ
ｚ
謝
璽
淵
閃
コ
「
Ｚ

今
此
草
子
等
以
彼
本
書
之
乎

（下
略
）

「
源
氏
之
雑
説
抄
物
」
を
改
作
し
た
理
由
は
、
既
に
田
中
裕
博
士

◆
伊
井

春
樹
先
生
が
御
指
摘
な
さ
れ
た
よ
う
に
二
つ
あ
り

（注
四
）
、　
一
つ
は
右
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記
の
奥
書
の
傍
線
部
が
示
す
よ
う
に
、
新
し
い
勘
物
を
取
り
入
れ
た
こ
と

で
あ
る
。
も
う

一
つ
は
旧
作
が
、
そ
の
書
名
か
ら
知
ら
れ
る
よ
う
に
独
立

し
た
源
氏
の
注
釈
書
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、
新
作
は

『
師
説
自
見
集
』

に
組
み
入
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
歌
学
書
と
し
て
扱
い
、
和
歌
で
は
二
条
家

よ
り
冷
泉
家
、
源
氏
で
は
河
内
本
よ
り
青
表
紙
本
を
重
視
す
る
著
者
の
意

図
を
示
す
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
二
つ
の
理
由
以
外
に
、
私
は
も
う

一
つ
更
に
大
き
な
執
筆
の
動
機

が
あ
る
と
考
え
る
。
そ
の
訳
は
、
も
し
新
説
を
追
加
し
て
歌
書
の
一
部
に

挿
入
す
る
だ
け
な
ら
ば
、
再
稿
本

『師
説
自
見
集
』
の
前
半
が
初
稿
本
を

全
部
そ
の
ま
ま
用
い
て
増
補
し
た
よ
う
に
、

「源
氏
之
雑
説
抄
物
」

（散

逸
）
に
多
少
加
筆
す
る
程
度
で
事
足
り
る
の
に
、

「光
源
氏
巻
々
注
少
々
」

に
お
い
て
勘
物
の
末
尾
に
記
さ
れ
た

「
同
前
」
は
前
作
と
同
じ
で
あ
る
こ

と
を
示
す
と
見
な
さ
れ
、
そ
の
注
記
が
非
常
に
少
な
い
こ
と
か
ら
、
実
際

に
は
大
幅
に
改
作
さ
れ
た
と
推
定
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
な
お
、
こ
の

「

同
前
」
は
、
出
典
が
前
の
項
目
に
同
じ
と
い
う
意
味
で
は
な
い
。
な
ぜ
な

ら
ば
初
出
例
は
尋
木
の
巻
で
巻
四
の
第
十
項
目
に
あ
り
、
書
名
は
巻
三
の

最
終
項
ま
で
遡
ら
な
い
と
見
い
出
せ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
桐
壺
の

巻
は
こ
の
注
記
が
全
く
な
く
全
面
的
に
書
き
換
え
ら
れ
た
と
推
量
す
る
と
、

そ
の
理
由
は
新
説
を
加
え
て
歌
学
書
の

一
部
に
入
れ
た
と
い
う
従
来
の
説

だ
け
で
は
不
十
分
で
あ
る
。
で
は
改
作
の
真
因
は
何
で
あ
ろ
う
か
。

一
一

「光
源
氏
巻
々
注
少
々
」
と

『
紫
明
抄
』
の
関
係

「光
源
氏
巻
々
注
少
々
」
で
随
所
に
見
ら
れ
る
今
川
了
俊
の
主
張
は
、

教
え
を
受
け
た
冷
泉
家
説
の
称
揚
と
、
源
氏
学
の
大
家
で
あ
る
河
内
方
へ

の
非
難
で
あ
る
。
前
者
は
例
え
ば

「師
説
に
あ
ら
き
る
あ
ひ
た
不
及
用
」

（
末
摘
花
の
巻
）
や
、
定
家
著

『奥
入
』
の
注
記
を
列
挙
し
た
あ
と
の

「

右
条
々
不
可
用
他
本
事
等
也
」
な
ど
に
顕
著
で
あ
る
。

一
方
、
後
者
の
批

判
内
容
は
、

青
表
紙
に
は
古
歌
を
取
て
書
た
る
詞
に
少
々
未
考
と
仰
ら
れ
た
る
事

あ
り
　
河
内
本
に
は
あ
ま
り
に
才
学
を
申
き
む
と
で
き
し
て
証
寄
に

不
足
事
を
考
加
た
る
歎
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（亭
木
の
巻
）

の
よ
う
に
考
証
し
過
ぎ
の
た
め
無
用
な
勘
物
が
多
い
点
で
、
こ
れ
も
師
伝

で
あ
ろ
う
。

な
お
、
こ
こ
で

「河
内
本
」
の
説
と
は
寺
本
博
士

ｅ
伊
井
先
生
の
御
指

摘
通
り

『紫
明
抄
』
を
指
し
、
他
の
河
内
方
の
古
注
釈
は
引
か
れ
て
い
な

い

（注
五
）
。　
一
例
を
挙
げ
る
と
、

「
な
さ
け
な
き
人
に
」

（
若
紫
の
巻
）

の

「
に
」

一
字
の
有
無
を
め
ぐ
る
親
行

・
素
寂
兄
弟
の
論
争
を
収
め
た

『

紫
明
抄
』
を
引
用
し
た
あ
と
、
了
俊
が
素
寂
説
に
反
論
し
て

「
是
な
ら
て

も
河
内
本
に
は
あ
ま
り
に
入
過
た
る
尺
と
も
の
侍
や
ら
ん
と
存
也
」
と
述

べ
た
、
そ
の

「
河
内
本
」
は

『紫
明
抄
』
を
指
す
。
け
れ
ど
も
了
俊
が
採

用
し
た
本
文
を
主
張
し
た
親
行
こ
そ
、
河
内
本
源
氏
物
語
の
校
訂
者
で
あ

る
の
に
、
そ
の
点
は
全
く
考
慮
さ
れ
て
い
な
い
。
ま
た
親
行
の
著
し
た

『

水
原
抄
』
は

一
箇
所
だ
け

「是
み
な
水
原
抄

・
紫
明
抄
之
才
学
歎
」

（帯

木
の
巻
）
と
し
て
書
名
が
引
か
れ
て
い
る
に
過
ぎ
ず
、
親
行
の
著

『
原
中
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最
秘
抄
』
に
至
っ
て
は
名
前
も
見
当
た
ら
な
い
。
従
っ
て
了
俊
が
批
評
の

対
象
に
し
た
の
は

『紫
明
抄
』
の
み
で
あ
る
、
と
見
な
せ
る
。

と
こ
ろ
が

「
光
源
氏
巻
々
注
少
々
」
に
は
、

『
紫
明
抄
』
の
書
名
を
表

記
し
て
無
批
判
に
引
用
し
た
ば
か
り
か
、
出
所
を
書
か
ず
に
摂
取
し
た
箇

所
が
数
多
く
あ
り
、
酷
評
し
た
古
注
釈
の
勘
物
が
大
部
分
を
占
め
て
い
る
。

こ
の
矛
盾
を
解
く
に
は
、
誰
が
何
の
た
め
に
孫
引
き
し
た
か
を
解
明
す
る

必
要
が
あ
り
、
ま
ず
了
俊
の
所
為
か
ど
う
か
調
べ
て
み
よ
う
。

彼
が

『紫
明
抄
』
を
実
際
に
見
た
こ
と
は

「此
比
紫
明
抄
を
み
る
に
」

（後
述
）
と
い
う
記
述
か
ら
明
自
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
彼
の
仕
業
で
は
な

い
。
と
言
う
の
は
も
し
そ
う
な
ら
ば
、
読
者
が

『
紫
明
抄
』
と
比
較
し
な

い
限
り
借
用
し
た
こ
と
は
黙
っ
て
い
れ
ば
わ
か
ら
な
い
の
に
、
次
の
よ
う

に
、

凡
河
内
本
説
と
青
表
紙
の
説
と
は
多
分
同
事
歎
　
如
此
の
専
の
尺
と

寄
の
よ
せ
様
の
少
々
か
は
り
た
る
に
や
　
　
　
　
　
（弔
木
の
巻
）

説
々
を
委
注
事
は
河
内
本
也
さ
れ
と
も
青
表
紙
説
と
河
内
本
説
は
替

た
る
事
少
也
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（同
巻
）

と
記
し
て
、
自
ら
の
行
為
を
明
か
す
で
あ
ろ
う
か
。
し
か
も
世
に
仰
が
れ

て
い
る
定
家
の
子
孫
で
あ
り
公
卿
で
も
あ
る
冷
泉
家
に
と
っ
て
、
歌
人
で

も
な
い
受
領
階
級
の
河
内
方
と
同
様
で
あ
る
と
い
う
指
摘
は
不
面
目
で
あ

ろ
う
。
逆
に
河
内
方
は
、
自
著
に
俊
成

ｏ
定
家
の
名
を
借
り
た
り

（注
六

）
、
奥
書
に
定
家
の
と
同
じ
だ
と
記
し
た
り
し
て
家
の
説
を
権
威
付
け
て

い
る
の
で

（注
七
）
、
御
子
左
家
の
説
と
共
通
す
る
の
は
名
誉
な
こ
と
で

あ
る
。
よ
っ
て
、
了
俊
が
勝
手
に
転
載
し
て
お
き
な
が
ら
師
家
に
不
利
な

発
言
を
す
る
と
は
考
え
難
く
、
彼
の
伝
受
し
た
説
が
既
に
河
内
方
の
と

一

致
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
伊
井
先
生
が
、

一
つ
の
推
測
と
し
て
為
秀
は

『紫
明
抄
』
を
相
伝
し
、
そ
れ
を

『奥

入
』
と
と
も
に
自
家
の
説
と
し
て
確
立
し
て
い
た
の
で
は
な
か
っ
た

か
と
思
う
。

（注
八
）

と
述
べ
ら
れ
た
よ
う
に
、
冷
泉
家
の
作
為
で
あ
る
と
推
定
さ
れ
る
。

で
は
冷
泉
家
は
何
故
に
、
他
家
の
説
を
多
く
借
用
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

そ
れ
を
考
え
る
に
は
、
定
家
以
来
の
方
針
を
押
さ
え
る
必
要
が
あ
る
。
河

内
方
の
穿
墜
が
非
難
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
御
子
左
家

で
は
鑑
賞
に
直
接
必
要
の
な
い
勘
物
は
認
め
て
い
な
い
。
例
え
ば
、

む
ね
こ
か
る
ゝ
夕
も
あ
ら
む
か
し
と
は
　
か
の
術
婆
伽
か
事
也
と
紫

明
抄
に
は
申
た
り
　
さ
れ
と
も
む
ね
こ
か
る
ゝ
と
云
事
は
た
ゝ
思

の
む
ね
を
焼
ま
で
の
事
云
々
　
あ
な
か
ち
に
か
ゝ
る
古
事
ま
て
引

へ
き
に
あ
ら
さ
る
よ
し
定
家
卿
は
申
き
る
ゝ
欺
　
あ
ま
り
に
事
を

う
つ
高
に
い
は
む
と
て
漢
才
ま
で
引
事
い
か
ゝ
と
そ

（
帯
木
の
巻
）

の
よ
う
に
無
用
な
詮
索
を
戒
め
て
い
る

（注
九
）
。
ま
た
源
氏
三
箇
秘
事

の
一
つ
で
あ
る

「と
の
ゐ
物
の
ふ
く
ろ
」
に
至
っ
て
は
、

私
云
此
事
随
分
秘
事
云
々
　
働
注
も
み
え
す
　
但
宿
居
の
袋
に
は
あ

ら
す
　
殿
居
殿
の
着
到
や
う
の
物
入
た
る
袋
歎
云
々
　
師
説
云
源
氏

の
事
あ
な
か
ち
に
如
此
事
を
し
り
た
る
へ
か
ら
す
　
た
ゝ
や
さ
し
き

云
心
等
の
た
め
に
披
見
す
へ
し
と
也
　
然
は
秘
事
と
云
も
回
伝
せ
ぬ

事
も
有
也
　
愚
身
説
は
道
辻
市
等
の
間
書
也

の
よ
う
に
秘
伝
を
認
め
ぬ
か
の
よ
う
で
あ
り
、
事
実
、
了
俊
は
伝
授
を
受
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け
て
い
な
い
。

故
に
御
子
左
家
の
説
は
河
内
方
よ
り
も
少
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
こ
れ

で
は
物
語
の
鑑
賞
や
詠
歌
に
は
事
足
り
て
も
、
鎌
倉
後
期
に
活
発
に
な
っ

た
論
争
の
場

（
例
え
ば
弘
安
源
氏
論
義
）
に
お
い
て
、
無
用
な
考
証
だ
と

反
論
す
る
の
み
で
自
家
の
説
が
な
い
の
は
不
利
で
あ
り
、
源
氏
学
の
大
家

と
し
て
世
に
承
認
さ
れ
難
い
。
そ
こ
で
冷
泉
家
で
は
、
家
学
の
内
容
を
豊

富
に
す
る
た
め

『紫
明
抄
』
を
摂
取
し
た
結
果
、
了
俊
が
指
摘
す
る
よ
う

に
両
家
の
説
は
大
同
小
異
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
は
前
述
し
た
よ
う
に
冷
泉
家
に
と
っ
て
不
名
誉

な
こ
と
で
あ
り
、
門
弟
に
は
伏
せ
て
隠
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
に
も
拘

ら
ず
了
俊
が
師
家
に
不
利
な
指
摘
を
し
た
の
は
、

『紫
明
抄
』
を
見
て
自

ら
気
付
い
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
そ
の
結
果
、
河
内
方
を
批
判
し
な
が
ら
、

あ
ま
り
変
わ
ら
な
い
と
注
記
す
る
矛
盾
が
生
じ
た
の
で
あ
る
。

〓
一　
冷
泉
家
に
お
け
る

『紫
明
抄
』
の
摂
取

『紫
明
抄
』
が
ど
の
様
に
転
載
さ
れ
冷
泉
家
の
源
氏
学
を
形
成
し
て
了

俊
に
伝
わ
っ
た
か
、
そ
の
方
法
は
以
下
の
三
種
類
に
分
け
ら
れ
る
。
ま
ず

一
つ
は
出
典
表
記
を
せ
ず
孫
引
き
し
、
門
人
に
は
家
の
説
と
し
て
伝
授
す

る
方
法
で
、
了
俊
も

『紫
明
抄
』
を
見
る
ま
で
は
師
説
だ
と
思
い
込
ん
で

い
た
で
あ
ろ
う
。
二
つ
め
は
批
判
し
て
引
用
す
る
や
り
方
で
、
こ
の
場
合

は
先
の
と
異
な
り
出
所
を
明
記
し
て
、
河
内
方
が
劣
る
こ
と
を
弟
子
に
示

し
た
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
、

紫
明
抄
注
云

（略
）
青
表
云
此
文
不
叶
歎
可
勘
云
々

（藤
裏
葉
の
巻
）

の

「紫
明
抄
注
」
は
実
は

『源
氏
釈
』
に
あ
り
、
そ
れ
を
定
家
が

『奥
入
』

で
批
評
し
た
の
が

「青
表
云
」
以
下
で
あ
る
。
し
か
し
門
弟
に
は
定
家
は

『紫
明
抄
』
を
非
難
し
た
と
教
え
た
で
あ
ろ
う
。
類
例
を
も
う

一
つ
示
そ

う
。

い
さ
よ
ふ
月
に
と
は
　
紫
明
抄
云
十
六
日
月
云
々
　
私
云
十
六
日
の

月
は
い
き
よ
ひ
の
月
也
　
い
さ
よ
ふ
月
と
は
月
し
ろ
の
み
へ
て
出

劉
劉
月
日
倒
（
１
）
を
云
歎

山
の
端
に
い
さ
よ
ふ
月
を
い
て
ん
か
と
待

つ
ゝ
を
る
に
夜
そ
深
に

け
る

此
歌
の
心
の
よ
し
紫
明
抄
に
云
り

「
審
也

（
２
）
　

私
云
此
尋

の
心
も
出
瑠
劇
酬
日
倒
¶
翻
翻
到
「
測

（
３
）
　
如
Ш
ョ
創
目
簡
躙
『

測
興
不
薯
洲
組
コ
引
倒

（
４
）

［仲
正
ヨ
／
千
載
集
］
は
か
な
く
も
我
よ
の
ふ
け
を
し
ら
す
し
て

い
き
よ
ふ
月
を
待
出
る
哉

此
寄
も
十
六
日
の
月
と
は
お
ほ
え
す
　
　
　
　
　
（夕
顔
の
巻
）

「私
云
」
は
了
俊
の
見
解
で
あ
り
、
物
語
の

「
い
さ
よ
ふ
月
」
を

「出
も

や
ら
ぬ
」

（傍
線
部
１
）
月
と
解
釈
し
、

『紫
明
抄
』
の
引
歌
も

「出
や

ら
ぬ
月
を
よ
め
る
に
や
」

（
３
）
と
判
断
し
て
い
る
の
で
、
例
歌
と
し
て

認
め
た
の
で
あ
る
う
。　
一
方
、
こ
の
歌
を

「
不
審
也
」

（
２
）
と
評
し
て

疑
問
視
し
た
の
は
師
説
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
れ
故
、
了
俊
は
傍
線
部
４

で
、
師
家
に
反
論
す
る
の
は
憚
ら
れ
る
も
の
の
不
審
な
箇
所
だ
け
私
見
を
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記
す
、
と
断
わ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
よ
っ
て
、
こ
の
引
歌
は

『
紫
明
抄
』

に
あ
る
と
明
示
し

「
不
審
也
」
と
批
評
し
て
了
俊
に
伝
授
さ
れ
た
、
と
推

測
さ
れ
る

（注
十
）
。

三
つ
め
の
摂
取
方
法
も
河
内
方
を
批
判
す
る
が
、

『紫
明
抄
』
の
内
容

を
御
子
左
家
に
都
合
の
よ
い
よ
う
に
改
変
し
て
利
用
す
る
点
が
独
特
で
あ

る
。
そ
の
例
と
し
て
次
に
挙
げ
る
項
目
は
古
来
論
議
が
盛
ん
で
、
解
釈
を

め
ぐ
っ
て

「
お
ぎ
の
枝
」
と

「
お
」
を
削
っ
た

「
き
の
枝
」
が
対
立
し
て

い
る
。野

に
と
ま
り
つ
る
君
た
に
も
小
鳥
じ
る
し
は
か
り
ひ
き
伝
た
る
荻
枝

な
と
つ
と
に
て
と
は
　
両
説
也
　
一
説
は
小
鳥
を
木
の
枝
に
付
て
云

々
　
一
説
は
小
鳥
荻
の
枝
に
付
て
云
々
　
私
云
昔
濶
測
ｕ
は
小
鳥

を
木
の
枝
と
は
河
内
本
也
　
小
鳥
荻
の
枝
は
青
表
紙
説
と
こ
そ
承

ｕ
を
　
此
比
紫
明
抄
を
み
る
に
木
の
枝
の
説
は
西
円
法
師
か
説
云

た
り

（中
略
）

又
西
円
か
説
と
て
草
に
枝
あ
る
へ
か
ら
す
と
云
り
　
ひ
か
事
歎

た
か
打
巻
に
校
の
さ
ま
も
な
さ
け
な
か
め
る
花
を
と
有
　
此
外
草

の
枝
の
証
専
か
す
を
し
ら
す
　
　
　
　
　
　
　
　
（松
風
の
巻
）

了
俊
が
指
摘
す
る
通
り

『
紫
明
抄
』
に
は
荻
の
枝
説
は
河
内
方
の
親
行
、

木
の
枝
説
は
他
流
の
西
円
が
唱
え
た
と
あ
る
の
に
、
了
俊
が

『紫
明
抄
』

を
見
る
以
前
に
聞
き
及
ん
だ
木
の
枝
説
は
河
内
方
で
あ
っ
た
と
い
う
。
こ

の
誤
伝
の
原
因
は
、

「承
及
し
」

「承
し
」

（傍
線
部
）
と
敬
語
が
使
わ

れ
て
い
る
こ
と
、
及
び
了
俊
が

「青
表
紙
説
」
を
伝
受
で
き
た
の
は
冷
泉

家
以
外
に
は
考
え
難
い
こ
と
、
こ
の
二
点
か
ら
師
家
の
作
為
に
よ
る
と
推

定
さ
れ
よ
う
。

『紫
明
抄
』
に
よ
る
と
、
西
円
も
荻
の
よ
う
な
草
に
枝
が
あ
る
こ
と
を

結
局
認
め
た
の
で
、
荻
説
の
方
が
当
時
優
勢
で
あ
り
、
そ
れ
故

『紫
明
抄
』

で
自
説
を
得
々
と
弁
じ
た
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
御
子
左
家
も
そ
の
解
釈
で

あ
っ
た
ら
し
い
。
と
言
う
の
は
飛
鳥
井
雅
有
の
日
記
で
、
為
家
や
阿
仏
尼

か
ら
源
氏
の
講
義
を
受
け
た
こ
と
を
記
し
た

『嵯
峨
の
か
よ
ひ
路
』
に
、

十
四
日
、
朝
が
ほ
よ
り
は
つ
ね
に
い
た
る
。
昨
日
き
ゝ
し
ま
き
に
、

こ
と
り
を
荻
の
え
だ
に
つ
く
る
事
あ
り
き
。
折
ふ
し
こ
と
り
を
人
の

も
と
よ
り
お
く
る
。
荻
の
枝
に
つ
け
、
さ
け
ぐ
し
て
、
二
人

［
雅
有

と
弟
］
み
づ
か
ら
も
ち
も
ち
て
、
あ
る
じ

［
為
家
］
の
前
に
を
く
。

こ
と
に
け
う
ぜ
ら
る
。

（本
文
は
古
典
文
庫
に
よ
る
。　
国

内
は
引
用
者
注
）

と
あ
る
か
ら
だ
。
従
っ
て
冷
泉
家
は

『
紫
明
抄
』
を
摂
取
し
た
際
、
家
伝

と
異
な
る
上
に
劣
勢
だ
っ
た
方
を
対
抗
し
て
い
た
他
家
の
説
だ
と
称
し
て

伝
授
し
、
青
表
紙
本
の
優
秀
性
を
誇
示
し
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
改
寅
が
推
考
で
き
る
の
は
先
の
一
例
に
過
ぎ
な
い
が
、
類

例
は
他
に
も
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
了
俊
に
と
っ
て
、
こ
の
種
の
指

摘
は
師
家
に
申
し
訳
な
く
、
読
者
に
気
付
か
れ
ぬ
よ
う
に
書
き
改
め
範
の

で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
の
例
を

一
つ
取
り
上
げ
る
と
、
第
二
節
で
問
題
に

し
た

「
な
さ
け
な
き
人
に
」
は
、

『紫
明
抄
』
で
は

「
に
」

一
字
の
有
無

を
め
ぐ
っ
て
親
行
と
素
寂
が
論
争
し
て
い
る
。
了
俊
は

「
に
」
を
削
る
素

寂
の
論
に
反
対
し
た
あ
と
、

不
審
を
は
可
申
之
問
無
左
右
愚
意
を
申
　
ガ
恐
蜀
団
　
但
我
等
か
子
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孫
は
か
り
い
き
ゝ
か
心
得
の
た
め
に
書
付
之

で
締
め
括
っ
た
末
尾
の
傍
線
部
は
、
誰
を
恐
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
素
寂

説
は
他
の
箇
所
で
も
批
判
さ
れ
て
い
る
の
で
、
了
俊
が
私
見
を
述
べ
た
ぐ

ら
い
で
懸
念
す
る
は
ず
は
な
く
、
や
は
り
憚
る
相
手
と
言
え
ば
冷
泉
家
で

あ
ろ
う
。
類
例
を
挙
げ
る
と
、
前
掲
の

「
い
き
よ
ふ
月
」
の
項
目
に
お
い

て

『紫
明
抄
』
の
引
歌
を

「不
審
也
」
と
批
評
し
た
師
訓
に
対
し
て
、
了

俊
は
例
歌
と
認
め
た
た
め

「如
此
事
私
儀
憚
あ
れ
共
不
審
の
中
計
也
」
と

断
っ
て
い
る
。
こ
の
場
合
も
、
恐
れ
た
の
は
私
見
が
師
説
と
異
な
る
か
ら

で
は
な
か
ろ
う
か
。
推
量
す
る
と
、

「
な
さ
け
な
き
人
」
の
項
目
に
お
い

て
冷
泉
家
は
親
行
説
を
河
内
本
、
素
寂
説
を
青
表
紙
本
に
し
て
素
寂
の
論

を
自
説
の
根
拠
に
借
用
し
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
そ
れ
に
対
し
て
了
俊

は
師
伝
に
同
意
で
き
ず
異
見
を
述
べ
た
た
め
申
し
開
き
を
し
た
け
れ
ど
も
、

師
家
の
作
為
は
書
き
改
め
た
結
果
、
誰
を
憚
る
の
か
読
者
に
は
分
か
り
に

く
く
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

以
上
を
ま
と
め
る
と
、
冷
泉
家
は

『
紫
明
抄
』
の
勘
物
の
う
ち
解
釈
に

不
可
欠
な
の
は
出
所
を
隠
し
て
自
家
の
説
に
す
る

一
方
、
詮
索
し
過
ぎ
の

は
定
家
以
来
の
方
針
に
則
り
書
名
を
表
記
し
て
非
難
し
た
。
ま
た
、
時
に

は
批
判
の
対
象
に
な
る
よ
う
に
故
意
に
改
変
し
て
利
用
し
た
た
め
、
了
俊

は

『紫
明
抄
』
を
見
た
の
ち
改
訂
し
た
の
で
あ
る
。

四
　

「
源
氏
之
雑
説
抄
物
」
と

「光
源
氏
巻
々
注
少
々
」
の
相
違

了
俊
は
教
え
を
受
け
た
際
、
主
家
が

『紫
明
抄
』
を
摂
取
し
た
と
は
知

ら
ず
、
そ
の
説
を
鵜
呑
み
に
し
て
い
た
が
、

「此
比
紫
明
抄
を
み
る
に
」

（荻
の
枝
の
項
）
及
ん
で
、
重
複
す
る
ば
か
り
か
河
内
方
が
誤
っ
て
批
判

さ
れ
て
い
る
こ
と
に
気
付
き
愕
然
と
し
た
で
あ
ろ
う
。
そ
の

「此
比
」
と

は

「源
氏
之
雑
説
抄
物
」
を
著
し
た

「
先
年
」

（第

一
節
所
引
の
識
語
）

以
後
の
こ
と
と
推
定
さ
れ
る
。
そ
れ
故
、
前
作
の
引
用
を
示
す

「同
前
」

が

「光
源
氏
巻
々
注
少
々
」
に
少
な
く
大
幅
に
加
筆
し
た

（第

一
節
前
述
）

最
大
の
理
由
は
、

『紫
明
抄
』
を
見
て
師
家
の
作
為
を
知
り
改
作
の
必
要

を
痛
感
し
た
か
ら
と
言
え
よ
う
。

そ
の
改
訂
の
仕
方
は
、
前
節
で
分
類
し
た
冷
泉
家
が

『
紫
明
抄
』
を
摂

取
し
た
三
通
り
の
方
法
に
各
々
対
応
し
て
お
り
、
二
つ
め
の
荻
の
枝
説
な

ど
古
注
の
誤
用
は
訂
正
さ
れ
た
。
恐
ら
く
こ
の
項
目
に
限
ら
ず
全
般
に
、

河
内
方
へ
の
攻
撃
は
旧
作
の
方
が
厳
し
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
次
に
二
つ
め

の
出
典
を
明
記
し
非
難
し
て
引
用
す
る
方
法
は
、
誤
用
し
た
わ
け
で
は
な

い
の
で
改
正
す
る
必
要
は
な
く
、
河
内
方
批
判
は
そ
の
ま
ま
受
け
継
が
れ

て
い
る
。
但
し
師
説
に
対
し
て
私
見
を
追
加
し
た
項
目

（
例

「
い
き
よ
ふ

月
」
）
も
あ
る
。

最
後
に
出
所
を
表
記
せ
ず
孫
引
き
し
た
勘
物
に
は
、
書
名
が
表
示
さ
れ

た
。
と
言
っ
て
も
、

か
ゝ
る
み
ち
の
空
に
て
は
ふ
れ

［霧
也
］
な
ん
す
る
と
は
　
是
等
の

注
皆
紫
明
抄
説
也
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（夕
顔
の
巻
）

か
た
き
韻
の
字
共
と
は
　
難
読
字
也
　
是
等
の
注
皆
紫
明
抄
の
注
也

（賢
木
の
巻
）
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な
ど
ま
と
め
て
記
し
た
の
は
、　
一
項
ず
つ
書
く
と
師
説
が
少
な
く
な
る
と

恐
れ
た
た
め
か
も
し
れ
な
い
。
尤
も

『紫
明
抄
』
も

『奥
入
』
な
ど
他
書

を
引
い
て
い
る
の
で
、
共
通
す
る
注
解
を
転
載
し
た
の
は
素
寂
か
冷
泉
家

か
了
俊
に
は
識
別
し
に
く
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
の
結
果
、
次
例
の
勘
物

（
「巻
数
」
）
は
出
典
が
無
表
記
の
た
め
家
説
の
よ
う
に
見
え
る
が
、
実

は

『紫
明
抄
』
に
あ
り
孫
引
き
か
も
し
れ
な
い
。

か
の
く
わ
ん
す
に
か
き
つ
け
給
し
と
は
　
巻
数
也
　
洲
欄
ｄ
割
川
源

側
劇
冽
州
翻
「
剣
珊
Ｊ
¶
到
瑠
ヨ
聞
ｑ
は
ｕ
ぐ
測
倒
側

（蜻
蛉
の
巻
）

な
お
傍
線
部
の
、
読
解
に
最
低
必
要
な
解
釈
を
重
視
す
る
指
摘
は
随
所
に

見
ら
れ
、
そ
れ
は
定
家
以
来
の
穿
聾
を
戒
め
る
方
針
と
共
通
す
る
。

こ
の
よ
う
に
両
家
の
説
が
か
な
り
重
複
し
、
し
か
も
初
心
者
向
け
の
勘

物
が

一
致
す
る
こ
と
に
気
付
く
と
、
あ
な
が
ち
河
内
方
を
非
難
し
き
れ
な

く
な
り
、
次
の
よ
う
に
認
め
ざ
る
を
得
な
く
な
る
。

ち
う
た
う
と
は
　
中
堂
也
　
此
条
々
多
分
紫
明
抄
注
也
　
私
云
源
氏

み
な
れ
き
る
人
の
た
め
に
は
河
内
本
大
切
事
歎
　
儀
は
説
々
よ
る

へ
き
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（手
習
の
巻
）

こ
の
語
釈
も

『
紫
明
抄
』
に
あ
る
の
で
、
こ
の
種
の
注
釈
は
初
心
者
に
役

立
つ
と
い
う
考
え
を
改
め
な
い
限
り
、
河
内
方
を
評
価
せ
ざ
る
を
え
な
い
。

言
い
替
え
る
と
、
解
釈
に
不
可
欠
な
勘
物
の
み
を
認
め
る
と
い
う
定
家
の

教
え
が
博
引
芳
証
の
河
内
方
に
対
抗
す
る
基
盤
に
な
っ
て
い
る
以
上
、
語

釈
の
類
を
多
く
合
む

『紫
明
抄
』
を
軽
視
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
の
で

あ
る
。
そ
の
結
果
、
両
学
派
に

「
両
説
あ
る
事
は
共
に
可
用
に
や
」

（タ

顔
の
巻
）
と
対
等
に
扱
い
、

「紫
明
抄
に
注
上
は
不
及
申
」

（
関
屋
の
巻
）

と

一
日
置
く
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。

ま
と
め

定
家
は
世
上
で
行
わ
れ
て
い
る
源
氏
論
議
な
ど
の
考
証
の
類
を
認
め
な

か
っ
た
た
め
、
そ
れ
が
冷
泉
家
の
指
針
に
な
り
、
考
証
を
特
徴
と
す
る
河

内
方
を
非
難
す
る
信
条
に
も
な
っ
た
。
と
こ
ろ
が
時
代
が
経
つ
に
つ
れ
論

議
は
益
々
活
発
に
な
り
、
源
氏
の
大
家
と
し
て
の
面
目
を
保
つ
に
は
豊
富

な
勘
物
が
必
要
で
あ
る
の
に
、
冷
泉
家
に
は
定
家
以
来
の
方
針
で
家
説
が

乏
し
い
た
め

『
紫
明
抄
』
を
摂
取
す
る
こ
と
に
な
り
、
出
典
を
表
記
せ
ず

に
孫
引
き
し
た
り
、
河
内
方
が
批
判
の
対
象
に
な
る
よ
う
に
時
に
は
故
意

に
改
変
し
た
り
し
て
利
用
し
た
。
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
当
家
に
と
っ
て
不

名
誉
な
こ
と
で
あ
り
門
弟
に
は
伏
せ
ら
れ
、
了
俊
は
師
説
を
鵜
呑
み
に
し

て

「源
氏
之
雑
説
抄
物
」
を
執
筆
し
た
。
そ
の
著
書
で
は
伝
授
さ
れ
た
通

り
、
河
内
方
の
注
解
は
穿
塁
し
過
ぎ
か
不
適
切
で
非
難
の
的
に
さ
れ
る
の

み
で
あ
り
、
そ
れ
は
逆
に
御
子
左
家
説
の
優
秀
性
を
示
す
働
き
を
し
た
。

し
か
し

『紫
明
抄
』
を
見
る
に
及
ん
で
師
説
と
か
な
り

一
致
す
る
こ
と

に
驚
き
、
師
家
の
作
為
に
気
付
き
改
作
し
た
結
果
、

「光
源
氏
巻
々
注
少

々
」
で
は
両
家
の
勘
物
は
同
じ
と
い
う
主
家
に
不
利
な
指
摘
が
見
ら
れ
る
。

ま
た
河
内
方
の
過
度
の
詮
索
は
定
家
の
教
条
に
従
っ
て
攻
撃
し
続
け
た
た

め
、

『
紫
明
抄
』
の
注
記
内
容
の
う
ち
本
文
解
釈
に
必
要
な
語
釈
の
類
は

評
価
せ
ざ
る
を
え
ず
、
初
心
者
用
と
い
う
条
件
付
き
と
は
い
え
推
賞
す
る
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あ に
る 至
・ り

旧
作
に
比
べ
て
河
内
方
批
判
は
徹
底
し
き
れ
な
く
な
っ
た
の
で

注

（
一
）
　

重
松
信
弘
氏

『新
孜
　
源
氏
物
語
研
究
史
』
風
問
書
房
　
昭
和

三
十
六
年

（
二
）
　

寺
本
直
彦
氏

『
源
氏
物
語
受
容
史
論
考
　
正
編
』
風
問
書
房

昭
和
四
十
五
年

（
三
〉
　

テ
キ
ス
ト
は
伊
井
春
樹
先
生
の
翻
刻

（
国
会
図
書
館
本
、
注
四

所
収
）
を
用
い
る
。

（
四
）
　

田
中
裕
氏

「師
説
自
見
集
と
了
俊
相
伝
定
家
歌
論
書
」
語
文

昭
和
三
十
三
年
六
月

伊
井
春
樹
先
生

「
『
源
氏
之
雑
説
抄
物
』
解
説
」
古
代
文
学
論

叢
７
　
昭
和
五
十
四
年

（五
）

注
二

ｏ
四
の
論
文

（六
）
　

例
え
ば

『
紫
明
抄
』
に

「五
条
三
位
殿

［俊
成
卿
］
に
故
光
行

申
あ
は
せ
て
句
を
き
り
声
を
さ
し
て
候
き
京
極
中
納
言
殿

［定
家

卿
］
も
冷
泉
前
大
納
言
殿

［為
家
卿
］
も
よ
も
難
せ
さ
せ
給
候
は

し
」

（夕
顔
の
巻
）
と
あ
る
。

（七
）
　

『原
中
最
秘
抄
』

（完
本
）
の
聖
覚
の
識
語
に
、

「京
極
中
納

言
家
之
証
本
大
略
相
同
家
本
之
由
彼
卿
所
被
加
奥
書
也
」
と
あ
る
。

な
お
、
そ
の
前
に
あ
る

一
節
が
、
親
行
の
新
古
今
集
の
識
語
に
引

か
れ
た
定
家
の
書
状
と

一
致
す
る
こ
と
か
ら
、
曽
沢
太
吉
氏
は
聖

覚
が

「
新
古
今
集
の
奥
書
の
中
か
ら
拉
し
来
つ
て
こ
ゝ
に
追
記
し

も
つ
て
家
学
の
権
威
高
揚
に
資
し
た
」
と
推
測
さ
れ
た
。

（
「原

中
最
秘
砂
聖
覚
の
奥
書
に
つ
い
て
」
国
語
と
国
文
学
　
昭
和
四
十

三
年
二
月
）

（
八
）

注
四
の
論
文

（九
）
　

同
じ
趣
旨
の
記
述
が

『先
達
物
語

（定
家
卿
相
語
）
』
に
も
見

ら
れ
る
。

近
代
の
源
氏
物
語
見
さ
た
す
る
様
又
あ
ら
た
ま
れ
り
。
或
ひ

は
歌
を
と
り
て
本
歌
と
し
て
歌
を
よ
ま
む
料
、
或
ひ
は
識
者

を
た
て
ゝ
紫
上
は
た
が
子
に
て
お
は
す
な
ど
言
ひ
争
ひ
、
系

図
と
か
や
な
づ
け
て
き
た
あ
り
と
云
々
。
古
く
は
か
く
も
な

か
り
き
。
身
に
思
ひ
給
ふ
る
や
う
は
、
紫
上
の
父
祖
の
事
を

も
き
た
せ
ず
、
本
歌
を
求
め
む
と
も
思
は
ず
、
詞
づ
か
ひ
の

有
様
の
い
ふ
か
ぎ
り
な
き
も
の
に
て
、
紫
式
部
の
筆
を
み
れ

ば
、
心
も
す
み
て
歌
の
姿
詞
優
に
よ
ま
る
ゝ
な
り
。

（
日
本
歌
学
大
系
　
第
二
巻
）

（十
）
　

な
お
二
首
目
の
引
歌
は
現
存
す
る

『紫
明
抄
』
に
見
当
た
ら
ず
、

他
書
の
孫
引
き
か
も
し
れ
な
い
。
識
語
に

「其
後
又
源
氏
之
説
等

取
合
書
之
」

（第

一
節
所
引
）
と
あ
り
、
諸
説
を
集
成
し
た
の
で

あ
ろ
う
。

（本
学
大
学
院
博
士
後
期
課
程
）
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