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萩
原
広
道
の
文
章
法
則
論
と
そ
の

『源
氏
物
語
』
へ
の
適
用
、付
法
則
の
索
引

パ
ト
リ
ッ
ク

・
カ
ド
ー

要
す
る
に
、
初
心
者
も

『源
氏
物
語
」
を
読
め
る
よ
う
に
、
種
々
の

注
釈
書
の
解
釈
を
集
め
頭
注
と
し
て
本
文
に
付
け
、
本
文
の
傍
に
漢
字

を
当
て
、
俗
語
訳
も
付
け
加
え
る
形
の

「源
氏
』
本
文
と
注
釈
を
出
版

す
る
つ
も
り
で
あ
る
こ
と
、
い
か
に

「源
氏
」
が
優
れ
て
い
る
書
物
で

あ
る
か
を
説
明
す
る
た
め
に
、
今
ま
で
の

「源
氏
』
注
釈
書
で
使
わ
れ

て
い
な
い

「文
法
の
則
」
を
こ
の
注
釈
に
適
用
す
る
こ
と
、
出
版
さ
え

す
れ
ば

一湖
月
抄
」
は
倒
れ
て
、
こ
の
新
し
い
注
釈
書
は
注
目
す
べ
き

も
の
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
を
書
い
た
三
年
後

（
一
八
五
四
）
に
広
道
は

『
源
氏
物
語
評

釈
』

（以
下
は

『評
釈
』
）
の
一
之
巻

（
「夕
顔
」
ま
で
）
を
出
版
し
、
十

年
後

（
一
人
六
こ

に
二
之
巻

（
「花
の
宴
」
ま
で
の
本
文
注
釈
）
を
出
し

た
。
し
か
し
二
之
巻
を
出
版
し
て
二
年
後

（
一
八
さ
こ

に
、
長
く
健

康
を
害
し
て
い
た
広
道
は
、

「評
釈
」
を
完
成
す
る
こ
と
な
く
没
し

た
。
従

っ
て
右
の
手
紙
に
書
か
れ
た
特
徴
を
全
て
果
た
し
、
ま
た
そ
の

出
版
の
お
よ
そ
百
四
十
年
後
の
現
在
か
ら
み
て
も
、
相
当
の
完
成
度
を

示
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
結
果
的
に

「評
釈
』
は
北
村
季
吟
の

「湖
月
抄
」
を
倒
す
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
上
、
江

一　
は
じ
め
に

嘉
永
四
年

（
一
人
五
こ

、
国
学
者
の
萩
原
広
道
は
、
出
版
予
定
の

新
し
い

「源
氏
物
語
』
注
釈
書
に
つ
い
て
、
歌
道
の
友
人
鈴
木
高
輌
に

あ
て
た
手
紙
に
次
の
よ
う
に
書
い
た
。

夫
二
付
先
年
少
々
こ
し
ら
へ
懸
置
候
源
氏
之
注
尺
を
蔵
板
二
至

候
つ
も
リ
ニ
て
、
此
節
頻
二
い
と
な
み
居
申
候
、
注
尺
の
例
ハ

契
沖
、
為
章
、
懸
居
、
鈴
屋
の
も
の
を
拠
と
し
て
愚
案
を
ま
し

へ
、
湖
月
抄
己
前
之
注
ハ
無
拠
処
斗
二
少
々
く
ハ
ヘ
て
何
レ
も

頭
書

二
し
、
本
文

ハ
傍
注

二
て
漢
字
と
俗
語
と
を
訳
注

二
つ

け
、
劇
川
二‐
剖
川
劉
引
ｑ
劃
倒
側
欄
司
呵
利
ｕ
劇
側
、
外
に
評

語
の
注
を
む
ね
と
加
へ
申
候
、
こ
れ
ハ
先
達
未
発
の
説
二
て
候

へ
と
も
、
名
文
の
名
文
た
る
故
を
評
し
著
し
候
二
て
、
先
ハ
拙

一
家
の
論
二
候
へ
と
も
不
得
止
事
し
わ
さ
二
て
、
文
法
の
則
と

も
な
れ
か
し
と
思
候
迄
二
御
坐
候
、
よ
し
や
あ
し
ハ
不
知
、
上

木
さ
へ
至
候
ハ
、
湖
副
糊
利
馴
刑
罰
副
測
粒
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戸
時
代
以
降
に
は

「
評
釈
」
は
あ
ま
り
研
究
の
対
象
に
は
な
ら
ず
、

「源
氏
』
注
釈
史
の
飾
り
物
と
し
て
し
か
認
め
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
よ

う
に
思
わ
れ
る
。
実
は
昭
和
の
末
頃
か
ら
平
成
の
初
頃
ま
で
の
約
十
年

間
に
は
、
源
氏
研
究
の
世
界
で
は

「評
釈
」
に
関
す
る
ミ
ニ
ブ
ー
ム
が

あ
っ
た
の
だ
が
、
そ
の
研
究
は

「評
釈
」
の
細
部
を
断
片
的
に
探
究
す

る
よ
う
な
も
の
が
多
く
、
全
体
的
な

『評
釈
』
研
究
は
今
ま
で
出
て
い

な
か
っ
た
。
こ
の
欠
陥
を
補
う

一
歩
と
し
て
、
広
道
が

「源
氏
物
語
」

の
本
文
に
適
用
し
た
独
特
な
批
評
用
語
の
索
引
を
作

っ
た
。

一
一　
広
道
の
文
章
法
則
論

索
引
を
紹
介
す
る
前
に
、
概
説
的
に

『評
釈
』
の
特
徴
に
つ
い
て
記

し
て
み
た
い
と
思
う
。
広
道
は

「評
釈
』
の
序
文
で
、　
一
般
の
読
者
の

た
め
に
物
語
の
鑑
賞
と
解
釈
の
方
法
を
紹
介
し
、
批
評
用
語
目
録
を
作

り
各
用
語
の
定
義
も
付
け
加
え
た
上
で
、
そ
の
方
法
を
本
文
に
全
面
的

に
適
用
し
た
。
そ
の
達
成
は
江
戸
時
代
の
文
学
批
評
史
だ
け
で
は
な

な
ど
詩
和
¨
群
鶴
漱
物
赦
鰐
咄
沖
融
滋

「
調

棒
赦
「
湖
哺

「 ‐こ
彬
け
熟
「
開

か
な
い
の
に
も
拘
わ
ら
ず
、
言
葉
と
言
葉
の
繋
が
り
か
ら
物
語
全
体
の

幅
広
い
課
題
に
ま
で
係
わ
っ
て
い
く
広
道
の
批
評
論
は
、
注
を
付
さ
れ

た
本
文
以
外
の
細
部
や
話
題
に
ま
で
及
ん
で
い
る
。
例
え
ば

「言
木
」

に
は
、
物
忌
み
の
た
め
伊
予
介
の
家
に
寄

っ
て
空
蝉
の
君
と
出
会

っ
た

源
氏
が
、
彼
女
と
の
再
会
を
意
図
し
て
紀
伊
守
と
付
き
合
う
場
面
が
あ

る
。
そ
の
叙
述
の
途
中
で
話
題
が
急
に
源
氏
か
ら
紀
伊
守
に
転
換
し
、

次
の
文
が
差
し
込
ま
れ
る
。

き
の
か
み
す
き
心
に
、
こ
の
ま

ゝ
は

ゝ
の
あ
り
さ
ま
を
あ
た
ら

し
き
も
の
に
お
も
ひ
て
、
つ
ゐ
し
よ
う
し
よ
る
心
な
れ
ば
、
こ

の
子
を
も
て
か
し
づ
き
て
ゐ
て
あ
り
籠

す
な
わ
ち
紀
伊
守
も
空
蝉

（継
母
）
に
情
念
的
な
興
味
が
あ
り
、
空

蝉
の
弟
の
子
君
を
利
用
し
て
空
蝉
に
近
づ
こ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ

る
。
広
道
は
読
者
の
た
め
に
こ
の
文
章
を
次
の
よ
う
に
評
し
た
。

紀
守
が
子
君
を
ゐ
て
ゆ
く
に
つ
け
て
、
継
母
に
心
を
か
け
た
る

事
を
説
出
て
、
つ
ひ
に
此
事
に
よ
り
て
空
蝉
の
尼
に
な
る
べ
き

※

酪

酸

罷

ぼ

し
が

る
冒

芙

本
文
の
内
容
を
纏
め
つ
つ
、
こ
の
場
面
が
、
後
に

「関
屋
」
で
空
蝉

の
出
家
す
る
動
機
の
源
泉
で
あ
る
と
説
明
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
広
道

は
読
者
に
対
し
て
意
外
に
思
わ
れ
る
よ
う
な
こ
の

『源
氏
」
本
文
の
意

味
を
明
ら
か
に
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
物
語
の
は
る
か
後
の
出
来
事
が

こ
こ
で
巧
み
に
予
示
さ
れ
て
い
る
と
い
う
事
も
注
意
し
て
い
る
。
そ
し

て
こ
の
よ
う
な
素
晴
ら
し
い
叙
述
技
術
の

一
つ
で
あ
る

「伏
案
」
と
い

う
法
則

（
「法
」
）
が
見
ら
れ
た
と
指
摘
す
る
。
こ
の
注
釈
を
考
え
な

が
ら

「関
屋
」
で
未
亡
人
に
な
っ
た
ば
か
り
の
空
蝉
を
紀
伊
守
が
訪
れ

た
後
、
空
蝉
が
急
に
尼
に
な
る
事
を
決
心
す
る
節
を
読
め
ば
、
広
道
の

細
か
い
配
慮
が
分
か
る
と
思
う
。
こ
う
い
っ
た
例
は
こ
れ

一
つ
に
と
ど

ま
ら
な
い
。
自
ら
考
案
し
た
批
評
用
語
を
駆
使
す
る
こ
と
で
物
語
を
説
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明
し
て
い
く
方
法
は
、
物
語
の
細
部
の
扱
い
、
登
場
人
物
の
相
対
的
な

役
割
、
全
体
的
な
話
題
の
発
達
な
ど
、
要
す
る
に
物
語
の
文
体
と
構
造

を
解
釈
す
る
た
め
に
本
文
に
度
々
適
用
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
さ
ら

に
序
文

（
「総
論
」
）
の
批
評
論
と
本
文
の
注
釈
を
合
わ
せ
て
見
る

と
、
物
語
全
体
を
目
指
す
鑑
賞
評
論
と
綿
密
周
到
な
テ
キ
ス
ト
分
析
が

一
つ
の
書
物
に
あ
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
よ
う
。

「評
釈
』
の
優
れ
た
点

は
ま
さ
に
こ
こ
に
認
め
ら
れ
る
。

し
か
し
、
広
道
の
批
評
論
と
そ
の
本
文
へ
の
適
用
と
を
比
較
す
る
こ

と
は
簡
単
な
作
業
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
広
道
の
批
評
論
は
、
物
語
の

無
数
の
細
部
、
出
来
事
、
登
場
人
物
の
心
な
ど
を
全
て

一
つ
の
抽
象
的

な
組
織
に
よ
っ
て
包
含
し
よ
う
と
す
る
複
雑
な
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
組
織

（法
則
）
の
対
象
は
、
最
大
の
単
位
で
あ
る

「物
語

一
部
」

か
ら
物
語
の

一
巻
、　
一
条
、　
一
文
章
、　
一
句
、
つ
ま
り
物
語
の

「
い
さ

さ
か
な
る
事
の
末
々
ま
で
」
及
ぶ
。
読
者
が
あ
る
程
度
ま
で
こ
の
組
織

を
認
識
さ
え
す
れ
ば
物
語
の
素
晴
ら
し
さ
を
味
わ
え
る
と
広
道
は
推
測

し
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
抽
象
的
な
組
織
に
よ
つ
て
物
語
の
無
数
の
出

来
事
の
関
係
や
叙
述
の
微
妙
な
差
異
は
明
白
に
な
る
。
そ
し
て
こ
の
組

織
は
本
文
と
読
者
を
媒
介
す
る
は
ず
だ
か
ら
、　
一
方
で
は
物
語
の
複
雑

さ
を
平
易
な
形
に
な
お
す
機
能
が
あ
り
、
他
方
で
は
こ
の
複
雑
さ
故
に

「源
氏
』
本
文
の
奥
深
さ
を
読
者
に
伝
え
る
事
も
で
き
る
の
で
あ
る
。

従
っ
て
、
こ
の
珍
し
い
批
評
組
織
の
ど
こ
が
優
秀
で
あ
り
、
ど
こ
が
欠

点
に
な
る
と
い
う
こ
と
を
探
究
す
る
作
業
に
は
価
値
が
あ
る
と
思
う
。

〓
一　
文
章
法
則
論
の
用
語

さ
て
、
広
道
の
批
評
論
は
、

「評
釈
』
の

「総
論
」
下
の
二
箇
所
に

紹
介
さ
れ
て
い
る
。　
一
つ
は
概
念
的
に
中
国
と
日
本
で
の
文
章
批
評
史

の
流
れ
を
説
明
し
、

「源
氏
』
に
も
批
評
の
法
則
を
適
用
し
て
物
語
の

素
晴
ら
し
さ
を
鑑
賞
す
る
事
が
で
き
る
と
す
る

「此
ノ
物
語
に
種
々
の

法
則
あ
る
事
」
と
い
う
部
分
で
、　
一
つ
は
、

「源
氏
』
の
本
文
に
適
用

す
る
批
評
用
語
と
そ
の
用
語
の
定
義
す
る
部
分
で
あ
る
。
最
終
的
な
目

的
と
し
て
は
、

「評
釈
』
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
批
評
用
語
の
沿
革
、
定

義
、
適
用
な
ど
を
全
て
調
査
す
る
つ
も
り
だ
が
、
今
回
は
後
者
の
定
義

さ
れ
て
い
る
法
則
を
掲
載
順
に
取
り
上
げ
、
考
察
の
及
ん
で
い
る
項
目

に
用
例
や
稿
者
の
説
明
な
ど
を
付
け
加
え
る
こ
と
に
す
る
。

＊

　

　

　

＊

　

　

　

＊

一　
■
ョ
劇
劃
勒
可
Ч
引
到
刊
倒
川
。
我
肇
び

の
書
に
は
を
さ
を
さ

見
へ
ず
。
大
か
た
は
今
始
め
て
も
の
す
る
こ
と
な
れ
ば
、
其
さ
ま

を
も
ろ
こ
し
ざ
ま
に
な
ら
ひ
た
り
。
其
よ
し
は
上
条
に
既
に
い
へ

り
。
丸
壽
貝‐‐り
の
か
り
の
名
ど
も
を
、
こ

ヽ
に
挙
て
大
む
ね
を
注

す
。
こ
れ
は
た
ゞ
初
学
の
た
め
の
み
な
り
。
さ
て
此
目
ど
も
は
、

も
ろ
こ
し
に
い
へ
る
を
さ
な
が
ら
に
と
れ
る
も
あ
り
。
又
此
物
語

の
注
に
昔
よ
り
い
へ
る
を
用
ゐ
た
る
も
あ
り
。
又
今
あ
ら
た
に

余
が
つ
く
れ
る
も
あ
れ
ど
、
事
の
さ
ま
の
さ
と
り
や
す
き
を
主
と

し
て
、
あ
な
が
ち
に
も
ろ
こ
し
の
例
格
に
拘
わ
り
泥
ま
ず
。
見
ん

人
さ
る
こ
ゝ
ろ
し
て
い
ふ
か
し
む
べ
か
ら
ず
。
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主
客

人
と
人
と
相
対
ひ
て
事
あ
る
時
、
其
む
れ
と
あ
る
か
た
を
主

と
い
ひ
、
そ
の
主
た
る
人
の
た
め
に
し
て
、
対

へ
る
方
を
客

と
Ｐ
ふ
。ク各
れ
に
よ
り
て
、
其
所
の
文
に
”
層
の多
が
り
。

又
其
巻
其
段
に
つ
き
て
主
客
の
法
あ
り
。
准
へ
て
知
る
べ
し
。

正
副

軍
を
出
す
に
、
大
将
軍
と
副
将
軍
と
あ
る
が
ご
と
く
、
そ
の

主
と
あ
る
方
を
正
と
し
。
そ
れ
に
付
属
へ
る
方
を
副
と
す
。

こ
れ
に
つ
き
て
文
法
に
軽
重
あ
り
。

正
対

人
に
微
れ
い
も
の
事
に
ま
れ
、
同
じ
ほ
ど
の
事
を
相
対
ヘ

て
、
優
り
劣
り
な
き
を
正
対
と
い
ふ
。
こ
れ
は
た
だ
に
対
と

い
ひ
て
も
有
べ
け
れ
ど
、
次
の
反
対
に
む
か
へ
て
正
字
を
加

へ
た
る
の
み
也
。

反
対

こ
れ
は
其
事
の
反
う
へ
に
相
対
ふ
を
い
ふ
。
た
と
へ
ば
雨
ふ
る

鮎

嗽
ド

一デ

詐

裳

註

指

へ 同
噂

ら

「主
客
」
又

「主
賓
」
は
、
曲
亭
馬
琴
の
著
作

『南
総
里
見
八
大
伝
』

の

「九
輯
中
峡
附
言
」
の
い
わ
ゆ
る

「稗
史
七
則
」
や
、
毛
声
山
に
よ

証
一一一錮で志繭苧
罪
一羹
］錐
用）詰
響
』̈咄銅

釈
」
の

「文
章
法
則
」
論
で
は
、
物
語
の
出
来
事
を
進
め
る
登
場
人
物

の
う
ち
で
中
心
的
な
役
割
を
す
る
の
が

「主
」
で
あ
り
、
そ
の
中
心
人

物
の
動
き
を
支
持
す
る
の
が

「客
」
で
あ
る
と
す
る
。
概
し
て
源
氏
は

「主
」
の
役
で
あ
る
。
し
か
し
、
広
道
の
注
釈
に
は
、
源
氏
が
あ
る
場

面
で

「客
」
の
役
を
す
る
と
、
読
者
が
意
外
に
思
い
、
そ
の
珍
し
さ
で

物
語
を
読
む
事
の
楽
し
み
が
あ
る
と
記
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
例
え

ば
、

「需
木
」
の
雨
夜
の
品
定
め
で
の
左
の
馬
頭
の
長
い
弁
論
に
お
い

て
、
源
氏
は
最
初
に
質
問
す
る
も
の
の
途
中
で
寝
て
し
ま
う
。
こ
こ
ま

で
普
通
に
み
ら
れ
た
源
氏

「主
」
と
頭
の
中
将

「客
」
の
関
係
が
崩
さ

れ
、
左
の
馬
頭
が

「主
」
、
源
氏
が

「客
」
の
役
と
な
る
。
広
道
は
次

の
よ
う
に
こ
の
場
面
の

「評
」
を
記
す
。

こ
の
二
人

（左
の
馬
頭
と
式
部
の
丞
）
を
あ
ら
は
し
出
さ
れ
た
る
、

い
と
／
ヽ
め
づ
ら
し
。
こ
の
品
定
、
源
氏
君
と
頭
中
将
と
の
み

に
て
は
い
と
さ
う
´
ヽ
し
け
れ
ば
、
こ
の
二
人
を
そ
へ
て
に
ぎ

は

ヽ
し
く
し
た
る
也
。
然
る
に
却
て
馬
頭
主
と
な
り
て
物
う
ち

い
ひ
、
主
と
あ
る
べ
き
源
氏
君
は
な
か
ノ
ヽ
に
打
ね
ふ
り
な
ど

し
給

へ
る
さ
ま
に
か

ヽ
れ
た
る
、
さ
ら
に
劇
ｄ
倒
嘲
引
ｕ
ｑ
司

一劇
ｕ
Ｏ
…
た
ヾ
こ
の
品
定
に
の
み
む
ね
と
物
い
ひ
た
る
ば
か
り

な
る
も
、
劇
引
湖
列
謝
Ｊ
ョ
日
＝
冽
劇
ヨ
測
渕
Ｊ
刊
鼈

叙
述
の
流
れ
と
し
て
馬
頭
が
語
り
、
源
氏
が
そ
の
物
語
の
聴
講
者
に
な

る
こ
と
は
、
読
者
に
と
つ
て
特
に
意
外
な
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
し
か

し
、
物
語
の
構
造
か
ら
見
る
と
、
不
断
に

「主
」
の
役
を
す
る
登
場
人

物
が
突
然
に

「客
」
と
し
て
振
る
舞
う
こ
と
は
予
想
外
の
変
換
に
な

る
。
登
場
人
物
が
必
ず
予
想
通
り
に
行
動
す
れ
ば
、
物
語
に
は
本
当
ら



し
さ
や
刺
激
が
な
い
。
従

っ
て
、
予
想
外
の
変
換
が
あ
る
か
ら
こ
そ
読

者
に
は
物
語
を
読
む
楽
し
み
が
あ
る
。
読
者
は
こ
の
よ
う
な
巧
妙
な
構

造
操
作
を
普
通
は
意
識
せ
ず
に
物
語
を
読
む
の
だ
が
、
広
道
の
平
易
な

言
葉
を
通
し
て
こ
の
叙
述
技
法
を
鑑
賞
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な

る
。

「文
章
法
則
」
論
の
抽
象
的
な
組
織
の
実
利
は
、
こ
の
解
説
か
ら

窺
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
索
引
の

「主
客
」
の
項
目
で
、

「主
」
ま
た
は

「客
」
の
字
を
付
し
た
箇
所
は
、
注
釈
に
ど
ち
ら
か

一
方
の
情
報
が
あ

る
場
合
を
指
す
。

「正
副
」

「正
対
」

「反
対
」
は
、

「主
客
」
を
さ
ら
に
詳
し
く
説

明
す
る
用
語
で
あ
る
。

「
正
副
」
の
代
表
的
な
人
物
関
係
は
、
源
氏

「主
」
又

「
正
」
と
、
頭
の
中
将

「客
」
又

「
副
」
で
あ
る
。

「
反

対
」
の
代
表
的
な
事
人
物
関
係
は
、
源
氏
と
弘
徽
殿
の
息
子

（皇
太

子
）
で
あ
る
。
た
だ
し

「正
対
」
を
本
文
に
明
記
し
た
例
は
見
当
た
ら

な
い
。
索
引
に
挙
げ
る
の
は
、

「総
論
」
で
の
こ
の
用
語
の
機
能
を
定

義
す
る
所
だ
け
で
あ
る
。

＊

　

　

　

＊

　

　

　

＊

照
対
　
照
応

こ
の
二
つ
大
か
た
同
じ
さ
ま
な
れ
ど
、
照
対
は

一
事
の
相
似

た
る
さ
ま
を
再
び
あ
ら
は
し
て
、
前
の
事
に
相
照
し
対
へ
た

る
を
い
ふ
。
た
と

へ
ば
日
と
月
と
東
西
に
光
を
あ
ら
そ
ふ
が

ご
と
し
。
照
応
は
、
前
に
出
た
る
事
の
末
、
あ

へ
な
く
消
失

ず
し
て
、
再
び
其
泳
を
あ
ら
は
し
て
、
前
の
趣
に
相
応
く
を

い
ふ
。
た
と

へ
ば
日
の
光
を
う
け
て
、
月
も
星
も
光
を
は
な

つ
が
ご
と
し
。

「照
応
」
も
曲
亭
馬
琴
の

「稗
史
七
則
」
や
、
毛
声
山
の

「読
三
国
志

法
」
に
見
ら
れ
る
批
評
用
語
の

一
つ
で
あ
る
。

「稗
史
七
則
」
で
は

「照
応
は
照
対
と
も
い
ふ
」
と
記
さ
れ
て
い
る
が
、
広
道
は

「照
応
」

と

「照
対
」
に
微
妙
な
区
別
を
付
け
よ
う
と
し
た
。
こ
の
故
を
も
っ
て

索
引
で
は

「照
応
」
と

「照
対
」
を
別
の
項
目
と
し
て
載
せ
る
。
こ
の

二
つ
は

「
総
論
」
の
批
評
用
語
目
録
の
後
に
挙
が
る

「伏
案
」

「伏

線
」
の
相
似
物
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

「伏
案
」

「伏
線
」
は
物
語

の
後
の
出
来
事
を
予
示
す
る
機
能
を
果
た
し
、

「
照
応
」

「照
対
」
は

物
語
の
先
に
行
わ
れ
た
出
来
事
に
呼
応
す
る
関
係
を
表
す
。
ま
ず
、

「照
対
」
と
評
さ
れ
る
の
は
、
物
語
に
平
行
的
に
存
在
す
る
出
来
事
で

あ
る
。
例
え
ば
、

「
花
の
宴
」
中
で
は
藤
花
の
宴
が
あ
り
、
広
道
の

「評
」
は
次
の
如
く
で
あ
る
。

↑
」
」ヽ
は
物
語
の
前
の
）
南
殿
の
花
宴
の
国
川
に
右
大
臣
家
の
藤
花

宴
を
あ
ら
は
し
、
為
）

つ
ま
り
、
物
語
の
叙
述
の
流
れ
と
し
て
は
南
殿
の
花
の
宴
と
右
大
臣
の

藤
花
の
宴
に
は
強
い
関
係
が
な
い
が
、
物
語
の
構
造
の
面
で
考
え
る

と
、
こ
の
二
つ
の
場
面
は

一
つ
の
出
来
事
の
反
復
で
あ
る
と
考
え
る
こ

と
が
で
き
る
。

「照
対
」
と
違
い
、

「照
応
」
と
評
さ
れ
る
事
は
、
物

語
の
先
に
行
わ
れ
た
出
来
事
と
は
っ
き
り
と
関
係
が
あ
る
。
例
え
ば
、

「夕
顔
」
で
は
源
氏
が
惟
光
か
ら
初
め
て
空
蝉
の
貧
し
い
状
況
を
聞

き
、
雨
夜
の
女
性
の
品
定
め
の
話

（
「需
木
」
）
を
思
い
出
し
て
、
空

蝉
に
対
す
る
好
奇
心
を
表
す
。
源
氏
の
品
定
め
の
思
い
出
が

「照
応
の
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泳
」
と
し
て
こ
の
節
に
付
け
ら
れ
て
い
か
祀

＊

　

　

　

＊

　

　

　

＊

間
隔

一
つ
の
事
を

ワ語知
も
て
ゆ
く
に
、　
一
つ
ら
に
書
つ
ゞ
け
て

肝
い浸婚
噸勢Ｑ収勁
評
嘲歎
魏
秘賢
棧

い
ふ
。
た
と

へ
ば
遠
く
海
山
を
見
る
に
、
所
々
雲
霧
の
ヘ

だ
、　

′りｋ
、ノな
か
／
ヽ
に
け
し
き
を
か
し
く
見
ゆ
る
が
こ
と

し
。
此
法
巻
中
に
殊
に
多
し
。

「間
隔
」
を
適
用
し
た
例
は
、

「紅
葉
賀
」
に
見
ら
れ
る
。

「紅
葉

賀
」
で
の
主
な
話
題
は
源
氏
と
藤
壺
の
密
通
に
よ
る
懐
妊
で
あ
り
、
藤

壺
の
出
産
で
あ
る
が
、
叙
述
の
流
れ
が
時
々
若
紫
、
ま
た
は
葵
の
話
に

転
換
す
る
。
広
道
の
解
釈
で
は
若
紫
や
葵
の
場
面
は
、

「紅
葉
賀
」
の

本
筋
に
挿
入
さ
れ
た
筋
で
あ
り
、

「間
隔
」
の
法
則
の
例
と
記
さ
れ
て

い
る
。

＊

　

　

　

＊

　

　

　

＊

伏
案
　
伏
線

こ
の
二
つ
お
ほ
か
た
は
同
じ
事
也
。
例
剰
は
、
末
に
い
ふ
ベ

き
事
を
思
ひ
構
へ
て
、
ひ
そ
か
に
其
端
を
あ
ら
は
し
な
が

ら
、
せ
お
く
事
也
。
例
制
の
線
は
糸
す
ぢ
と
よ
む
字
に
て
、

遠
く
い
と
す
ぢ
の
端
を
置
て
、
を
リ
ノ
ヽ
其
縫
め
を
あ
ら
は

井
ｂ
つ
、
末
に
至
り
て
結
び
る
時
、
其
糸
ぐ
ち
を
引
ば
、

貫
き
た
る
ぬ
ひ
め
悉
く
動
く
こ
と
の
如
し
。
又
細
樹
と
い
ひ

た
る
所
あ
る
も
同
じ
類
也
。
結
構
は
し
た
が
ま
へ
の
事
也
。

「稗
史
七
則
」
で
は
馬
琴
が

「伏
線
」
と

「槻
染
」
の
例
を
挙
げ
、
そ

の
二
つ
の
用
語
の
意
味
を
比
較
し
、
微
妙
な
違
い
を
付
け
れ
¨

広
道
は

こ
こ
で

「伏
線
」
と

「伏
案
」
に
も
同
じ
よ
う
な
区
別
を
当
て
よ
う
と

し
て
い
る
。

「伏
案
」
は
物
語
の
大
き
な
構
想
が
叙
述
の
細
部
に
隠
さ

れ
て
い
る
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
読
者
が
そ
の
大
き
な
構
想
を
理
解
す

る
ま
で
細
部
の
重
要
さ
を
味
わ
う
こ
と
が
で
き
な
い
。
例
え
ば
、

「桐

壺
」
で
は
高
麗
の
相
人
占
の
節
に
関
し
て
、
次
の

「評
」
が
あ
る
。

こ
の

一
段
は
、
源
氏
君

一
代
の
う
ち
に
有
べ
き
事
を
思
ひ
か
ま

へ
て
こ
の
相
人
に
い
は
せ
た
る
に
て
、
い
と
も
い
と
も
「
列
刻

利
側
劉
卿
硼
「

よ
く
よ
く
心
を
付
べ
し
。
初
に
か
た
ち
に
め
で

た
き
を
い
ひ
、
次
に
オ
能
の
い
み
じ
き
を
い
ひ
、
こ

ヽ
に
至
り

て

一
世
の
吉
凶
を
こ
と
わ
れ
る
伝
文
の
法
な
り
。
こ
れ
よ
り
下

誕

鶏

勢
鮮

界

躊

れ
¨

鮮

醍

か
き
魚

嘉

氏

っ
ま
り
、
作
者
の
精
巧
な
考
案
に
よ
り
、
光
源
氏
の
優
れ
て
い
る
才
能

と
将
来
の
事
は
こ
の
細
部
に
予
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。　
一
方

「伏

線
」
は
、
読
者
に
所
々
筋
を
見
せ
て
そ
の
重
要
性
を
教
え
る
も
の
で
あ

り
、
読
者
は
や
は
り
最
後
ま
で
読
ま
な
い
と
、
そ
の
筋
と
物
語
の
大
き

な
構
想
と
の
関
係
が
推
測
で
き
な
い
。

「伏
線
」
の
代
表
的
な
例
は

「夕
顔
」
に
見
ら
れ
る

「変
化
の
も
の
」
の
筋
で
あ
る
。

「夕
顔
」
の

十
五
箇
所
の
頭
注
に
広
道
は

「
変
化
の
第
幾
段
の
泳

（筋
）
『
を
示

す
。
大
半
の

「変
化
」
は
狐
に
関
す
る
情
報
で
あ
り
、
物
語
の
流
れ
と
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し
て
自
立
的
な
重
要
性
を
持
た
な
い
が
、
夕
顔
の
死
亡
す
る
場
面
ま
で

を
読
め
ば
、
そ
の

「変
化
」
の
集
合
的
な
意
味
が
見
え
て
く
る
。

「夕

顔
」
の
主
な
出
来
事
に
関
し
、
全
て
の
筋
は
夕
顔
の
死
亡
を
予
示
す
る

も
の
だ
か
ら
、
広
道
は
こ
れ
を

「
伏
線
」
と
評
し
た
わ
け
で
あ
る
。

「伏
線
」

「伏
案
」

「結
構
」
の
適
用
の
傾
向
を
区
別
す
る
た
め
に
、

索
引
で
は
別
個
の
項
目
と
し
て
載
せ
る
。

＊

　

　

　

＊

　

　

　

＊

抑
揚

抑
は
お
さ
ふ
る
こ
と
、
揚
は
あ
ぐ
る
こ
と
に
て
、
文
の
勢
を

な
す
法
な
り
。
た
と
へ
ば
柄
確
の
頭
を
揚
ん
と
し
て
は
、
其

窃
を
つ
よ
く
蹂
郷
ふ
る
が
ご
と
く
、
事
が
ら
を
つ
よ
く
揚グて

い
は
ん
と
て
、
前

つ
か
た
を
抑

へ
て
か
く
を
い
へ
り
。

「抑
揚
」
の
代
表
的
な
例
は
、
源
氏
と
皇
太
子
の
関
係
に
出
て
く
る
。

物
語
の
最
初
か
ら
源
氏
に
は
魅
力
が
あ
り
、
天
皇
に
殊
に
愛
さ
れ
た

が
、　
一
の
み
こ
は
皇
太
子
候
補
と
し
て
世
間
か
ら
も
大
切
に
さ
れ
て
い

る
と
い
う
関
係
が
立
て
ら
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
源
氏
が
生
ま
れ
た
直

後
の
節

（
「桐
壺
」
）
は
次
の
如
く
で
あ
る
。

（天
皇
は
）
い
そ
ぎ
ま
ゐ
ら
せ
て
御
覧
ず
る
に
、
め
づ
ら
し
か
な

る
ち
ご

（源
氏
）
の
御
か
た
ち
な
り
。　
一
の
み
こ
は
右
大
臣
の
女

御
の
御
は
ら
に
て
、
よ
せ
お
も
く
、
う
た
が
ひ
な
き
ま
う
け
の

君
、
と
世
に
も
て
か
し
づ
き
聞
ゆ
れ
ど
、
こ
の
御
に
ほ
ひ
に
は

（源
氏
の
体
）
、
な
ら
び
給
ふ
べ
く
も
あ
ら
ざ
り
け
れ
ば
、
お
ほ

か
た
の
や
ん
こ
と
な
き
御
お
も
ひ
に
て
、
こ
の
君
を
ば
わ
た
く

し
も
の
に
お
も
ほ
し
か
し
づ
き
給
ふ
事
か
ぎ
り
な
Ｌ

こ
の
描
写
で
は
素
晴
し
い
姿
の
源
氏
と
、
具
体
的
な
細
部
の

一
つ
も
伝

え
ら
れ
て
い
な
い
皇
太
子
と
が
紹
介
さ
れ
る
。
広
道
は
こ
の
節
に
次
の

「評
」
を
付
し
た
。

コ
客
の
法
を
設
け
て
、
初
め
て
朱
雀
院
の
御
事
を
書
出
せ
り
。

こ
れ
や
が
て
源
氏
君
の
方
と
弘
徽
殿
の
方
と
劇
川
し
て
、
御
中

の
よ
か
ら
ぬ
事
を
語
る
最
初
の
筆
な
り
。
さ
て

一
の
み
こ
の
御

勢
ひ
の
い
み
じ
き
こ
と
を
揚
い
ひ
て
、
却
て
そ
れ
に
も
ま
さ
る

若
宮
の
御
籠
愛
の
甚
し
き
事
を
い
へ
る
捌
易
い
と
め
で
た
嚇

こ
の
簡
単
な
描
写
に
広
道
は
三
つ
の
法
則
の
働
き
を
察
知
し
た
。
源
氏

と
皇
太
子
の
関
係
は

「主
客
」
で
あ
り
、
源
氏
と
皇
太
子
の
母
、
弘
微

殿
は

「反
対
」
の
役
で
あ
り
、
そ
の
二
つ
の
関
係
を
強
調
す
る
た
め
に

「抑
揚
」
と
言
う
法
則
の
働
き
を
指
摘
し
て
い
る
。
こ
の
技
法
で
、
皇

太
子
は
褒
め
上
げ
ら
れ
る
も
の
の
、
さ
ら
に
源
氏
は
そ
の
皇
太
子
に

勝
っ
て
い
る
と
褒
め
ら
れ
る
。
結
果
的
に
皇
太
子
が

「抑
」
え
ら
れ
、

源
氏
が

「揚
」
げ
ら
れ
る

「抑
揚
」
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

＊

　

　

　

＊

　

　

　

＊

緩
急

字
の
ご
と
く
緩
き
と
急
し
き
と
也
。
其
事
を
叙
る
こ
と
、
緩

き
時
は
静
に
し
て
、
長
き
春
日
の
う
ら
か
な
ら
る
に
、

処
女
子
の
野
辺
を
ゆ
く
が
こ
と
く
。
急
し
き
時
は
す
み
や
か

に
し
て
、
野
分
の
風
の
、
梢
を
ま
き
て
す
ぐ
る
が
こ
と
し
。

各
其
事
に
し
た
が
ひ
て
書
ざ
ま
異
な
り
。
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て
あ
り
し
事
を
、

反
覆

省
筆

ｕ
ａ
、
或
は
煩
は
し
き
を
い
と
ひ
て
省
け
る
な
ど
の
類
を
す

べ
て
省
筆
と
い
ふ
。

「省
筆
」
は
曲
亭
馬
琴
の

「稗
史
七
則
」
や
、
毛
声
山
の

「読
三
国
志

法
」
に
見
ら
れ
る
批
評
用
語
の

一
つ
で
あ
れ
“

傍
線
を
付
し
た
省
筆
の

例
を
挙
げ
る
と
、

「若
紫
」
で
、
源
氏
が
紫
上
の
姿
を
垣
間
見
て
紫
上

の
祖
母
、
尼
君
と
紫
上
の
話
を
漏
れ
聞
く
場
面
が
あ
る
。
広
道
は
次
の

よ
う
に
こ
の
節
に

「評
」
を
加
え
た
。

尼
君
の
物
語
の
中
に
、
紫
上
の
父
母
の
ゆ
ゑ
よ
し
を
顕
し
出
せ

る
倒
劃
刃
ョ
『

い
と
め
づ
ら
し
く
め
で
た
Ｌ

つ
ま
り
、
地
の
文
で
は
な
く
尼
君
の
話
に
組
み
入
れ
る

「省
筆
」
と
い

う
叙
述
技
術
を
利
用
し
、
若
紫
の
状
況

（母
が
亡
く
な
り
、
父
に
放
棄
さ

事
の
急
に
う
ら
が

へ
り
て
、
前
の
勢
に
い
た
く
た
が
ふ
を

云
。
さ

力
る
は
わ
ざ
と
し
か
鷺
独
し
て
見
ん
人
に
お
も
ひ
の
外

の
事
と
驚
せ
ん
た
め
也
。
た
と

へ
ば
し
づ
か
に
す
み
わ
た
り

け
る
月
影
の
、
俄
に
か
き
く
も
り
て
、
神
い
み
じ
く
鳴
は
た

め
き
た
る
夕
立
の
雨
の
、
た
ち
ま
ち
に
降
来
た
ら
ん
が
ご
と

‐し
。

＊

　

　

　

＊

　

　

　

＊

事
の
長
か
る
べ
き
を
い
た
く
約
め
て
、
前
後
の
さ
ま
に
よ
り

て
、
か

ヽ
る
事
と
見
ん
人
に
さ
と
ら
し
む
る
類
。
ま
た
他
に

れ
た
）
を
効
果
的
に
伝
え
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

＊

　

　

　

＊

　

　

　

＊

余
波

録れ美梓骸養ａ賓難』雌ユぼ獄議年へり̈
』延へ臓【類ヒ消

を
い
ふ
。
余
波
は
い
は
ゆ
る
な
ご
り
に
て
、
大
波
の
引
去
り

た
る
跡
に
、
猶
さ
ゞ
ら
波
し
づ
ま
ら
ず
。
遠
浅
に
潮
の
遺
り

て
ゃ
う
ノ
ヽ
に
引
さ
る
さ
ま
に
警
へ
て
い
へ
り
。

種
子

こ
れ
か
れ
の
物
語
の
間

つ
き
な
き
時
に
、
物

一
ツ
と
り
出

て
、
物
語
の
種
子
と
す
る
事
也
。
若
紫
の
雀
子
、
女
三
宮
の

か
ら
猫
の
類
ひ
な
り
。

＊

　

　

　

＊

　

　

　

＊

報
応

こ
れ
は
い
は
ゆ
る
も
の
ヽ
報
の
応
ず
る
を
い
ふ
。
其
事
の
報

に
彼
事
を
あ
ら
は
し
て
、も
の
ヽ
道
理
を
均
く
す
る
こ
と
也
。

諷
諭

今
の
現
に
あ
る
事
に
諷

へ
て
、　
一
ツ
の
事
を
あ
ら
は
し
出

つ
ゝ
、
も
の

ゝ
こ
と
わ
り
を
諭
す
を
い
ふ
。
こ
の
二
は
、

作
者
の
心
の
中
に
あ
る
事
な
る
を
、
推
量
り
て
云
也
。

「報
応
」

「諷
諭
」
は
、

「評
釈
』
以
前
の

「源
氏
』
注
釈
書
か
ら
の

用
語
で
あ
る
。
安
藤
為
章
の

『紫
家
七
論
』
は
、
特
に

「
総
論
」
の

「
一
部
ノ
大
事
と
い
ふ
事
」
と
言
う
章
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
論
議
に
影



響
を
与
え
た
。
こ
の
二
つ
の
用
語
に
関
し
て
い
え
ば
、
定
義
は
わ
か
り

や
す
い
も
の
の
本
文
へ
の
適
用
は
、
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
い
。

＊

　

　

　

＊

　

　

　

＊

文
脈
　
語
脈

文
脈
と
は
つ
ら
ね
も
て
ゆ
く
文
章
の
す
ぢ
を
い
ひ
、
語
脈
は

語
の
か

ゝ
り
ゆ
く
す
ぢ
を
い
ふ
。
此
す
ぢ
の
続
き
て
、
事
の

意
を
建
ぎ
通
す
こ
と
ヽ
人
，／
に
鷹
ゲ
リ
て
。
特
暢
を
貫
き
通

れ
る
が
ご
と
し
。
又
伏
線
の
条
理
を
、
泳
と
い
ひ
た
る
所
も

あ
れ
ど
、
こ
は
別
事
也
。

「文
脈
」

「語
脈
」
の
適
用
の
傾
向
を
区
別
す
る
た
め
に
索
引
で
は
別

個
な
項
目
と
し
て
載
せ
る
。
こ
の
用
語
は
、
お
お
む
ね
言
葉
や
文
章
な

ど
の
論
理
的
関
係
を
説
明
す
る
箇
所
に
適
用
さ
れ
る
。

＊

　

　

　

＊

　

　

　

＊

こ
れ
以
下
は

「評
釈
』
以
前
の

「源
氏
』
注
釈
書
か
ら
の
用
語
で
あ

る
。
し
か
し
、
広
道
の
適
用
は
か
な
ら
ず
し
も
以
前
の
注
釈
書
の
引
き

写
し
に
な
ら
ず
、
改
善
し
た
部
分
も
あ
る
。
索
引
で
は
広
道
が

『評

釈
」
以
前
の
注
釈
を
引
用
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
注
釈
書
の
題
名
を
略

語
で
載
せ
る

（凡
例
を
参
昭
じ
。

＊

　

　

　

＊

　

　

　

＊

首
尾

事
の
始
と
終
と
也
。
こ
れ
は
首
尾
あ
ひ
か
な
ひ
て
結
ぶ
所
を

い
ふ
こ
と
な
れ
ば
、
正
し
く
は
首
尾
相
応
な
ど
い
は
で
は
か

な
は
ぬ
こ
と
な
れ
ど
、
暫
く
い
ひ
な
ら
へ
る
に
随
ひ
て
。
首

尾
と
の
み
い
ふ
。
こ
れ
よ
り
下
は
、
旧
注
ど
も
に
い
は
れ
た

る
名
目
の
ま

ゝ
な
り
。

類
例

其
事
英
語
の
比
例
に
。
他
じ
書
の
語
。
ま
た
歌
な
ど
を
引
出

た
る
を
。
類
例
と
い
ひ
な
ら
へ
り
。
こ
れ
は
注
法
の
目
也
。

＊

　

　

　

＊

　

　

　

＊

用
意

こ
れ
は
作
者
の
意
を
用
ゐ
て
、
事
に
お
り
た
ち
て
さ
ま
よ
く

と
り
な
し
あ

つ
か
ふ
事
を
、
い
ひ
な
ら
ひ
た
り
。
た
と

ヘ

ば
、
空
蝉
君
の
さ
ま
よ
く
も
て
つ
け
た
る
あ
り
さ
ま
を
、
用

意
あ
り
な
ど
い
へ
る
用
意
の
ご
と
し
。

厳
密
な
意
味
で
は

「用
意
」
は
作
者
の
思
慮
深
い
文
章
で
あ
る
。
つ
ま

り
、
作
者
の
用
意
が
深
い
場
面
の
叙
述
は
思
慮
深
く
整
え
ら
れ
て
い
る

か
ら
、
細
部
の
配
置
や
登
場
人
物
の
動
き
は
全
て
本
当
ら
し
く
表
さ
れ

る
。

「空
蝉
」
で
は
、
空
蝉
が
暗
い
部
屋
の
中
、
匂
い
で
源
氏
の
存
在

に
気
付
き
、
軒
端
の
荻
を
起
こ
さ
ず
源
氏
が
近
づ
く
前
に
部
屋
か
ら
逃

げ
出
し
、
自
分
の
変
わ
り
に
軒
端
の
荻
を
源
氏
の
相
手
と
し
て
残
し
た

場
面
が
あ
る
。
空
蝉
が
巧
み
に
源
氏
の
誘
惑
か
ら
逃
れ
る
こ
と
は
彼
女

の
思
慮
深
さ
の
証
拠
に
な
る
。
逆
に
軒
端
の
荻
が
源
氏
の
誘
惑
に
負
け

た
こ
と
は
彼
女
の
思
慮
が
浅
い
証
拠
に
な
る
。
最
終
的
に
は
、
物
語
の

登
場
人
物
の
動
き
を
操
作
す
る
の
が
作
者
で
あ
る
か
ら
、
登
場
人
物
の

「用
意
」
を

「作
者
の
用
意
」
と
し
て
解
釈
で
き
る
場
合
も
多
い
。
し
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か
し
、
広
道
の
頭
注
で
は
登
場
人
物
の

「用
意
」
か
作
者
の

「用
意
」

か
を
指
示
し
て
い
る
の
を
判
断
す
る
こ
と
は
複
雑
な
問
題
な
の
で
、
索

引
で
は
広
道
が
は
っ
き
り

「作
者
の
用
意
」
と
記
し
て
い
る
項
目
に

「作
者
」
と
言
う
注
を
付
け
加
え
る
こ
と
に
し
た
。

＊

　

　

　

＊

　

　

　

＊

草
子
地物

語
の
中
な
る
人
の
心
詞
な
ら
で
、
他
よ
り
評
じ
た
る
ご
と

き
所
を
草
子
地
と
い
へ
り
。
こ
れ
は
物
語
か
た
る
人
の
語
に

と
り
な
し
た
る
作
者
の
語
也
。
そ
の
中
に
草
子
地
な
が
ら
。

し
ば
ら
く
其
物
語
の
中
の
人
の
心
に
な
り
て
い
ふ
所
あ
り
。

ま
た
物
語
の
中
な
る
人
の
詞
な
が
ら
。
実
は
草
子
地
よ
り
い

ふ
所
あ
り
。
思
ひ
わ
か
つ
べ
し
。

余
光
　
余
情

余
光
は
に
ほ
ひ
と
訓
む
意
に
て
、
文
外
に
打
に
ほ
ひ
て
、
い

ひ
し
ら
ぬ
味
ひ
あ
る
を
賞
て
い
ふ
語
。
余
情
は
其
事
寛
た
る

に
、
猶
か
ぎ
り
な
き
あ
は
れ
の
含
ま
り
て
聞
ゆ
る
を
い
ふ
。

こ
の
ふ
た
つ
は
共
に
形
な
き
事
な
れ
ど
、
言
外
に
に
は
ひ
余

り
た
る
い
み
じ
さ
を
評
せ
ん
た
め
に
、
と
り
出
た
る
の
み

也
。

此
外
に
も
な
ほ
あ
め
れ
ど
。
今
は
其
大
む
ね
を
の
み
挙
つ
、
他
は

准
へ
て
も
さ
と
る
べ
し
。

＊

　

　

　

＊

　

　

　

＊

本
来
な
ら
全
て
の
項
目
に
互
り
説
明
を
加
え
る
べ
き
あ
る
が
、
今
回
は

考
察
の
及
ん
で
い
る
所
々
の
み
に
説
明
を
付
け
加
え
た
。

四
　
お
わ
り
に

以
上
、
広
道
の

「法
則
」
論
で
定
義
さ
れ
て
い
る
批
評
用
語
に
つ
い

て
、
い
さ
さ
か
考
察
を
加
え
て
み
た
。
右
の
稿
者
の
用
例
や
説
明
な
ど

は
非
常
に
少
な
い
が
、
索
引
の
項
目
の
数
だ
け
で
も
広
道
の
本
文
に
対

し
て
の
用
語
の
適
用
の
豊
か
さ
が
わ
か
る
と
思
う
。
し
か
も
そ
の
適
用

は
、
量
の
み
に
と
ど
ま
ら
ず
、

「総
論
」
で
の
定
義
と
比
較
し
て
み
る

と
、
か
な
り
厳
密
な
も
の
で
あ

っ
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。
今
後
の
課

題
と
し
て
は
、

「評
釈
』
の
批
評
論
と
本
文
に
適
用
さ
れ
て
い
る

「文

章
法
則
」
の
用
語
を
さ
ら
に
調
査
す
る
こ
と
、
ま
た

「○
○
の
法
」
な

ど
と
は
明
記
さ
れ
な
い
な
が
ら
、
お
そ
ら
く
法
則
に
つ
い
て
の
言
及
と

考
え
ら
れ
る
注
釈
を
取
り
上
げ
検
討
を
加
え
る
こ
と
な
ど
が
挙
げ
ら
れ

る
。
そ
の
上
で
、
そ
れ
ら
の
用
語
の
優
れ
て
い
る
点
や
欠
点
が
ど
こ
に

あ
る
か
を
明
確
に
し
、
広
道
が
考
案
し
た
批
評
組
織
を
探

っ
て
い
き
た

い
と
思
う
。

注
（１
）
森
川
彰

「
『源
氏
物
語
評
釈
」
の
出
版
―
広
道
書
簡
―
」

（
「混
沌
」

第
五
号
昭
和
五
十
三
年
九
月
）
か
ら
引
用
。
山
崎
勝
昭

「
『源
氏
物
語
評

釈
』
の
一
側
面
」

（
「
日
本
文
学
」
第
四
十

一
巻
第
二
号

一
九
九
二
年
二

月
）
も
参
照
。

（２
）
こ
の
論
文
の
話
題
か
ら
は
な
れ
て
い
る
事
だ
が
、ｏ

，
巳
９
３̈
需
が
】
？
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８
蜃
崎
ヽ
●
ミ
ミ
で
プ
ル
ー
ス
ト
の
ヽ
き
ヽ
Ｓ
８
９き
ヽ
〓
ｇ
Ｓ
●
ヽ
と
ヽ
（失
わ
れ

た
時
を
求
め
て
）
に
適
用
し
た
論
、
又
は
〓
・〓
・
”
算
〓
●
が
ぼ

ヽ
８
ミ
ヨ
詳

し
ご
§
ｏヽ
窯
さ
Ⅳ
辻
ｏ３ミ
■
■
覆
口
螢
３
●りさ
も
）で
ド
ス
ト
ェ
フ
ス
キ
ー
の
著

作
に
適
用
し
た
論
な
ど
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
叙
述
構
造
論
は
、
広
道
の

「評

釈
」

「文
章
法
則
」
論
と
共
通
点
が
幾
つ
か
あ
る
。
し
か
し
、
Ｏ
ｏ
●
８
８
と

”
”
岩
〓
〓
の
著
作
で
は
、
主
に
そ
の
叙
述
構
造
論
に
適
切
な
例
を
名
作
か
ら

引
用
し
、
選
ん
だ
実
例
に
よ
つ
て
自
分
で
考
察
し
た
論
議
を
説
明
す
る
こ
と

に
な
っ
て
い
る
。
そ
の
実
例
は
論
議
に
ぴ
っ
た
り
合
う
の
が
当
然
な
こ
と
だ

か
ら
、
読
者
の
了
解
を
得
や
す
い
方
法
と
し
て
文
学
批
評
論
に
よ
く
見
ら
れ

る
も
の
で
あ
る
。
宣
長
も

「玉
の
小
櫛
』
な
ど
に
こ
の
方
法
を
よ
く
使

っ
て

い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
に
対
し
、
叙
述
構
造
論
の
よ
う
な
組
織
を
考
え

出
し
て
、　
一
冊
の
長
編
名
作
に
全
面
的
に
適
用
す
る
書
物
は
、
広
道
の

「評

釈
』
し
か
現
在
の
と
こ
ろ
見
出
し
て
い
な
い
。

（３
）

「〒
木
」
、

「評
釈
』
二

一
七
頁

（室
末
岩
男
編
、

「国
文
注
釈
全
書
』

第
十

一
巻
）
、
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集

『源
氏
物
語
」
第

一
巻
　
一
〇
七

頁
参
照
。

「評
釈
」
の
引
用
に
際
し
て
は
句
読
点
を
私
に
施
し
旧
字
体
は
お

お
む
ね
通
行
の
字
体
に
改
め
た
。
ま
た

「評
釈
』
の
傍
線
や

（　
）
を
付
け

た
所
も
私
に
付
し
た
も
の
で
あ
る
。

（４
）

「帝
木
」
、

「評
釈
』
二

一
八
頁
。

（
５
）

「
総
論
」
下
、

「評
釈
』
五

一
頁
。

「
い
さ
さ
か
な
る
事
の
末
々
ま

で
、
あ
や
し
き
ま
で
た
ら
ひ
た
る
法
則
あ
り
」
。

（６
）

「古
典
文
学
レ
ト
リ
ッ
ク
事
典
」
の

「主
客
」
項
目

（三
三
頁
）
参
照

（
「
国
文
学
―
解
釈
と
教
材
の
研
究
」

一
九
九
二
年
十
二
月
臨
時
増
刊

号
）
。

（７
）

「帯
木
」
、

「評
釈
』

一
三
九
頁
。

（８
）

「古
典
文
学
レ
ト
リ
ッ
ク
事
典
」
の
「照
応
」
項
目

（三
五
頁
）
参
照
。

（９
）
曲
亭
馬
琴

『南
総
里
見
八
大
伝
』
の

「九
輯
中
快
附
言
」
（岩
波
文
庫

第
六
巻
　
七
頁
参
照
）
。

（１０
）

「花
の
宴
」
、

「評
釈
」
五
五
五
頁
。

（Ｈ
）

「夕
顔
」
、

「評
釈
』
二
六
二
頁
参
照
。

（‐２
）

「南
総
里
見
八
大
伝
』
の

「九
輯
中
峡
附
言
」

（
岩
波
文
庫

第
六
巻

七
頁
参
照
）
。

「古
典
文
学
レ
ト
リ
ッ
ク
事
典
」
の

「伏
線
」
項
目

（六
二

―
六
三
頁
）
と

「観
染
」
項
目

（三
九
頁
）
も
参
照
。

（‐３
）

「桐
壺
」
、

「評
釈
』

一
〇
八
頁
。

（Ｈ
）

「夕
顔
」
、

「評
釈
』
二
七
三
頁
。

（‐５
）

「桐
壺
」
、

「評
釈
』
七
七
頁
。

（‐６
）

「桐
壼
」
、

「評
釈
」
七
八
頁
。

（‐７
）

「古
典
文
学
レ
ト
リ
ッ
ク
事
典
」
の

「省
筆
」
項
目

（三
六
頁
）
参
照
。

（‐８
）

「若
紫
」
、

「評
釈
』
三
四
九
頁
。

（Ｆ
Ｅ
昇

ｏ
ａ
８
営
・

く
と
ｏ
ｃ
●
〓
謗
いく
い

Ｐ

∽
”
＞
ａ
目

ｒ
〓

増

”
零

∽
営

０
口

０

”
”日

Ｏ
ｒ

聟

し

お

営

０
〓

，
こ
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くSR)33.10.b

`b66.5.b<SR)66.9.b

d680.13.h.作者

0904.s
03.12.s
くIC>120.20.h

くHG>121.15.b.新

くHG>127.12.b.h

<HG>155.21.h

くHG>201.20.h

くU>228.1.h

くU卜228.4.h

切 >228.16.h

くU>232.22.h

くじつ32.24.細

くU>233.12.h

<Uゝ235.19.s

<U>235.23.s

くU>25.5.s

d>269.10.s

<b296.21.h.作者

く♂Yl,304.11.s

a卜327.6.h.作者

釧 >338.23.s

ab345.8.細

db351.2.細

-352.11.s
aV>367.15.s.作者

ф 382.7.s

ф 385.17.豫 田

cW1402.14.s  ・

くS>415.8.b.h.作 者

くS>415.12.b.h

くS>415.19.b.h

くS>441.21.s

Sp454.22.s.作 者

`泌
60.23.s

くS>461.4.s

くS>461.10.h

くM>485.2.s

くMD487.21.s

くMb494.10.s

dE>536.3.b.h

<IID540.20.s

くHE>542.7.s

<HI>554.H.s.作者

くIIb555.22.s.作 者

くH臣卜557.22.h

く田>559.7.s.作 者

<IIE2559.21.s

dS>716.12.拾

草子地

くSR>50.10.b

くSb66.11.b

<SR>66.13.b

くSR>66.15.b

くSb66.17.b

くSb72.1.b

097.5.b
099.2.b
くIC>115.1.b

くHG>220.20。 s

くHG>223.23.s

くい 233.16.h

くU卜235.1.s

くじ 235,13.s

<U>243.1.b

α >257.6.b

Oみ264.24.玉

くY>265.8.s

く毬つ68.21.玉

ф 329.9.b

くNV>393.5.b

くS>425.9.b

くS>433.10.b

<S>435.10.s

Sp443.12.b

<S>475.11.b

くM泌85.22.細

くMb495.21.眠

くM1496.2.b

くM>497.2.b

くい 501.11.b

くM>504.9.b

くい 505.1.b

<い 511.8.b

くル♭512.23.s

くM>513.21.s

くM1518.20.s

くい 529.9.b

<M巧 30.3.湖

くル♭531.18.s

くい 531.12.b

くヽ じ532.10.b

4E>5″ .20.細

<H】>543.5.細

<H腱卜547.9.b

<H田 5ゝ51.9.b

くIIE7552.2.s

<YS>696.14.b。 余

α S>696.16.b.s

<YS>7".17.玉 補

くYS>732.14.s

●6>764.8.b.湖 師

余光

くSR>13.17.b

くSb66.19.b

くSR>66.20。 b

くY>268.7.s

d>282.7.h

<Y>330.21.s

余情

<Sb56.20.b

くSb57.1.b

くSb66.19.b

くSR>67.1

く088.14.h

くK>95.19.h

くHG>214.16.s

くい 242.22.h

くY>309.5.h

くb330.23.s

d>332.9.h

くW>345.7.細

ф 394.1.h

くHE>536.18.b.h

くHE>537.2.h

くYS>718.2.細
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報応

<SR>29.14.b

くSR)33.6.b

くSb52.19.b

<Sb53.1

くSR>53.8

くSRp55.12

くSR>65.18.b

くHE>535.8.h

諷諭

くSb25.7.為

<Sb25.11.b.為

<Sb25.14.b

<Sb25.15.b.玉

くSR>26.2

<Sb26.9

くSb26.1.b

<Sb29.13.b

くSb29.18.b

くSR>30.3.b

<SR)30.6.b

<SR>30.11.b

<SR>30.15.b

くSR)30.18.b

<SR)31.11.b

<SR>31.17.b

くSR>34.7.b

くSR)38.2

<SR>66.2

<Y>332.10.h

文脈

くSb66.7

<SR>66.8

<SR●72.4

<SR172.6

<HG>192.12.s

くMP478,7.b.h

くM>512.8.s

<YS>743.12.b.s

語詠/語脈

<Sb66.7

くSb66.9

くSR>71.15

くSb71.17

<SR>71.18

<SR>71.20

くSR>71.7.b

096.13.s

0111.13.s

くHG>131.16.s

くHG>131.21.s

くHG>136.20.s

くHG>144.21.s

くHG>148.20.s

くHG>155.4.s

くHG>172.22.s

<HG>177.6.s

くHG>184.6.s

<HG>187.13.s

くY>297.3.s

<Y>3CXl.11.s

くY>304.16.s

<Y>306.4.s

くY>316.7.s

<b327.19.s

ф 374.8.s

でWゝ4(Ю .3.s

<S>429.21.s

くS>448.6.s

<S>451.10.s

<S>469.8.s

く■4泌91.23.s

くヽた>528.24.s

くIIE>542.8.s

くHE>548.15.s

<Hb549.11.s

くIIE2554.2.s

くYS>668.16.s

dS>668.20.b.s

dS>714.18.b.s

dS>743.2.b.s

dS>749.8.s

dS>761.9.s

首尾

くSR>53.18.b

くSb60.1.b

くSb66.14

くSb66.15

くSR>66.16

<SR>66.18

078.4.h
092.5.s

<K>104.4.h

0119.18.s

<HG>160.13.湖

<HG>182.18.s

くHG>203.9.h

くい 228.9.b.h

くU>236.12.s

くU>240.14.s

くU>246.15.h

d>249.14.b.h

d>280.2.s

d>283.13.h

<Y>285.6.s

d>286.12.h

<b287.20.s
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d>289.4.s

d>327.4.h

α >330.2.h

くY>331.15.h

翻 >340.11.s

くやV>350.3.h

a>363.8.s

d>364.8.湖 師

dM404.13.湖 師

翻 泌 04.17.s

d醗湾06.H.湖

d崚繁 10.24.湖

<S>428.11.h

くS>434.19.湖 師

<S>461.12.h

Oか 5∞ .23.s

<M>528.15.湖

<HE>540.21.h

類例

くSIこ>63.8

くSR>66。 1.b

<SR>66.3.b

ф 360.4.s

<GS>6(D.18.b.s

くGS>612.3.s

α S>687.10.b。 余

くYS>691.2.s

dS>692.19.s

くYS>692.18.b.s

dS>708.2.b.s

用意

くSR>18.1

くSR>19.5

くSR>19.7

くSIこ>29。9.b



纂 334.11.h

-335.16.h
く

'V>349.1.h
-368.18.h
0380.4.h
ф 382.7.s

<S>419.14.h

ぐ 泌 19.19.h

`>452.7.s
碑 77.20.b.h

碑 78.13.h

く旧 78.2.b.h

くヽ 江>530.23.s

くも 532.11.s

くい 533.16.h

くIコ巳>535.17.h

くI口B>536.2.h

くHE>536.5.h

くIID557.24.h

伏線

<SR>52.2.b

くSR>52.8.b

くSb64.12.b

くSb64.14.b

くSR>66.11

`b71.1
-119.11.h
くHG>193.16.h

くHG>199.16.h

くうと>247.15.h

d>251.8.s

d>273.13.h

ф 334.16.h

ф 344.6.s

幕 368.20.h

くS>429.1.h

くS>448.15.h

くヽこ>478.8.b.h

くR魔>479.13

<IIE2536.16.h

結構

くSR251.20.b

くSR>53.6.b

くSR>54.16.b

くSR>64.19.b

Sb64.20.b

078.1.h
くIC>80.13.h

0120.18.h

くYゝ273.22.h

d>279.11.s

ф 285.4.s

くやV>335.12.h

くNV>350.24.s

くNV>367.16.s

くS>476.4.s

くM1478.5.h

くM2479.15.h

<YS>664.H.玉

<YS>664.7.b.s

dS>675.17.s

抑揚

くSb65.1

くKゝ78.18.h

0112.16.s

くU>233.13.h

くうこ>256.22.h

J>334.11.b.h

くやV>338.10

くS〕
"415.18.h

くS〕
"416.6.b.h

くS>448.16.h

くS>455.10.h

くI]巳>535.8.h

くIIb536.4.b.h

dS>663.18.s

緩急

<SIt>65.7

くGS>565.11.s

くGS>565.11.s

反覆

くSb58.3.b

くSb65.14

くSb65。 16

くHG>131.21.s

くS>415。 10.h

くS>416.6.b.h

<S>448.8.s

C涎 64.Z.s

S1470.19.s

く■屁>492.11.s

0518.21.s

省筆

くSb54.9

<Sb57.4

くSb57.4

くSR>57.10

<Sb57.16.b

くSb57.16.b

Sb65.1.b

<Sb5.6.b

ф 270.16.h

くb290.5.h

ф 331.11.h

ф 338.15。s
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くW>345.5.s

ф 349.17.h

Cメ 33.14.h

くい 518.13.h

<Hb549.16.s

くYS>717.12

余波

くSR>57.18

<SR)65.7.b

くSR>65。 10.b

<HG>193.14.h

<じ 228.2.b.h

くY>3CXl.20.h

くわ 334.18.b.h

く

'V>368.6。

s

ф 368.19.h

<S>417.10.h

S湾 29.1.h

くヽこ>479.15。 b.h

くMづ25.24.新

くM2526.1.s

種子

くSR>52.8

くSb65.14.b

くSb65.16.b

092.24.h

くHG>127.2

<HG>139.Z.s

くHG>174.18.s

<HG>182.19.s

ф 334.1.b.h

くやV>346.17.s

<い 528.22.s

くH腱♭555.17.s



主客

<SR)30.4.主

<SR沼0.17.主

くSR)47.1

くSRD47.4.主

SR湾 7.8.主

<Sb47.13.客

くSR湾7.3.b.主

くSRD47.3.b.客

くSR)47.4.b.客

くSIこ>47.7.b.」L

<SR)47.8.b.客

くSR>51.12.b.主

<Sb52.9

くSt巧2.10.主

くSR巧4.3.b.主

くSR巧6.3.b.主

くSb3.15.b

くSR>63.19.b

くIC>78.17.h

くIC>101.14.h

くIC,115.11.h

くIC>116.3.h.」L

`0119,4.s.主dIG>139.10.h.主

くb257.11.h

<S>462.9.s

くS>476.7.s.主

くM1493.24.s.主

<Ⅳ♭530.7.h

くい 533.15.h.主

くI]B>535.16.s.主

くYS>717.11.主

正副

<Su7.1
<SR)47.4.b

くSR>52.3

くSb52.6

くSb64.1

くIC>119.5.s

dG>182.7.s

くS>416.9.h

く口 78.4.b.h

く口 80.8.h

くヽ江>530.7.h

正対

くSb51.14.b

<Sb64.5

`b“
.7

反対

くSb52.9

くSR)52.12

<Sb64.8

<Sb64.10

<Sb64.14

078.17.h
くIC>89.3.h

<HG>126.10.h

くHG>127.18.b.h

KIIG>140.24.s

くHG>142.12.s

くHG>193.15.h

dG>193.16.h

<HG>201.20.h

O>227.6.s

く0228.17.h

くじ 232.22.h

ф 333.1.b.s

くNV>334.2.h

くV曖>413.7.s

`泌
14.15。bos

`泌
15.3.h

くS>417.15.h

くS1449.5。h

<S>452.15.h

く鵬 539.5.s

照対

くSR>50.9.b

くSR》50.11.b

くSR>52.20.b

<Sb53.3

<SR>53.10

くSR>53.14

くSR>64.15

くSb64.16

d>249。 1.h

C涎 16.20.h

cM1479.12.h

く臓 79.15.b.h

-555.12.h

照応

<SR)33.14.b

<SR>50.14

くSR>50.7.b

くSb52.4

<Sb64.15

くSb64.19

0100.11.b.s

くY>262.17.h

<Y>290.2.s

ф 333.13.b.h

くNV>333.13.b.h

くやV>347.12.s

くNV>350.21.h

-388.7.s
<Wn401.21.s
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<S1444.6.h

碑 78.6.h

<Mb487.3.s

く口 94.22.s

くIIEp552.10.h

くIIE2559.4.h

相 照

088.15。 h

くU'232.10.h

d>250.8.h

<Sメ50.15.s

く■4>477.16.bos

くMb478.4.h

く■4>530.7.h

くIIb544.13.s

くI]]>558.23.s

間隔

くSR>64.4.b

く口 92.12.h

くM2496.11.s

伏 案

くSR>30.2

くSR>33.13

くSR>50.14

くSR>50.5.b

くSR>53.5.b

<SR>64.12.b

<SR>64.13.b

0108.10.h

くHG>128.3.h

<HG>218.14.h

くY>Z7.13.h

d>326.22.h

d>327.19.h



「源氏物語評釈』法則索引

索引の几例

一、索引の項目は次のように組み立てる。く巻移 頁.行。(b)。 (htts).(注)。

31-…くJC>101.14.h

二、巻題には次の省略を使う。

Sb    「総論」 (序文)

`ひ
    「桐壼」

くHG>   「帝木」

く>     「空蝉」

0い     「夕顔」

db    「若紫」

`>    
「末摘花」

4か     「紅葉賀」

0     「花宴」

くCS>    「源氏物語語釈」 (補遺部分)

arS>    「余釈」 (補遺部分)

三、「頁」と「行」は『源氏物語評釈』 (室末岩男編、「国文注釈全書』第十一

巻)に相当する頁番号と行数である。

四、「b」 は上段と下段のある場合に、下段を示す記号である。

五、「h」 は広道の「評」と記されている注釈、「s」 は「釈」と記されている注

釈を示す。

六、「注」はその項目に関する特徴、又は以前の注釈書の引

用を示す。注釈書の題名は次の通りに略した。

細  細流抄

湖  湖月抄

湖師 湖月抄師説

眠  眠江入楚

拾  源注拾遺

為  紫家七論

新  源氏新釈

玉  玉の小櫛

玉補 玉の小櫛補遺

余  源注余滴

この索引を作るために用語の適用箇所を網羅的に探し記したが、見落とした例文

や記録を間違えた所があるかもしれない。大方の御教示、御叱正を賜りたい。
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