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源
氏
物
語
夕
顔
巻
某
院
の
怪

│
そ
れ
は〈
も
の
の
け
〉で
は
な
い
│

森　
　
　

正　

人

　
　
　

一　

は
じ
め
に

　

こ
の
研
究
は
、
古
代
中
世
文
学
に
描
か
れ
る
〈
も
の
の
け
〉

に
つ
い
て
、
そ
れ
が
発
動
す
る
、
言
い
換
え
れ
ば
人
間
に
対

し
て
働
き
か
け
る
現
象
は
ど
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
、
想
像
さ

れ
、
表
現
さ
れ
て
い
た
か
を
検
討
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

特
に
人
間
と
「
モ
ノ
（
霊
、
鬼
、
精
な
ど
の
超
自
然
的
存
在
）」

と
の
関
係
を
め
ぐ
る
文
化
人
類
学
、
宗
教
史
学
、
民
俗
学
の

領
域
に
お
け
る
研
究
成
果
を
踏
ま
え
、
文
学
研
究
の
領
域
に

お
け
る
研
究
成
果
と
研
究
動
向
を
検
証
し
、
こ
れ
ま
で
の
作

品
解
釈
の
誤
り
を
正
し
不
備
を
補
う
と
と
も
に
、
今
後
の
読

解
と
分
析
の
基
礎
を
整
備
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

本
論
文
は
、
い
ま
だ
共
通
認
識
の
得
ら
れ
て
い
な
い
〈
も

の
の
け
〉
と
は
何
か
、
何
が
〈
も
の
の
け
〉
で
あ
る
か
に
つ

い
て
改
め
て
見
解
を
提
示
す
る
。
す
な
わ
ち
、「
夕
顔
」
巻
に

お
け
る
某
院
の
怪
異
に
関
す
る
「
も
の
に
お
そ
は
る
」
な
る

表
現
と
、
こ
の
事
件
の
後
に
光
源
氏
に
も
た
ら
さ
れ
た
心
身

の
異
常
に
関
す
る
周
囲
の
「
御
も
の
の
け
な
め
り
」
と
い
う

見
立
て
、
及
び
両
者
の
関
係
に
検
討
を
加
え
る
。
こ
の
検
討

の
結
果
は
、
源
氏
物
語
の
読
解
に
も
若
干
な
が
ら
寄
与
す
る

で
あ
ろ
う
。

　
　
　

二　
〈
も
の
の
け
〉
と
は
何
か

　
〈
も
の
の
け
〉
と
い
う
事
象
に
対
し
て
は
現
在
も
な
お
正
確

な
理
解
が
行
わ
れ
て
い
な
い
。
文
学
研
究
者
が
注
釈
書
や
辞

典
あ
る
い
は
事
典
に
的
確
な
説
明
を
施
し
て
い
な
い
た
め
に
、

混
乱
は
い
つ
ま
で
も
残
っ
て
し
ま
う
。
そ
れ
を
論
う
こ
と
は

さ
し
ひ
か
え
て
、
こ
こ
に
改
め
て
〈
も
の
の
け
〉
と
は
何
か

に
つ
い
て
私
見
（
１
）
を
提
示
し
て
お
く
。

〈
も
の
の
け
〉
と
は
「
物
の
気
」
で
あ
る
。
第
一
に
、
神

な
ら
ぬ
物
す
な
わ
ち
劣
位
の
超
自
然
的
存
在
（
人
の
霊
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魂
、
鬼
、
天
狗
、
狐
な
ど
特
定
の
動
物
の
霊
魂
）
が
発

す
る
気け

（
視
覚
、
触
覚
で
は
と
ら
え
ら
れ
な
い
が
、
立

ち
の
ぼ
り
、
あ
る
い
は
漂
う
性
質
を
有
す
る
）
の
こ
と
、

第
二
に
、
人
間
に
憑
依
し
あ
る
い
は
近
づ
い
た
超
自
然

的
存
在
の
発
す
る
気
が
人
間
に
作
用
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
引
き
起
こ
さ
れ
る
心
身
の
不
調
と
い
う
現
象
。
第
三

に
、
こ
れ
が
転
じ
て
、
人
の
心
身
を
不
調
に
至
ら
せ
る

気
を
発
す
る
原
因
と
し
て
の
超
自
然
的
存
在
。

　
〈
も
の
の
け
〉
が
「
気
（
け
）」
で
あ
る
こ
と
は
、
た
と
え

ば
次
の
よ
う
な
用
例
に
明
ら
か
で
あ
る
。

①
夜
昼
添
ひ
さ
ぶ
ら
ひ
て
、
他
人
々
を
ば
、
御
あ
た
り
に

も
寄
せ
ず
、
大
納
言
殿
の
上
を
ば
、「
御
物
怪
の
、
か
く

の
み
し
み
た
ま
ひ
つ
る
御
あ
た
り
に
」
と
言
ひ
な
し
、 

御

乳
母
ど
も
も
、
ゆ
ゆ
し
と
て
、
い
み
じ
く
制
し
申
せ
ば

（
夜
の
寝
覚
巻
二
）

②
玄
鑒
ノ
弟
子
ノ
僧
、
或
宮
原
ニ
参
ジ
テ
御
邪
気
ノ
加
持

ヲ
致
ス
所
ニ
、
加
持
摂
縛
セ
ラ
レ
テ
、
天
狗
人
ニ
託
シ

テ
「
我
食
ヲ
求
ン
タ
メ
ニ
宮
中
ニ
参
ゼ
リ
。
指さ
し

テ
付
キ

悩
マ
シ
奉
ル
コ
ト
ナ
シ
。
然
レ
ド
モ
我
ガ
悪
気
ヲ
今
貴

体
ニ
ソ
ミ
テ
悩
ミ
玉
フ
也
。　

   （
真
言
伝
巻
第
四
玄
鑒
）

①
は
病
み
臥
し
て
い
る
中
の
君
の
懐
妊
を
隠
す
た
め
に
、〈
も

の
の
け
〉
と
言
い
立
て
て
姉
の
大
君
（
大
納
言
の
上
）
を
も

近
づ
け
ま
い
と
す
る
場
面
で
あ
る
。「
し
み
た
ま
ひ
」
と
は
中

の
君
の
身
体
と
そ
の
居
所
に
霊
物
の
「
気
」
が
染し

み
付
い
て

い
る
と
言
い
な
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
②
に
も
、
あ
る
貴
人

の
邪
気
（
も
の
の
け
）
は
、
近
づ
い
た
天
狗
の
悪
し
き
気
が

身
体
に
染そ

む
こ
と
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
た
も
の
で
あ
る

と
説
明
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
に
よ
っ
て
、〈
も
の
の
け
〉
と
は

霊
物
の
目
に
見
え
な
い
気
が
、
水
や
煙
や
匂
い
の
よ
う
に
人

の
身
体
に
付
着
あ
る
い
は
浸
透
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
起
き
る

と
思
い
描
か
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、

①
を
「
御
物
怪
が
、
こ
ん
な
に
と
り
つ
い
て
い
る
」（
日
本
古

典
文
学
大
系
頭
注
）、「
御
物
怪
が
こ
の
よ
う
に
い
つ
も
取
り

憑
い
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
」（
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
現
代
語

訳
）
な
ど
と
解
釈
し
て
は
、〈
も
の
の
け
〉
の
性
質
を
捉
え
そ

こ
ね
、「
し
み
」
の
語
感
を
読
み
外
し
て
し
ま
う
。

　

そ
し
て
、〈
も
の
の
け
〉
が
、
霊
物
の
悪
し
き
気
に
よ
っ
て

引
き
起
こ
さ
れ
る
心
身
の
不
調
で
あ
る
こ
と
は
、
た
と
え
ば

次
の
例
が
端
的
に
示
し
て
い
る
。

③
中
興
の
近
江
の
介
が
む
す
め
、
も
の
の
け
に
わ
づ
ら
ひ
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て
、
浄
蔵
大
徳
を
験
者
に
し
け
る
ほ
ど
に

（
大
和
物
語
第
一
〇
五
段
）

④
大
殿
に
は
、
御
も
の
の
け
い
た
う
起
こ
り
て
、
い
み
じ

う
わ
づ
ら
ひ
給
。

（
源
氏
物
語
「
葵
」
一
・
三
〇
三
頁
、
源
氏
物
語
の
引
用

は
新
日
本
古
典
文
学
大
系
に
よ
る
）

こ
れ
ら
の
用
例
は
、
霊
物
あ
る
い
は
そ
の
気
に
よ
っ
て
引
き

起
こ
さ
れ
る
病
あ
る
い
は
そ
の
症
状
を
指
す
と
み
て
よ
い
。

た
だ
し
、
③
は
「
霊
物
の
発
す
る
気
」
と
い
う
原
義
を
残
し

て
い
る
で
あ
ろ
う
。

　

こ
う
し
た
用
法
か
ら
、
人
に
接
近
あ
る
い
は
接
触
し
て
悪

し
き
気
を
発
し
、
心
身
の
不
調
を
引
き
起
こ
す
霊
的
存
在
自

体
を
〈
も
の
の
け
〉
と
称
す
る
よ
う
に
な
る
。

⑤
御
も
の
の
け
の
ね
た
み
の
の
し
る
声
な
ど
の
む
く
つ
け

さ
よ
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
紫
式
部
日
記
）

⑥
御
心
あ
や
ま
ち
も
、
た
だ
御
物
の
け
の
し
た
て
ま
つ
り

ぬ
る
に
こ
そ
は
は
べ
め
り
し
か
。（

大
鏡
第
三
巻　

伊
尹
）

こ
れ
ら
は
、
意
志
を
持
ち
行
為
し
人
に
働
き
か
け
る
存
在
と

し
て
記
述
さ
れ
て
い
る
。
⑤
の
場
合
は
〈
も
の
の
け
〉
そ
の

も
の
で
な
く
、〈
も
の
の
け
〉を
駆
り
移
し
さ
れ
た
物
付（
霊
媒
）

の
口
を
借
り
て
叫
び
声
を
あ
げ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の

よ
う
に
さ
せ
て
い
る
霊
的
存
在
を
主
体
と
し
て
扱
っ
て
い
る
。

こ
う
し
て
、〈
も
の
の
け
〉
は
悪
し
き
気
を
発
し
、
人
に
心
身

の
不
調
と
異
状
を
引
き
起
こ
す
原
因
と
し
て
の
霊
物
そ
の
も

の
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
三
つ
の
用
法
は
画
然
と
分
か
れ
る
の
で
な
く
、

実
際
の
用
例
が
い
ず
れ
に
当
た
る
か
あ
い
ま
い
で
あ
る
こ
と

が
多
い
の
は
、
言
葉
と
い
う
も
の
の
性
質
と
し
て
当
然
の
こ

と
で
あ
る
。

　
　
　

三　

何
が
〈
も
の
の
け
〉
か 

―
「
夕
顔
」
巻
の
怪
異

　
〈
も
の
の
け
〉
と
は
何
か
を
さ
ら
に
明
瞭
に
す
る
た
め
に
、

源
氏
物
語
「
夕
顔
」
巻
に
お
い
て
某
の
院
で
夕
顔
の
君
が
と

り
殺
さ
れ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
怪
異
を
取
り
上
げ
る
。
そ
の

事
件
は
、
光
源
氏
に
は
次
の
よ
う
に
「
物
に
お
そ
は
る
」「
物

に
け
ど
ら
る
」
と
し
て
把
握
さ
れ
て
い
る
。

①
よ
ひ
過
ぐ
る
ほ
ど
、
す
こ
し
寝
入
り
給
へ
る
に
、
御
枕

上
に
い
と
お
か
し
げ
な
る
女
い
て
、「
を
の
が
い
と
め
で

た
し
と
見
た
て
ま
つ
る
を
ば
尋
ね
思
ほ
さ
で
、
か
く
こ
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と
な
る
こ
と
な
き
人
を
い
て
お
は
し
て
と
き
め
か
し
給

こ
そ
い
と
め
ざ
ま
し
く
つ
ら
け
れ
」
と
て
、
こ
の
御
か

た
は
ら
の
人
を
か
き
を
こ
さ
む
と
す
、
と
見
給
。
物
に

お
そ
は
る
る
心
ち
し
て
お
ど
ろ
き
給
へ
れ
ば
、
火
も
消

え
に
け
り
。
う
た
て
お
ぼ
さ
る
れ
ば
、
太
刀
を
引
き
抜

き
て
、
う
ち
を
き
給
て
、
右
近
を
起
こ
し
給
。
こ
れ
も

お
そ
ろ
し
と
思
た
る
さ
ま
に
て
ま
い
り
寄
れ
り
。

（「
夕
顔
」
一
・
一
二
二
頁
）

②
い
と
い
た
く
若
び
た
る
人
に
て
、
物
に
け
ど
ら
れ
ぬ
る

な
め
り
と
せ
む
方
な
き
心
ち
し
給
。

（「
夕
顔
」
一
・
一
二
四
頁
）

③
こ
の
お
と
こ
を
召
し
て
、「
こ
こ
に
、
い
と
あ
や
し
う
、

物
に
お
そ
は
れ
た
る
人
の
な
や
ま
し
げ
な
る
を
、『
た
だ

い
ま
惟
光
の
朝
臣
の
宿
る
所
に
ま
か
り
て
、
急
ぎ
ま
い

る
べ
き
よ
し
言
へ
』
と
仰
せ
よ
。（
中
略
）」
な
ど
も
の

の
た
ま
ふ
や
う
な
れ
ど         （「
夕
顔
」
一
・
一
二
五
頁
）

　

源
氏
物
語
の
研
究
者
の
大
多
数
は
、
右
の
事
件
を
〈
も
の

の
け
〉
現
象
と
し
て
理
解
し
、
そ
れ
を
引
き
起
こ
し
た
も
の

の
正
体
は
何
か
を
め
ぐ
っ
て
お
お
よ
そ
三
説
―
廃
院
の
妖
怪

説
、
六
条
御
息
所
（
ま
た
は
そ
の
侍
女
）
の
生
霊
説
、
妖
怪

と
生
霊
と
の
交
錯
説
に
分
か
れ
る
―
を
立
て
て
論
争
が
続
け

ら
れ
、
ま
た
そ
の
作
品
構
成
上
の
意
味
や
叙
述
の
方
法
を
め

ぐ
っ
て
検
討
が
重
ね
ら
れ
て
き
た
。

　

し
か
し
、
こ
の
現
象
は
〈
も
の
の
け
〉
で
は
な
い
。
光
源

氏
自
身
は
こ
れ
を〈
も
の
の
け
〉と
は
把
握
し
て
は
い
な
い
し
、

源
氏
物
語
の
語
り
手
も
ま
た
〈
も
の
の
け
〉
と
は
述
べ
て
い

な
い
。

　

こ
の
事
件
は
、
源
氏
物
語
本
文
に
二
度
に
わ
た
っ
て
記
述

さ
れ
て
い
る
通
り
、「
物
に
お
そ
は
る
」
と
い
う
現
象
に
よ
っ

て
引
き
起
こ
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
ま
ず
、
こ
の
語
の
語
義
と

用
法
を
明
ら
か
に
し
う
る
用
例
を
掲
げ
る
。

ⓐ
内
外
な
る
人
の
心
ど
も
、
物
に
お
そ
は
る
る
や
う
に
て
、

あ
ひ
戦
は
む
心
も
な
か
り
け
り
。　
　
　
　
（
竹
取
物
語
）

ⓑ
彼
ノ
寝
タ
リ
ツ
ル
五
位
侍
、
物
ニ
被お
そ
は
れ

　

タ
ル
人
ノ
様
ニ
、

二
三
度
許ば
か
りウ
メ
キ
テ

　
（
今
昔
物
語
集
巻
第
二
十
七
第
十
八
）

ⓒ
夢モノ

ニ
オ
ソ
ハ
ル
ヽ
コ
ト

　
　
　
　
　
　
　

（
香
薬
鈔　

大
矢
透
『
假
名
遣
及
假
名
字
體
沿
革
史
料
』
二
七
に
よ
る
）

ⓓ
魘　

モ
ノ
ニ
オ
ソ
ハ
ル　

悪
夢
也
／
睡
中
―
也
又
上
加

卒
字　
　
　
　
　
　
　

  　
　
　
　
　
　
（
色
葉
字
類
抄
）
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ⓔ
河
陽
県
の
后
、
つ
ゆ
も
ま
ど
ろ
め
ば
、
い
み
じ
う
な
や

み
わ
づ
ら
ひ
給
ふ
と
の
み
見
え
つ
つ
、
襲
は
れ
襲
は
れ

し
て
、
常
よ
り
も
面
影
に
見
え
給
ひ
つ
つ

　
（
浜
松
中
納
言
物
語
第
四
）

ⓕV
osouare,ruru,eta　

ヲ
ソ
ワ
レ
、
ル
ル
、
レ
タ
（
魘

は
れ
、
る
る
、
れ
た
）
例
、Y

um
eni vosouaruru.

（
夢

に
魘
は
る
る
）
眠
っ
て
い
て
胸
苦
し
さ
を
感
ず
る
、
あ

る
い
は
、
う
な
さ
れ
る
．M

ononi

〜;V
osoi,sô                

（『
邦
訳
日
葡
辞
書
』）

用
例
は
さ
ほ
ど
多
く
な
い
け
れ
ど
も
、「
物
に
お
そ
は
る
」
と

は
ⓐ
竹
取
物
語
に
譬
喩
表
現
と
し
て
用
い
ら
れ
る
ほ
ど
に
一

般
的
な
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
ⓑ
今
昔
物
語
集
の
用
例
、

ⓒ
香
薬
鈔
の
表
記
、
ⓓ
色
葉
字
類
抄
お
よ
び
ⓕ
日
葡
辞
書
の

説
明
か
ら
、「
物
に
お
そ
は
る
」
あ
る
い
は
単
に
「
お
そ
は
る
」

と
は
睡
眠
中
の
経
験
で
、
悪
夢
を
見
た
り
、
胸
苦
し
さ
を
覚

え
て
う
な
さ
れ
る
現
象
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
そ

の
悪
夢
や
胸
苦
し
さ
は
「
も
の
」
す
な
わ
ち
何
ら
か
の
霊
物

に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
に
し
て
も
、
目
が
覚
め
て
し
ま
え

ば
解
消
し
て
し
ま
う
の
で
あ
っ
て
、
他
の
霊
的
存
在
に
よ
っ

て
引
き
起
こ
さ
れ
る
事
象
と
は
明
瞭
に
区
別
さ
れ
る
。

　
「
夕
顔
」
巻
の
某
院
の
怪
は
〈
も
の
の
け
〉
で
は
な
か
っ
た
。

久
慈
き
み
代
（
２
）
な
ど
ご
く
一
部
の
論
者
は
、
こ
の
事
件

を
〈
も
の
の
け
〉
と
は
呼
ば
な
い
慎
重
な
態
度
を
持
し
て
い

る
が
、
し
か
し
、
こ
の
怪
異
を
引
き
起
こ
し
た
も
の
が
何
で

あ
る
か
の
議
論
の
過
程
で
、
こ
れ
は
〈
も
の
の
け
〉
で
は
な

い
と
断
ぜ
ら
れ
た
こ
と
は
な
い
。
こ
う
し
た
扱
い
が
議
論
に

混
乱
を
引
き
起
こ
し
、
あ
る
い
は
議
論
の
帰
趨
に
影
響
し
な

か
っ
た
と
は
言
え
な
い
。
ま
た
、
こ
の
事
件
を
〈
も
の
の
け
〉

と
見
な
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
文
学
研
究
の
領
域
に
お
け
る
〈
も

の
の
け
〉
把
握
に
歪
み
を
も
た
ら
し
た
で
あ
ろ
う
こ
と
も
否

定
し
が
た
い
。

　

な
お
、
竹
取
物
語
の
用
例
も
「
何
か
恐
ろ
し
い
も
の
に

お
び
や
か
さ
れ
、
声
も
出
ず
手
足
も
動
か
ず
、
心
の
惑
う

よ
う
な
状
態
」（
三
谷
栄
一
『
竹
取
物
語
評
解
』
有
精
堂　

一
九
五
六
年
）
と
い
う
説
明
で
お
お
む
ね
十
分
で
あ
る
は
ず

の
と
こ
ろ
を
、近
年
は
「
物
の
怪
に
お
そ
わ
れ
る
よ
う
な
」（
新

日
本
古
典
文
学
全
集
現
代
語
訳
）、「
物
の
怪
に
で
も
と
り
つ

か
れ
た
よ
う
な
感
じ
で
」（
新
日
本
古
典
文
学
大
系
脚
注
）
と

方
向
違
い
の
解
釈
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
憶
測
す
れ

ば
、
こ
の
言
葉
の
用
法
を
十
分
に
吟
味
し
な
い
ま
ま
源
氏
物
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語
「
夕
顔
」
巻
の
用
例
を
参
照
し
、
源
氏
物
語
解
釈
の
誤
り

を
こ
こ
に
導
き
入
れ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

　

な
お
付
言
し
て
お
く
。「
物
に
お
そ
は
る
る
」
に
つ
い
て
の

『
竹
取
物
語
評
解
』
の
「
心
の
惑
う
よ
う
な
」
と
い
う
部
分
は

適
切
で
な
い
。
こ
れ
は
源
氏
物
語
「
夕
顔
」
巻
の
②
「
物
に

け
ど
ら
れ
ぬ
る
」
を
も
加
え
た
説
明
で
は
な
い
か
。
こ
の
語

は
源
氏
物
語
に
は
も
う
一
例
「
何
か
、
物
に
け
ど
ら
れ
に
け

る
人
に
こ
そ
」（「
手
習
」五
・
三
二
九
頁
）と
い
う
例
が
あ
っ
て
、

霊
物
に
よ
っ
て
正
気
を
奪
わ
れ
た
状
態
を
言
う
。「
物
に
お
そ

は
る
」
と
同
義
で
は
な
い
。

　
　
　

四　

怪
異
の
余
波
―
こ
れ
が
〈
も
の
の
け
〉

　

某
院
で
出
現
し
た
霊
物
は
光
源
氏
に
恨
め
し
さ
を
訴
え
つ

つ
、
今
光
源
氏
が
深
く
心
を
寄
せ
て
い
る
夕
顔
の
君
に
そ
の

霊
力
は
向
け
ら
れ
た
。
光
源
氏
は
こ
れ
に
気
丈
に
も
対
処
し

た
も
の
の
、
そ
の
後
は
心
身
の
不
調
が
続
い
た
。

①
御
胸
せ
き
あ
ぐ
る
心
ち
し
給
ふ
。
御
頭ぐ
し

も
痛
く
、
身
も

熱
き
心
ち
し
て
、
い
と
苦
し
く
ま
ど
は
れ
た
ま
へ
ば

（「
夕
顔
」
一
・
一
二
九
頁
）

②
な
が
め
が
ち
に
音
を
の
み
泣
き
た
ま
ふ
。
見
た
て
ま
つ

り
咎
む
る
人
も
あ
り
て
、
御
も
の
の
け
な
め
り
な
ど
言

ふ
も
あ
り
。　
　
　
　
　
　
　
（「
夕
顔
」
一
・
一
三
七
頁
）

某
院
で
の
怪
異
の
余
波
で
あ
る
（
３
）。
常
と
異
な
る
光
源
氏

の
様
子
に
「
御
も
の
の
け
の
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
」
と
い

う
周
囲
の
者
達
の
見
立
て
は
見
当
違
い
で
は
な
い
。
あ
の
折

に
接
近
し
た
霊
物
の
悪
し
き
気
が
光
源
氏
に
作
用
し
て
、
今

な
お
心
身
に
不
調
を
引
き
起
こ
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
こ

れ
こ
そ
典
型
的
な
〈
も
の
の
け
〉
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

た
だ
し
、
こ
の
反
応
を
と
ら
え
て
、
さ
か
の
ぼ
っ
て
某
院
の

怪
そ
の
も
の
を〈
も
の
の
け
〉と
呼
び
な
す
の
は
当
た
ら
な
い
。

　
「
夕
顔
」
に
続
く
「
若
紫
」
巻
で
、
わ
ら
わ
病
み
を
患
う
光

源
氏
は
、
北
山
の
聖
（
大
徳
）
の
加
持
を
受
け
る
。
発
作
は

ひ
と
ま
ず
沈
静
し
た
が
、
聖
は
光
源
氏
の
帰
洛
を
次
の
よ
う

に
引
き
止
め
る
。

③
大
徳
、「
御
も
の
の
け
な
ど
加
は
れ
る
さ
ま
に
お
は
し
ま

し
け
る
を
、
こ
よ
ひ
は
な
を
静
か
に
加
持
な
ど
ま
い
り

て
、出
で
さ
せ
給
へ
」と
申
す
。（「
若
紫
」一
・
一
五
六
頁
）

　
「
夕
顔
」
巻
か
ら
直
接
連
続
は
し
な
い
が
、
聖
が
「（
わ
ら

わ
病
み
に
）
も
の
の
け
が
加
わ
っ
て
い
る
」
と
指
摘
す
る
の

は
、
某
院
の
霊
物
の
影
響
を
言
う
と
見
な
す
の
が
自
然
で
あ
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る
。〈
も
の
の
け
〉
で
あ
る
否
か
は
、
陰
陽
師
の
占
い
や
験
者

の
判
断
に
待
た
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

【
注
】

（
１
）〈
も
の
の
け
〉
に
関
し
て
は
以
下
の
拙
論
を
参
照
さ
れ

た
い
。

モ
ノ
ノ
ケ
・
モ
ノ
ノ
サ
ト
シ
・
物
恠
・
恠
異
―
憑
依
と
怪

異
現
象
と
に
か
か
わ
る
語
誌
―　
『
国
語
国
文
学
研
究
』
第

二
七
号　

一
九
九
一
年
九
月

見
え
な
い
も
の
を
名
指
す
霊
鬼
の
説
話　
『
論
集
平
安
文

学
』
第
五
集　

二
〇
〇
〇
年
五
月

紫
式
部
集
の
物
の
気
表
現　
『
中
古
文
学
』
第
六
五
号　

二
〇
〇
〇
年
六
月

『
源
氏
物
語
と
〈
も
の
の
け
〉』（
熊
本
大
学
ブ
ッ
ク
レ
ッ
ト
）

　

熊
本
日
日
新
聞
社　

二
〇
〇
九
年
五
月

〈
も
の
の
け
〉
考
―
源
氏
物
語
読
解
に
向
け
て
―　

三
田
村

雅
子
・
河
添
房
江
編
『
源
氏
物
語
を
い
ま
読
み
解
く　

夢
と

物
の
怪
の
源
氏
物
語
』　

翰
林
書
房　

二
〇
一
〇
年
一
〇
月

〈
も
の
の
け
〉
考
―
現
象
と
対
処
を
め
ぐ
る
言
語
表
現
―　

『
国
語
国
文
学
研
究
』
第
四
八
号　

二
〇
一
三
年
三
月

枕
草
子
一
本
第
二
十
三
段
「
松
の
木
立
高
き
」
に
お
け
る

〈
も
の
の
け
〉
調
伏　
『
日
本
文
学
』
第
六
五
巻
第
一
号　

二
〇
一
六
年
一
月

（
２
）
久
慈
き
み
代
「
夢
か
ら
遠
い
女
君
六
条
御
息
所
の
「
も

の
の
け
」
―
『
源
氏
物
語
』
の
「
ゆ
め
」「
も
の
の
け
」「
も

の
」
の
境
界
に
つ
い
て
―
」（『
駒
澤
国
文
』
第
四
二
輯　

二
〇
〇
五
年
二
月
）。

（
３
）
霊
物
の
気
に
触
れ
た
者
に
頭
痛
な
ど
の
不
調
が
起
き
る

の
は
一
般
的
で
、「
男
不こ
ろ
さ
れ

被
殺
ズ
成
ヌ
ル
事
ヲ
喜
テ
、
心

地
違
ヒ
頭か
し

ラ
痛
ケ
レ
ド
モ
」（
今
昔
物
語
集
巻
第
十
六
第

三
十
二
）、「
気
怖
シ
ク
思
エ
ケ
レ
バ
、木
伐
人
頭
痛
ク
成
テ
」

（
同
上
第
二
十
第
二
）
な
ど
と
見
え
る
。

（
付
記
）

　

本
論
文
は
二
〇
一
五
年
四
月
二
十
五
日
（
土
）
に
二
松

学
舎
大
学
で
開
催
さ
れ
た
説
話
文
学
会
例
会
シ
ン
ポ
ジ
ウ

ム
「
モ
ノ
ノ
ケ
の
宗
教
・
歴
史
・
文
学
」
に
お
い
て
発
表

し
た
も
の
の
う
ち
、お
お
む
ね
前
半
に
当
た
る
。
後
半
は『
説

話
文
学
研
究
』
第
五
十
一
号
に
「〈
も
の
の
け
〉
の
憑
依
を

め
ぐ
る
心
象
と
表
現
」
と
し
て
掲
載
さ
れ
る
。


