
二
七

は
じ
め
に

　

明
治
期
以
来
、
多
く
の
教
科
書
に
採
録
さ
れ
て
き
た『
源
氏
物
語
』の
中
で
、

現
在
の
高
等
学
校
の
教
材
と
し
て
最
も
多
く
取
り
上
げ
ら
れ
る
の
が
、「
若
紫
」

（
若
紫
の
巻
）
の
北
山
で
の
垣
間
見
を
中
心
と
す
る
場
面
と
言
え
る
。
平
成

一
二
年
度
高
等
学
校
国
語
教
科
書
一
七
七
の
内
、
四
四
ま
で
が
当
該
箇
所
を
教

材
と
し
て
い
る
こ
と
も
既
に
調
査
済
み注

１

で
、「
国
語
」
以
外
の
「
古
典
」
教
科

書
を
含
め
現
在
の
高
校
生
の
お
お
よ
そ
に
何
ら
か
の
か
た
ち
で
教
材
と
し
て
親

し
ま
れ
る
当
該
箇
所
は
、
し
ば
し
ば
古
典
教
材
を
め
ぐ
る
研
究
の
対
象
と
も

な
っ
て
い
る注

２

。
た
だ
し
「
若
紫
」
垣
間
見
は
、
明
治
期
以
降
一
貫
し
て
最
多
登

場
の
教
材
だ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
改
め
て
そ
の
教
材
化
の
変
遷
の
様
相
に
目

を
向
け
、
教
材
化
の
文
化
、
歴
史
的
背
景
を
考
え
、
ま
た
逆
に
学
習
者
の
置
か

れ
た
文
化
的
な
状
況
と
学
習
者
の
教
材
受
容
の
問
題
を
も
併
せ
、
教
科
書
と
い

う
媒
体
を
通
し
て
『
源
氏
物
語
』
を
読
む
こ
と
の
在
り
よ
う
、
そ
し
て
そ
の
課

題
等
を
顧
み
る
こ
と
と
し
た
い
。

一　

北
山
の
垣
間
見
を
め
ぐ
る
教
材
化
│
大
正
期
の
転
換
へ
│

　

明
治
以
来
の
『
源
氏
物
語
』
の
教
材
化
に
つ
い
て
旧
制
中
学
校
、
高
等
女
学

校
、
そ
し
て
新
制
高
等
学
校
に
亘
る
中
等
教
育
の
膨
大
な
教
科
書
の
調
査
、
検

証
の
労
作
と
し
て
、
一
色
恵
理『『
源
氏
物
語
』教
材
化
の
調
査
研
究注
３

』が
あ
る
。

そ
の
成
果
か
ら
は
、「
須
磨
」
を
中
心
と
し
つ
つ
「
若
紫
」「
紅
葉
賀
」「
花
宴
」

等
多
様
な
巻
か
ら
教
材
を
採
択
す
る
明
治
期
以
来
、
様
々
な
変
遷
を
経
て
今
日

に
至
る
ま
で
、『
源
氏
物
語
』
が
中
等
教
育
教
材
に
か
な
り
大
き
な
位
置
を
占

め
続
け
て
き
た
様
を
明
確
に
実
感
し
得
る
。
氏
の
労
作
に
導
か
れ
つ
つ
、
本
稿

が
中
で
と
り
わ
け
北
山
の
垣
間
見
の
教
材
に
注
目
す
る
の
は
、
も
と
よ
り
今
日

の
教
科
書
に
最
も
数
多
く
登
場
す
る
教
材
で
あ
る
こ
と
と
同
時
に
、
少
女
紫
の

教
科
書
の
『
源
氏
物
語
』「
若
紫
」
垣
間
見
小
考

―
教
材
化
の
史
的
変
遷
、
そ
し
て
史
的
文
化
状
況
の
中
の
受
容

原　

岡　

文　

子



二
八

上
が
そ
の
人
に
酷
似
す
る
と
い
う
藤
壺
へ
の
思
慕
の
張
り
付
く
箇
所
故
に
、
折

に
触
れ
て
問
題
化
す
る
こ
と
と
な
る
父
帝
の
妃
と
の
密
事
と
い
う『
源
氏
物
語
』

を
貫
く
モ
チ
ー
フ
を
負
う
部
分
で
あ
る
こ
と
に
因
っ
て
い
る
。

　

例
え
ば
一
九
三
八
（
昭
和
一
三
）
年
、
国
定
教
科
書
『
小
学
国
語
読
本
』
に

現
代
語
訳
が
登
場
し
た
北
山
の
垣
間
見
は
、
現
代
語
訳
は
も
と
よ
り
挿
絵
か
ら

も
周
到
に
「
光
源
氏
の
存
在
を
消
す注
４

」
と
い
う
「
教
育
的
配
慮
」
の
施
さ
れ
た

も
の
だ
っ
た
が
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
国
学
・
国
文
学
研
究
者
橘
純
一
氏
は
、
こ

れ
に
対
し
て
削
除
を
要
求
し
た
。
原
作
の
「
退
廃
し
た
感
情
」
へ
の
忌
避
に
因

る
と
い
う
。
或
い
は
そ
の
要
求
は
、
実
は
北
山
の
垣
間
見
が
む
し
ろ
突
出
す
る

趣
で
藤
壺
憧
憬
、
密
事
の
モ
チ
ー
フ
を
負
う
こ
と
を
、
無
意
識
の
内
に
も
探
り

当
て
た
彼
の
感
覚
と
無
縁
で
は
あ
る
ま
い
。
小
学
校
教
材
と
し
て
の
当
該
場
面

を
め
ぐ
る
一
件
は
、
北
山
の
垣
間
見
の
負
う
両
義
的
な
危
う
さ
を
は
し
な
く
も

浮
か
び
上
が
ら
せ
る
。
女
子
教
育
の
範
と
も
な
る
べ
き「
無
邪
気
な
少
女
の
姿
」

を
刻
む
、
世
界
に
誇
る
日
本
の
古
典
文
学
の
代
表
と
し
て
教
材
化
に
い
か
に
も

ふ
さ
わ
し
い
、
と
見
え
つ
つ
、
そ
の
少
女
に
な
ぜ
光
源
氏
は
惹
か
れ
た
の
か
と

問
え
ば
、
義
母
藤
壺
そ
の
人
の
面
影
が
否
応
な
く
浮
上
す
る
。
こ
う
し
た
あ
る

種
の
危
う
さ
に
ど
う
向
き
合
い
な
が
ら
、
中
等
教
育
に
お
け
る
当
該
場
面
の
教

材
化
が
な
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
か
。
そ
の
問
い
か
け
を
頭
の
隅
に
置
き
な

が
ら
、
ひ
と
ま
ず
教
材
化
の
史
的
変
遷
に
目
を
向
け
て
み
よ
う
。

　

一
色
氏
に
よ
れ
ば
、
明
治
期
の
旧
制
中
学
校
教
科
書
で
は
、
四
八
種
中
七
冊

に
『
源
氏
物
語
』
が
採
録
、「
須
磨
」
が
四
と
や
や
多
く
、「
桐
壺
」「
若
紫
」「
明

石
」「
少
女
」
は
二
、
そ
の
他
第
一
部
を
中
心
に
ほ
ぼ
均
等
に
各
巻
か
ら
採
録

さ
れ
て
お
り
、
そ
の
後
現
在
に
至
る
ま
で
の
教
科
書
採
録
巻
の
選
択
の
大
筋
は

こ
れ
に
連
な
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
。
明
治
か
ら
始
ま
っ
た
「
須
磨
に

は
い
と
ど
心
づ
く
し
の
秋
風
に
、
…
…
」
に
始
ま
る
名
文
鑑
賞
が
教
科
書
で
の

『
源
氏
物
語
』
学
習
の
中
心
だ
っ
た
在
り
方
は
、
や
が
て
昭
和
戦
前
期
に
至
る

と
さ
ら
に
顕
著
と
な
り
、
旧
制
中
学
、
女
学
校
と
も
に
採
録
の
お
お
よ
そ
は

「
須
磨
」
に
引
き
絞
ら
れ
て
い
く
こ
と
と
な
る
。
誇
る
べ
き
「
日
本
の
古
典
」

学
習
と
、
戦
時
に
向
か
う
国
家
の
在
り
よ
う
の
共
存
の
た
め
に
、
名
文
鑑
賞
は

無
難
な
選
択
と
な
っ
た
。

　

さ
て
明
治
期
の
中
等
教
育
教
材
に
採
録
さ
れ
た
「
若
紫
」
北
山
小
柴
垣
の
垣

間
見
を
顧
み
る
と
、
例
え
ば
一
八
九
七
（
明
治
三
〇
）
年
『
新
編
国
文
読
本
』

積
善
館
（
藤
井
乙
男
）
に
は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

…
…
眉
の
あ
た
り
、
打
ち
け
ぶ
り
、
い
は
け
な
く
か
い
遣
り
た
る
額
つ

き
、
髪
ざ
し
い
み
じ
う
美
し
。
ね
び
行
か
む
さ
ま
。
ゆ
か
し
き
人
か
な
と
、

目
留
り
給
ふ
。
中略　

尼
君
髪
を
搔
い
撫
で
つ
ゝ
、
け
づ
る
事
を
も
う
る
さ

が
り
給
へ
ど
、
を
か
し
の
御
髪
や
、
…
…

「
中
略
」（
傍
線
は
筆
者
。
以
下
同
じ
）
と
あ
る
部
分
に
は
、
も
と
よ
り
「
さ

る
は
、
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
、
と
思
ふ
に
も
涙
ぞ
落
つ
る
」（「
若
紫
」
①
二
〇
七



二
九

頁注
５

）
が
入
る
。「
限
り
な
う
心
を
尽
く
し
き
こ
ゆ
る
人
」
は
、
も
と
よ
り
藤
壺

そ
の
人
で
あ
り
こ
の
条
を
は
じ
め
藤
壺
思
慕
を
省
略
す
る
形
で
の
垣
間
見
が
こ

の
時
期
の
原
則
で
あ
っ
た注

６

。
た
だ
し
例
え
ば
一
九
一
一
（
明
治
四
四
）
年
『
女

子
国
語
読
本
』
開
成
館
（
福
井
久
蔵
）
な
ど
「
さ
る
は
、
…
…
」
の
部
分
を
省

略
せ
ず
に
採
録
す
る
も
の
も
見
ら
れ
、
明
治
期
の
『
源
氏
物
語
』
教
材
化
の
お

お
ら
か
さ
が
う
か
が
わ
れ
る
。
考
え
て
み
れ
ば「
中
略
」と
わ
ざ
わ
ざ
記
す『
新

編
国
文
読
本
』
の
形
も
あ
る
種
の
お
お
ら
か
さ
を
伝
え
る
も
の
に
ほ
か
な
る
ま

い
。

　

大
正
期
に
至
っ
て
、
例
え
ば
一
九
二
四（
大
正
一
三
）年『
中
等
国
語
概
説
』

六
盟
館
（
清
水
芳
徳
）「
小
柴
垣
」
に
、「
さ
る
は
、
…
…
」
の
条
が
そ
の
ま
ま

記
さ
れ
て
い
る
の
は
、
当
該
教
科
書
が
副
読
本
で
あ
る
た
め
で
も
あ
ろ
う
か注

７

。

一
方
、
一
九
二
六
（
大
正
一
五
）
年
『
新
女
子
国
文
』
明
治
書
院
（
下
田
次
郎

ほ
か
）「
北
山
」
に
な
る
と
、「
う
し
ろ
の
山
に
立
ち
い
で
て
、
京
の
方
を
見
給

ふ
」
と
い
う
光
源
氏
に
よ
る
北
山
の
景
の
眺
望
描
写
に
終
わ
っ
て
お
り
、
垣
間

見
自
体
が
姿
を
消
す
こ
と
と
な
っ
た
の
は
既
に
指
摘
さ
れ
る
通
り
で
あ
る注

８

。
ま

た
一
九
一
六
（
大
正
五
）
年
一
〇
月
『
校
訂
中
等
国
語
読
本
』
明
治
書
院
（
落

合
直
文
ほ
か
）「
若
む
ら
さ
き
」
は
、「
瘧
病
に
わ
づ
ら
ひ
給
ひ
て
」
の
「
若
紫
」

冒
頭
か
ら
「「
少
納
言
の
乳
母
」
と
ぞ
、
人
い
ふ
め
る
は
、
こ
の
子
の
後
見
な

る
べ
し
」
ま
で
を
約
七
頁
に
わ
た
っ
て
採
録
す
る
も
の
の
、
原
文
で
そ
の
後
に

続
く
「
さ
る
は
、
…
…
」
の
条
が
見
え
な
い
の
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

　

さ
ら
に
こ
の
『
校
訂
中
等
国
語
読
本
』
は
翌
一
九
一
七
（
大
正
六
）
年
一
月

に
再
版
さ
れ
て
お
り
、
再
版
の
教
科
書
か
ら
は
何
と
「
若
む
ら
さ
き
」
が
消
え

て
し
ま
う
。『
土
佐
日
記
』の
終
末
部「
京
入
」と
差
し
替
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

東
書
文
庫
蔵
の
大
正
五
年
版
は
赤
で
「
若
む
ら
さ
き
」
の
部
分
に
「
削
除
」
の

筆
が
入
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。
そ
し
て
大
正
五
年
版
の
わ
ず

か
三
ヶ
月
後
に
、「
若
む
ら
さ
き
」の
姿
を
抹
消
し
た
再
版
が
出
た
こ
と
に
な
る
。

東
書
文
庫
蔵
本
に「
文
部
省
寄
贈
」の
付
箋
が
あ
る
こ
と
を
顧
み
れ
ば
、「
削
除
」

は
ま
ぎ
れ
も
な
い
検
定
の
指
示
で
あ
り
、
そ
れ
に
従
っ
て
極
め
て
迅
速
に
再
版

が
な
さ
れ
た
、
と
推
測
さ
れ
る注

９

。「
し
し
こ
ら
か
し
つ
る
」
の
部
分
に
も
赤
線

が
記
さ
れ
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、「
難
解
な
語
が
含
ま
れ
る
」
し
「
長
す
ぎ
る

の
で
は
」
と
い
っ
た
、
検
定
者
の
思
い
も
想
像
さ
れ
る
。
同
時
に
「
国
民
道
徳

ノ
養
成
」
を
重
視
す
る
「
中
学
校
令
」「
高
等
女
学
校
令
」
が
そ
れ
ぞ
れ
大
正

八
年
、
九
年
に
出
さ
れ
た
こ
と
と
の
関
連10

注

は
見
逃
せ
ま
い
。「
御
即
位
礼
勅
語
」

「
菅
公
」「
鉢
の
木
」
等
い
か
に
も
「
国
民
道
徳
ノ
養
成
」
に
ふ
さ
わ
し
い
教

材
題
目11
注

の
立
ち
並
ぶ
中
で
、「
若
む
ら
さ
き
」
は
場
を
失
っ
た
。
大
正
六
年
再

版
本
は
、「
二
三
若
む
ら
さ
き
」
に
代
え
て
「
二
三
京
入
」
と
題
を
一
一
九
頁

に
表
示
す
る
も
の
の
、
一
一
九
頁
柱
は「
二
三
若
む
ら
さ
き
」と
な
っ
て
お
り
、

さ
ら
に
一
二
三
頁
柱
に
は
「
二
四
京
入
」
と
あ
っ
て
、
こ
う
し
た
細
か
な
表
記

の
混
乱
か
ら
は
、
僅
か
な
期
間
で
の
再
版
作
業
の
慌
た
だ
し
さ
が
生
々
し
く
伝

わ
っ
て
く
る
。
新
学
期
を
前
に
す
る
突
貫
作
業
の
蔭
に
は
、
否
応
な
し
に
往
時



三
〇

の
教
育
目
標
の
梃
子
入
れ
が
透
き
見
え
よ
う
。『
源
氏
物
語
』
の
採
録
自
体
が

と
り
わ
け
大
正
一
〇
年
以
降
の
教
科
書
か
ら
は
は
っ
き
り
と
減
少
し
て
お
り
、

中
で
「
須
磨
」
を
中
心
と
す
る
名
文
鑑
賞
の
み
が
迫
り
出
し
て
く
る
こ
と
も
既

に
調
査
済
み12
注

で
あ
る
。

　

や
が
て
の
昭
和
戦
前
期
、『
源
氏
物
語
』
教
材
化
が
「
須
磨
」
一
色
に
染
め

上
げ
ら
れ
る
状
況
は
、「
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
」
の
語
を
冠
さ
れ
る
大
正
期
に
既
に

発
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
い
。「
国
民
道
徳
」「
国
家
」
を
強
固
な
も
の
と

し
、
戦
う
国
家
へ
と
向
か
う
う
ね
り
の
中
で
、
教
科
書
の
中
の
『
源
氏
物
語
』

も
、
必
ず
し
も
は
っ
き
り
と
は
見
え
な
い
、
小
さ
な
、
け
れ
ど
確
実
な
変
容
を

遂
げ
て
い
く
。
中
で
藤
壺
思
慕
な
ど
は
、
も
と
よ
り
あ
る
種
の
不
敬
、
規
範
を

外
れ
る
も
の
と
し
て
遠
ざ
け
ら
れ
て
い
っ
た
。
こ
う
し
た
中
等
教
育
の
場
で
の

『
源
氏
物
語
』
教
材
化
の
変
容
を
辿
る
時
、
先
に
触
れ
た
「
小
学
国
語
読
本
」

の
「
若
紫
」
現
代
語
訳
教
材
の
「
削
除
要
求
」
は
、
ま
こ
と
に
時
代
の
必
然
で

あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
も
な
ろ
う
。

二　

昭
和
戦
後
、
そ
し
て
現
在
に
至
る
北
山
垣
間
見
教
材
化
を
め
ぐ
っ
て

　

戦
後
昭
和
二
〇
年
代
の
新
制
高
等
学
校
に
お
い
て
は
、
三
一
冊
一
五
種
の
教

科
書
に
『
源
氏
物
語
』
が
採
録
、
中
で
「
若
紫
」
垣
間
見
は
最
多
の
七
種
類

一
五
冊
の
教
科
書
の
採
録
が
調
査
さ
れ
て
い
る13

注

。「
須
磨
」
の
名
文
鑑
賞
と
は

一
変
す
る
採
録
状
況
が
こ
こ
に
は
っ
き
り
と
浮
か
び
上
が
る
。
風
景
か
ら
人
間

へ
、
と
い
う
変
換
の
時
は
戦
後
の
所
謂
民
主
化
と
背
中
合
わ
せ
で
あ
る
。
た
だ

し
例
え
ば
一
九
五
〇
（
昭
和
二
五
）
年
『
現
代
国
語　

三
』
成
城
国
文
学
会
（
富

倉
次
郎
ほ
か
）
を
顧
み
る
と
、「
や
よ
ひ
の
つ
ご
も
り
な
れ
ば
」
か
ら
六
頁
に

わ
た
っ
て
採
録
さ
れ
る
北
山
行
き
、
垣
間
見
の
条
に
藤
壺
思
慕
関
連
の
叙
述
は

省
か
れ
て
い
る
。
専
ら
髪
を
ゆ
ら
め
か
せ
走
り
込
ん
で
く
る
愛
ら
し
く
も
無
邪

気
な
少
女
の
姿
が
大
き
く
迫
り
出
す
趣
で
あ
る
。
藤
壺
思
慕
消
去
は
こ
の
時
期

の
教
材
の
定
型
だ
っ
た
と
い
う14

注

。
エ
ッ
フ
ェ
ル
塔
を
背
後
に
子
ど
も
た
ち
が
大

き
く
躍
動
す
る
姿
が
印
象
的
な
ロ
ベ
ー
ル
・
ド
ア
ノ
ー
の
写
真
「Les jardins 

du Cham
ps de M

ars, 1994

」
15
注

が
、
一
九
四
四
年
の
パ
リ
解
放
直
後
の
作
品

だ
っ
た
こ
と
を
ふ
と
想
起
す
る
の
は
余
り
に
も
突
飛
で
あ
ろ
う
か
。
戦
い
が
終

わ
り
、
生
命
の
溢
れ
る
も
の
、
子
ど
も
の
躍
動
を
無
意
識
の
う
ち
に
自
由
の
喜

び
と
感
動
の
象
徴
の
よ
う
に
仰
ぎ
見
る
ま
な
ざ
し
が
、
垣
間
見
採
録
と
ド
ア

ノ
ー
の
写
真
に
微
か
に
通
底
す
る
。
確
か
に
『
源
氏
物
語
』
の
姫
君
は
、
一
見

愛
ら
し
く
淑
や
か
な
婦
徳
の
体
現16

注

と
も
見
え
る
が
、
尊
貴
な
姫
は
走
っ
た
り
し

な
い
、
と
い
う
往
時
の
規
範
を
越
え
て
走
る
姫
君17

注

、
紫
の
上
は
ま
ぎ
れ
も
な
く

躍
動
す
る
生
命
体
で
あ
る
。
時
代
の
希
望
と
光
を
負
っ
て
、
は
じ
め
て
北
山
の

垣
間
見
は『
源
氏
物
語
』教
材
の
中
心
に
躍
り
出
た
。
そ
し
て
そ
れ
は
子
ど
も
、

少
女
の
無
垢
に
と
り
わ
け
大
き
く
収
斂
す
る
も
の
だ
っ
た
。

　

一
方
、
昭
和
三
〇
年
代
に
至
る
と
例
え
ば
『
国
語
三
』
中
央
図
書
出
版
（
遠
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藤
嘉
基
ほ
か
）
が
、「
さ
る
は
、
…
…
涙
ぞ
落
ち
つ
る
」
の
部
分
ま
で
採
録
し

た
形
で
「
若
紫
」
の
段
を
終
わ
ら
せ
、
当
該
箇
所
に
「
藤
壺
の
こ
と
。
光
源
氏

が
母
に
似
た
藤
壺
を
し
た
っ
て
い
る
こ
と
は
、
桐
壺
の
巻
に
く
わ
し
い
」
と
注

記
す
る
よ
う
に
、
藤
壺
思
慕
に
触
れ
る
教
材
が
通
常
の
も
の
と
な
っ
て
い
き
、

藤
壺
思
慕
を
消
去
す
る
こ
と
の
な
い
か
た
ち
が
現
在
の
教
科
書
に
ま
で
引
き
継

が
れ
る
こ
と
と
な
る
。
例
え
ば
二
〇
〇
七
（
平
成
一
九
）
年
『
新
編
古
典
』
東

京
書
籍
（
小
町
谷
照
彦
ほ
か
）
に
は
、「
さ
る
は
」「
か
の
人
の
御
代
は
り
に
」

の
部
分
に
「
藤
壺
の
宮
」
を
注
記
し
た
上
で
、「
学
習
」
の
項
に
「
光
源
氏
が
、

「
十
ば
か
り
」
の
少
女
に
心
引
か
れ
て
い
く
の
は
な
ぜ
か
」
と
い
う
課
題
を
掲

げ
て
い
る
。
美
し
く
無
垢
な
少
女
へ
の
思
い
と
藤
壺
思
慕
と
を
は
っ
き
り
と
関

連
づ
け
る
た
め
の
配
慮
は
確
か
に
見
て
取
れ
る
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
教
科

書
に
お
け
る
「
若
紫
」
は
、
原
典
を
損
な
わ
ぬ
あ
る
べ
き
姿
を
取
り
戻
し
た
、

と
考
え
て
差
し
支
え
の
あ
ろ
う
は
ず
も
な
い
。

　

も
と
よ
り
そ
れ
を
首
肯
し
つ
つ
、
一
方
で
個
人
的
な
小
さ
な
体
験
が
も
た
ら

し
た
違
和
感
と
も
言
う
べ
き
も
の
が
ふ
と
気
に
か
か
る
。
そ
れ
は
、
一
九
九
〇

年
代
半
ば
か
ら
二
〇
年
余
勤
務
し
た
女
子
大
学
に
お
い
て
、
と
り
わ
け

一
九
九
〇
年
代
の
終
わ
り
か
ら
二
〇
〇
〇
年
代
の
ご
く
初
期
に
、「
若
紫
」
垣

間
見
に
関
し
て
幾
度
か
「
光
源
氏
の
よ
う
な
「
ロ
リ
コ
ン
」
が
高
校
の
教
科
書

に
出
て
き
て
良
い
の
で
し
ょ
う
か
」
と
い
う
質
問
を
受
た
、
と
い
う
体
験
に
発

し
て
い
る
。
躊
躇
い
な
が
ら
の
き
ま
じ
め
に
問
い
か
け
に
、
は
じ
め
て
接
し
た

時
の
衝
撃
が
蘇
る
。「
ロ
リ
コ
ン
」、
即
ち「
ロ
リ
ー
タ
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
」は
、

「
男
性
が
、
性
愛
の
対
象
と
し
て
少
女
に
偏
執
す
る
こ
と18

注

」
を
意
味
す
る
。
文

学
作
品
に
あ
る
種
の
「
異
常
」
性
を
負
う
人
物
の
登
場
は
大
い
に
あ
り
得
る
も

の
の
、
光
源
氏
の
場
合
は
そ
れ
と
は
明
ら
か
に
異
な
る
こ
と
、
亡
母
に
面
影
の

通
う
藤
壺
へ
の
思
い
の
深
さ
を
む
し
ろ
証
し
立
て
る
も
の
と
し
て
、
少
女
、
子

ど
も
に
さ
え
心
打
た
れ
る
光
源
氏
を
描
く
の
だ
、
な
ど
と
答
え
る
と
質
問
者
は

安
堵
の
う
ち
に
納
得
す
る
様
子
だ
っ
た
。

　

あ
る
時
期
に
こ
の
質
問
が
繰
り
返
さ
れ
た
の
は
、
学
生
の
生
年
か
ら
し
て
、

お
そ
ら
く
一
九
八
〇
年
代
の
「
ロ
リ
コ
ン
」
漫
画19

注

の
隆
盛
、
そ
し
て
関
連
す
る

社
会
的
な
事
件
と
い
う
文
化
状
況
と
関
わ
る
も
の
だ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
藤

壺
思
慕
に
関
す
る
条
を
省
略
し
た
垣
間
見
を
学
習
し
た
世
代
、
そ
の
後
昭
和

三
〇
年
代
な
ど
、
藤
壺
思
慕
を
明
記
す
る
教
材
を
学
習
し
た
世
代
も
含
め
て
お

そ
ら
く
学
習
者
が
こ
う
し
た
疑
念
に
囚
わ
れ
悩
む
こ
と
は
ま
ず
な
か
っ
た
よ
う

に
思
わ
れ
る
。
文
化
、
歴
史
の
状
況
が
、
逆
に
学
習
者
の
読
み
に
与
え
る
偏
差

と
い
う
も
の
に
改
め
て
気
づ
か
さ
れ
る
体
験
で
あ
っ
た
。

　

学
習
者
は
無
論
藤
壺
と
の
相
似
に
関
し
て
、
教
科
書
等
で
触
れ
て
い
る
。
け

れ
ど
、
垣
間
見
の
構
造
、
敬
語
の
在
り
方
な
ど
複
雑
な
課
題
の
重
な
る
教
材
学

習
の
中
で
は
、
ご
く
あ
っ
さ
り
と
藤
壺
に
似
て
い
る
と
い
う
事
実
だ
け
を
印
象

づ
け
ら
れ
る
経
緯
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
藤
壺
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
は
、
光

源
氏
幼
児
期
の
母
、
祖
母
喪
失
体
験
に
遡
っ
て
丁
寧
に
説
明
す
る
こ
と
で
は
じ
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め
て
「
正
確
に
理
解
さ
せ
る
こ
と
」
が
可
能
な
の
だ
と
田
坂
憲
二
氏20

注

に
よ
っ
て

既
に
詳
細
に
説
か
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

お
わ
り
に

　
『
源
氏
物
語
』
の
教
材
化
は
、
政
治
や
教
育
を
め
ぐ
る
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
の

動
向
を
写
し
出
す
も
の
と
な
っ
て
い
る
こ
と
の
一
端
を
確
認
し
た
が
、
同
時

に
、
時
代
の
文
化
状
況
も
ま
た
学
習
者
に
あ
る
偏
差
を
与
え
ず
に
お
か
な
い
状

況
も
浮
か
び
上
が
る
。
教
科
書
の
中
の
『
源
氏
物
語
』
は
、
お
そ
ら
く
学
習
者

に
と
っ
て
は
お
お
む
ね
は
じ
め
て
開
か
れ
る
作
品
へ
の
窓
と
な
る
も
の
に
違
い

な
い
。
だ
か
ら
こ
そ
生
々
し
く
も
重
い
、
教
材
と
い
う
も
の
を
め
ぐ
っ
て
は
、

で
き
る
だ
け
原
典
の
持
つ
豊
か
さ
を
学
習
者
に
伝
え
る
努
力
を
怠
る
べ
き
で
は

あ
る
ま
い
。
そ
の
た
め
に
は
原
典
の
モ
チ
ー
フ
、
読
み
を
周
到
に
伝
え
る
こ
と

以
外
に
は
手
立
て
が
な
い
。
そ
の
意
味
で
田
坂
氏
の
具
体
的
な
提
案
、
或
い
は

ま
た
二
〇
一
五
（
平
成
二
七
）
年
『
高
等
学
校
古
典
A
』
第
一
学
習
社
（
伊

井
春
樹
ほ
か
）
に
「
藤
壺
の
宮
と
の
過
ち
」（
若
紫
）
が
取
ら
れ
て
い
る
こ
と

な
ど
、
新
た
な
心
強
い
入
門
へ
の
道
筋
が
見
え
て
く
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

注

（
1
）田
坂
憲
二「
光
源
氏
と
若
紫
の
少
女
と
の
出
会
い
を
ど
う
教
え
る
か
」

『
群
馬
県
立
女
子
大
学
国
文
学
研
究
』
二
〇
一
二
年
三
月

（
2
）
神
田
龍
身
「
源
氏
物
語
「
北
山
で
の
垣
間
見
」」『〈
新
し
い
作
品
論
〉

へ
、〈
新
し
い
教
材
論
〉
へ
』
右
文
書
院
二
〇
〇
三
年
、
植
田
恭
代
「
北

山
で
の
垣
間
見
」（
同
書
）
な
ど
。

（
3
）
一
色
恵
理
『『
源
氏
物
語
』
教
材
化
の
調
査
研
究
』
渓
水
社

二
〇
〇
一
年

（
4
）
有
働
裕
『『
源
氏
物
語
』
と
戦
争
』
イ
ン
パ
ク
ト
出
版
会
二
〇
〇
二
年
。

な
お
こ
の
時
期
の『
源
氏
物
語
』受
容
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
小
林
正
明「
昭

和
十
三
年
の
『
源
氏
物
語
』」『
国
文
学
』
学
燈
社
一
九
九
九
年
四
月
、
安

藤
徹
「
源
氏
帝
国
主
義
の
功
罪
」『
想
像
す
る
平
安
文
学
』
第
一
巻
勉
誠
出

版
一
九
九
九
年
な
ど
の
論
が
あ
る
。

（
5
）
教
科
書
引
用
以
外
の
『
源
氏
物
語
』
本
文
の
引
用
は
、
小
学
館
新
編

日
本
古
典
文
学
全
集
に
よ
る
。

（
6
）（
3
）
に
同
じ
。

（
7
）（
3
）
に
同
じ
。

（
8
）（
3
）
に
同
じ
。
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（
9
）（
3
）
に
同
じ
。
な
お
朱
筆
「
削
除
」
に
つ
い
て
も
言
及
さ
れ
て
い
る
。

（
10
）（
3
）
に
同
じ
。

（
11
）
以
下
、
再
版
本
の
調
査
は
、
文
科
省
教
育
政
策
研
究
所
教
育
図
書
館

の
画
像
デ
ー
タ
に
よ
る
。
ま
た
大
正
五
年
版
に
つ
い
て
は
、
東
書
文
庫
で

閲
覧
の
機
会
を
得
た
。
と
も
に
心
よ
り
の
感
謝
を
申
し
上
げ
た
い
。

（
12
）（
3
）
に
同
じ
。

（
13
）（
3
）
に
同
じ
。

（
14
）（
3
）
に
同
じ
。

（
15
）
ド
ア
ノ
ー
の
写
真
の
題
名
は
、
シ
カ
ゴ
大
学
名
誉
教
授
ノ
ー
マ
・

ワ
ィ
ー
ル
ド
氏
の
ご
教
示
に
よ
る
。

（
16
）（
4
）
に
同
じ
。

（
17
）
拙
稿
「
紫
の
上
の
登
場
」『
源
氏
物
語
の
人
物
と
表
現
』
翰
林
書
房

二
〇
〇
三
年

（
18
）『
小
学
館
日
本
国
語
大
辞
典
』
第
二
版
に
よ
る
。

（
19
）
大
塚
英
志
『「
お
た
く
」
の
精
神
史　

一
九
八
〇
年
代
論
』
朝
日
文

庫
二
〇
〇
七
年

（
20
）（
1
）
に
同
じ
。




