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二

　

評
釈
篇

凡
例

◎　

会
話
文
に
は
、
鍵
括
弧
（「　

」）
を
付
け
た
。
そ
の
会
話
文
の
中
の
会
話
文
は
、
二
重
鍵
括
弧
（『　

』）
を
付
け
た
。
心
内
文
も
鍵
括
弧
を
付
け
る
こ
と

も
あ
る
。
そ
の
、
二
重
鍵
括
弧
で
括
っ
た
部
分
に
、
会
話
文
が
あ
る
場
合
、
三
角
括
弧
（〈　

〉）
で
括
っ
た
。

◎　
『
源
氏
物
語
』
の
用
例
、
文
章
を
引
用
す
る
場
合
、
原
則
と
し
て
、
次
の
よ
う
な
方
針
を
立
て
て
い
る
。

ま
ず
、
総
角
巻
、
宿
木
巻
に
つ
い
て
は
私
の
釈
文
を
引
用
す
る
。

尾
州
家
本
古
写
の
巻
々
の
う
ち
、『
古
典
の
批
判
的
処
置
に
関
す
る
研
究
』
第
二
部
二
九
一
頁
で
い
う
「
合
成
」
の
巻
々
（
総
角
、
宿
木
を
除
く
と
全

部
で
八
帖
）
に
つ
い
て
は
、
青
表
紙
本
の
主
と
し
て
古
代
学
協
会
蔵
本
（
通
称
大
島
本
）
を
底
本
と
し
た
新
全
集
で
引
用
し
た
後
、
尾
州
家
本
見
セ
消
チ

補
入
前
本
文
も
書
き
添
え
る
。

尾
州
家
本
古
写
の
巻
々
の
う
ち
、『
古
典
の
批
判
的
処
置
に
関
す
る
研
究
』
第
二
部
二
九
一
〜
二
九
二
頁
で
い
う
「
混
成
」
の
巻
々
、
及
び
尾
州
家
本

補
写
の
巻
々
に
つ
い
て
は
、
新
全
集
で
引
用
す
る
。

◎　

本
拙
稿
評
釈
篇
の
【
注
】
の
欄
、【
鑑
賞
】
の
欄
を
作
成
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
比
較
的
新
し
い
次
の
六
種
の
校
注
書
を
用
い
た
。

　
　
　

一
集
成
（
宿
木
巻
を
収
め
る
第
七
巻
は
、
昭
和
五
十
八
年
発
行
）

　
　
　

二
新
全
集
（
宿
木
巻
を
収
め
る
第
五
分
冊
は
平
成
九
年
発
行
）

　
　
　

三
『
源
氏
物
語
の
鑑
賞
と
基
礎
知
識　

宿
木
（
前
半
）』（
至
文
堂
、
平
成
一
七
年
発
行
）

　
　

な
お
、
三
の
略
称
と
し
て
、「
鑑
賞
と
基
礎
知
識
前
半
」
と
い
う
呼
び
名
を
使
う
こ
と
に
し
た
。

　
　
　

四
『
源
氏
物
語
の
鑑
賞
と
基
礎
知
識　

宿
木
（
後
半
）』（
至
文
堂
、
平
成
一
七
年
発
行
）

　
　

な
お
、
四
の
略
称
と
し
て
、「
鑑
賞
と
基
礎
知
識
後
半
」
と
い
う
呼
び
名
を
使
う
こ
と
に
し
た
。

　
　
　

五
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
渋
谷
栄
一
氏
の
サ
イ
ト
「
源
氏
物
語
の
世
界
」
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三

渋
谷
氏
の
サ
イ
ト
は
各
巻
ご
と
に
、「
本
文
」、「
ロ
ー
マ
字
版
」、「
現
代
語
訳
」、「
注
釈
」、「
翻
刻
資
料
（
架
蔵
本
）」、「
翻
刻
資
料
（
大
島
本
）」（
巻
に
よ
っ

て
は
「
翻
刻
資
料
（
定
家
自
筆
本
）」
や
「
翻
刻
資
料
（
明
融
臨
模
本
）」
が
加
わ
る
こ
と
も
あ
る
）、「
自
筆
本
奥
入
」
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
が
、
私
が
参

照
し
た
の
は
「
４
９　

宿
木
」
の
「
注
釈
」
の
部
分
で
あ
る
。
序
文
に
当
た
る
【
ご
利
用
の
皆
様
へ
】
の
日
付
は
二
〇
〇
一
年
一
月
一
日
、【
ご
利
用
の

皆
様
へ
】
の
追
加
の
日
付
は
二
〇
〇
二
年
八
月
七
日
。
以
上
、
二
〇
一
二
年
八
月
に
ア
ク
セ
ス
し
た
上
で
の
情
報
で
あ
る
。
私
が
プ
リ
ン
ト
ア
ウ
ト
し
た

の
は
、
二
〇
一
五
年
四
月
三
日
で
あ
る
。
そ
の
後
、
こ
の
サ
イ
ト
に
「
注
釈
」
の
部
分
が
残
っ
て
い
る
か
は
不
明
で
あ
る
。
あ
く
ま
で
、
二
〇
一
五
年
四

月
三
日
に
プ
リ
ン
ト
ア
ウ
ト
し
た
紙
に
基
づ
い
て
い
る
。

　
　

な
お
、
五
の
略
称
と
し
て
、「
世
界
」
と
い
う
呼
び
名
を
使
う
こ
と
に
し
た
。

　
　
　

六
『
源
氏
物
語
注
釈
十
』（
風
間
書
房
、
平
成
二
六
年
）

な
お
、
六
の
略
称
と
し
て
、｢
注
釈
」
と
い
う
呼
び
名
を
使
う
こ
と
に
し
た
。
前
拙
稿
「
源
氏
物
語
総
角
前
半
評
釈
（
１
）」
を
提
出
し
た
後
、
総
角
巻

を
含
む
『
源
氏
物
語
注
釈
』
第
九
巻
が
発
行
さ
れ
た
（
平
成
二
四
年
一
〇
月
）
た
め
、総
角
巻
の
評
釈
を
書
く
際
に
は
参
照
し
な
か
っ
た
。
本
拙
稿
の
「
注

釈
」
と
い
う
言
葉
も
、
特
に
断
ら
な
い
限
り
、
宿
木
巻
を
含
む
『
源
氏
物
語
注
釈
』
第
十
巻
を
指
す
。

【
注
】
で
引
用
す
る
際
、
例
え
ば
、

　
　

集
成
で
は
、
○
○
○
○
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

と
い
う
形
で
記
す
こ
と
も
、

　
　
　

○
○
○
○
《
集
成
》

と
い
う
形
で
記
す
こ
と
も
あ
る
。

又
、
こ
れ
ら
の
諸
注
釈
書
の
文
言
を
全
く
そ
の
ま
ま
引
用
す
る
場
合
も
、
少
し
表
現
を
変
え
て
引
用
す
る
場
合
も
、

　
　
　

○
○
○
○
《
集
成
》

と
い
う
形
で
記
す
こ
と
に
す
る
。
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四

複
数
の
注
釈
書
で
同
じ
趣
旨
の
注
が
あ
る
場
合
も
一
つ
の
注
釈
書
名
の
み
記
す
こ
と
も
あ
っ
た
。
そ
の
場
合
、
発
行
年
の
早
い
注
釈
書
を
優
先
し
た
。

◎　
「
源
氏
物
語
宿
木
後
半
評
釈
（
１
）」
の
範
囲
は
、
宿
木
巻
〔
三
三
〕
か
ら
〔
四
一
〕
で
あ
る
（
段
落
分
け
は
、
私
に
拠
る
）。

◎　

そ
の
他
の
点
に
就
い
て
は
、『
富
山
大
学
人
文
学
部
紀
要
』
第
六
五
号
（
二
〇
一
六
年
）
所
収
拙
稿
「
源
氏
物
語
宿
木
前
半
評
釈
（
１
）」
の
評
釈
篇
の
凡

例
を
参
照
さ
れ
た
い
。

〔
三
三
〕　

薫
、
弁
の
尼
に
浮
舟
仲
介
を
頼
む
。

さ
て
、
も
の
の
つ
い
で
に
、
か
の
形か
た

代し
ろ

の
こ
と
を
言
ひ
出
で
給
へ
り
。（
弁
の
尼
）「
京
に
、
こ
の
頃
侍
ら
む
と
は
え
知
り
侍
ら
ず
。
人
伝づ

て
に
承
り
し
１

こ
と
の
筋
な
な
り
。
故
宮
2
の
、
ま
だ
か
か
る
山
里
住
み
も
し
給
は
ず
、
故
北
の
方
の
亡う

せ
給
へ
り
け
る
3
程
近
か
り
け
る
頃
、
中
将
の
君
と
て
さ
ぶ
ら
ひ

け
る
上
臈ら
ふ

の
、
心
ば
せ
な
ど
も
け
し
う
は
あ
ら
ざ
り
け
る
を
、
い
と
忍
び
て
は
か
な
き
ほ
ど
に
も
の
宣
は
せ
け
る
を
、
知
る
人
も
侍
ら
ざ
り
け
る
に
、
女
を
む
な

子ご

を

な
ん
産う

み
て
侍
り
け
る
を
、
さ
も
や
あ
ら
む
と
思
す
こ
と
の
あ
り
け
る
か
ら
に
、
あ
い
な
く
わ
づ
ら
は
し
く
も
の
し
き
や
う
に
思
し
な
り
て
、
ま
た
と
も
御
覧

じ
入
る
る
こ
と
も
な
か
り
け
り
。
あ
い
な
く
そ
の
こ
と
に
思
し
懲こ

り
て
、
や
が
て
お
ほ
か
た
聖ひ
じ
りに
成
ら
せ
給
﹇
た
ま
ひ
﹈
に
け
る
を
4
、
は
し
た
な
く
思
ひ

て
え
さ
ぶ
ら
は
ず
な
り
に
け
る
が
、
陸み
ち
の奥
国く
に

の
守か
み

の
妻め

に
な
り
け
る
を
、
一ひ
と
と
せ年
、
上の
ぼ

り
て
、
そ
の
君
た
ひ
ら
か
に
も
の
し
給
﹇
た
ま
ふ
﹈
よ
し
、
こ
の
辺わ
た

り
に

も
ほ
の
め
か
し
申
﹇
ま
う
し
﹈
た
り
け
る
を
聞
こ
し
召
し
つ
け
て
、（
八
の
宮
）『
さ
ら
に
か
か
る
消せ
う
そ
こ息
あ
る
べ
き
こ
と
に
も
あ
ら
ず
』
と
宣
は
せ
放
ち
け
れ
ば
、

か
ひ
な
く
て
な
ん
嘆
き
侍
り
け
る
。
さ
て
、
ま
た
、
常ひ
た
ち陸
に
成
り
て
下く
だ

り
侍
り
け
れ
ば
、
こ
の
年
頃
音お
と

に
も
聞
こ
え
給
は
ざ
り
つ
る
が
、
こ
の
春
、
上の
ぼ

り
て
、

か
の
宮
に
は
尋
ね
参
り
た
り
け
る
5
と
な
ん
、
ほ
の
か
に
聞
き
侍
り
し
。
か
の
君
の
年
は
、
二は
た
ち十
ば
か
り
に
は
成
り
給
ひ
ぬ
ら
む
か
し
。『
い
と
う
つ
く
し
う

生お

ひ
出
で
給
﹇
た
ま
ふ
﹈
が
か
な
し
き
』
な
ど
こ
そ
、
中
頃
は
、
文ふ
み

に
さ
へ
書
き
続
け
て
侍は
べ

め
り
し
か
」
と
聞
こ
ゆ
。

く
は
し
く
聞
き
あ
き
ら
め
給
ひ
て
、（
薫
）「
さ
ら
ば
、
ま
こ
と
に
て
も
あ
ら
む
か
し
、
見
ば
や
」
と
思
ふ
心
出い

で
来き

ぬ
。（
薫
）「
昔
の
御
け
は
ひ
に
、
か
け

て
も
触
れ
た
ら
む
人
は
6
、
知
ら
ぬ
国
ま
で
も
尋
ね
知
ら
ま
ほ
し
き
心
あ
る
を
、
数
ま
へ
給
は
ざ
り
け
れ
ど
、
け
近
き
人
に
こ
そ
は
あ
な
れ
。
わ
ざ
と
は
な
く

と
も
、
こ
の
辺わ
た

り
に
お
と
な
ふ
折
あ
ら
む
つ
い
で
に
、
か
く
な
ん
言
ひ
し
と
伝
へ
給
へ
」
な
ど
ば
か
り
宣
ひ
置
く
。（
弁
の
尼
）「
母
君
7

は
、
故
北
の
方

の
8
御
姪め
ひ

な
り
。
弁
も
離
れ
ぬ
仲
ら
ひ
に
侍
﹇
は
べ
る
﹈
べ
き
9
を
、
そ
の
昔か
み

は
ほ
か
ほ
か
に
侍
り
て
、
く
は
し
く
も
見
給
へ
馴な

れ
ざ
り
き
。
先さ
い

つ
頃
、
京
よ
り
、
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五

大
輔
﹇
た
い
ふ
が
﹈
も
と
よ
り
申
﹇
ま
う
し
﹈
た
り
し
は
、『
か
の
君
な
ん
、（
浮
舟
）<

い
か
で
か
の
10
御み

墓は
か

に
だ
に
参
ら
む>

と
宣
ふ
な
る
、
さ
る
心
せ
よ
』

な
ど
侍
り
し
か
ど
、
ま
だ
、
こ
こ
に
さ
し
は
へ
て
は
お
と
な
は
ず
侍は
べ

め
り
。
い
ま
さ
ら
に
、
さ
や
の
つ
い
で
に
、
か
か
る
仰
せ
な
ど
伝
へ
侍
ら
む
」
と
聞
こ
ゆ
。

注１　

原
本
は
「
う
せ
給
は
り
し
」。「
う
」
の
下
の
「
せ
」
を
「
け
」
に
校
訂
し
た
。

２　

亡
き
八
の
宮
《
集
成
》

３　

原
本
は
「
う
け
給
へ
り
け
る
」。「
う
」
の
下
の
「
け
」
を
「
せ
」
に
校
訂
し
た
。
青
表
紙
本
系
古
代
学
協
会
蔵
本
も
「
う
せ
給
へ
り
け
る
」（
八
十
二
丁
ウ
六
〜
七
行
目
）。

４　
「
聖
」
と
は
、
こ
こ
で
は
、
女
性
の
こ
と
を
全
く
考
え
な
い
男
性
、
と
い
う
意
味
。「
な
ご
り
な
き
御
聖
心
の
深
く
な
り
ゆ
く
に
つ
け
て
も
」（「
幻
」〔
二
〕）。

５　

二
条
院
に
参
上
し
て
中
の
君
の
許
に
お
伺
い
し
た
《
鑑
賞
と
基
礎
知
識
後
半
》。

６　

亡
き
大
君
に
似
た
人
で
あ
る
な
ら
。《
新
全
集
》

７　

浮
舟
の
母
、
中
将
の
君
。《
新
全
集
》

８　

原
本
は
「
こ
き
た
の
」。
下
に
「
方
の
」
を
補
う
。
青
表
紙
本
系
古
代
学
協
会
蔵
本
も
「
故
北
の
方
の
」（
八
十
四
丁
オ
九
行
目
）。

９　

弁
は
故
北
の
方
の
従い

と

こ
姉
妹
。《
新
全
集
》

10　

八
の
宮
の
《
集
成
》

【
鑑
賞
】

こ
の
段
落
か
ら
、
薫
の
強
い
興
味
が
浮
舟
へ
向
け
ら
れ
て
行
く
。

浮
舟
は
、
宇
治
十
帖
執
筆
開
始
の
時
点
で
、
作
者
の
構
想
に
な
か
っ
た
こ
と
は
、
森
岡
常
夫
氏
『
源
氏
物
語
の
研
究
』（
弘
文
堂
、
昭
和
二
三
年
）
四
四
〜

四
五
頁
で
指
摘
さ
れ
、
以
後
定
説
に
成
っ
て
行
く
。
半
分
よ
り
は
明
ら
か
に
短
い
が
、
浮
舟
中
心
に
繰
り
広
げ
ら
れ
る
こ
の
段
落
以
降
を
宿
木
巻
後
「
半
」
と

す
る
理
由
の
一
つ
で
あ
る
。

〔
三
四
〕　

薫
、
弁
の
尼
と
唱
和
。

明
け
ぬ
れ
ば
帰
り
給
は
む
と
て
、
昨よ

べ夜
後お
く

れ
て
持も

て
参
れ
る
絹き
ぬ

、
綿わ
た

な
ど
や
う
の
も
の
、
阿あ

闍ざ

梨り

に
贈
ら
せ
給
﹇
た
ま
ふ
﹈。
尼
君
に
も
賜た
ま

ふ
。
法
師
ば
ら
、
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六

尼あ
ま

君ぎ
み

の
下げ

す衆
ど
も
の
料れ
う

に
と
て
、
布ぬ
の

な
ど
い
ふ
物
を
さ
へ
召
し
て
賜た

ぶ
。
心
細
き
住
ま
ひ
な
れ
ど
、
か
か
る
御
と
ぶ
ら
ひ
た
ゆ
ま
ざ
り
け
れ
ば
、
身
の
ほ
ど
に

は
い
と
め
や
す
く
、
し
め
や
か
に
て
な
ん
行
ひ
け
る
。
木こ

枯が
ら
し
１
の
耐
へ
が
た
き
ま
で
吹
き
と
ほ
し
た
る
に
、
残
る
梢こ
ず
ゑも
な
く
散
り
敷
き
た
る
紅も
み
ぢ葉
を
踏
み
分

け
け
る
跡
も
見
え
ぬ
２
を
見
渡
し
て
、
と
み
に
も
え
出
で
た
ま
は
ず
。
い
と
け
し
き
あ
る
深み

山や
ま

木ぎ

に
や
ど
り
た
る
蔦つ
た

の
色
ぞ
ま
だ
残
り
た
る
。「
こ
だ
に
３
」

な
ど
す
こ
し
引
き
取
ら
せ
給
ひ
て
、
宮
へ
と
思
し
く
て
４
、
持
た
せ
給
ふ
。

　

や
ど
り
木
と
思
ひ
出
で
ず
は
木こ

の
も
と
の
旅
寝
も
い
か
に
さ
び
し
か
ら
ま
し
５

と
独
り
ご
ち
給
ふ
を
聞
き
て
、
尼
君
、

　

荒
れ
果
つ
る
朽く
ち

木き

の
も
と
を
や
ど
り
木
と
思
ひ
置
き
け
る
程
の
悲
し
さ
６

あ
く
ま
で
古
め
き
た
れ
ど
、
ゆ
ゑ
な
く
は
あ
ら
ぬ
を
ぞ
い
さ
さ
か
の
慰
め
に
は
思
し
け
る
。

注１　

現
在
の
冬
の
イ
メ
ー
ジ
と
は
異
な
り
、
秋
の
初
め
か
ら
冬
ま
で
と
、
そ
の
吹
く
季
節
は
広
い
。《
鑑
賞
と
基
礎
知
識
後
半
の
鑑
賞
欄
「
木
枯
」》。

２　
「
秋
は
き
ぬ
紅も

み
ぢ葉
は
屋や

戸ど

に
ふ
り
し
き
ぬ
道
ふ
み
わ
け
て
と
ふ
人
は
な
し
」（『
古
今
和
歌
集
』・
秋
歌
下
・
二
八
七
・
読
人
し
ら
ず
）
に
よ
る
措
辞
。《
集
成
》『
伊
勢
物
語
』
や
『
源

氏
物
語
』
で
は
、
来
訪
す
る
人
が
な
い
家
を
、
雪
や
紅
葉
を
「
踏
み
分
く
」
人
、
若
し
く
は
、「
踏
み
あ
く
」
人
が
自
分
以
外
に
は
な
い
、
と
い
う
措
辞
で
言
い
表
す
。「
忘

れ
て
は
夢
か
と
ぞ
思
ふ
お
も
ひ
き
や
雪
ふ
み
わ
け
て
君
を
見
む
と
は
」（『
伊
勢
物
語
』第
八
十
五
段
）。「
庭
の
紅
葉
こ
そ
踏
み
分
け
た
る
跡
も
な
け
れ
」（「
帚
木
」〔
九
〕）。「
踏

み
あ
け
た
る
跡
も
な
く
、
は
る
ば
る
と
荒
れ
わ
た
り
て
、
い
み
じ
う
さ
び
し
げ
な
る
に
」（「
末
摘
花
」〔
一
三
〕）《「
帚
木
」
の
例
に
つ
い
て
は
、
注
釈
も
挙
げ
て
い
る
》

３　
「
こ
れ
だ
に
」
の
意
味
で
、
せ
め
て
こ
れ
だ
け
で
も
、
と
も
解
せ
る
。《
鑑
賞
と
基
礎
知
識
後
半
》

４　

中
の
君
へ
の
お
土
産
の
お
積
り
ら
し
く
。《
集
成
》

５　

前
に
こ
こ
に
泊
っ
た
こ
と
が
あ
る
と
思
い
出
さ
な
か
っ
た
な
ら
、
こ
の
深み

や
ま山
木ぎ

の
も
と
の
旅
寝
も
ど
ん
な
に
さ
び
し
か
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。「
宿
や
ど
り

木き

」（
こ
こ
は
前
文
に
あ

る
よ
う
に
蔦
の
こ
と
）
に
「
宿
り
き
」
を
掛
け
る
。
巻
名
出
所
の
歌
《
集
成
》

６　

薫
が「
や
ど
り
木
」と
言
っ
た
宇
治
の
邸
は
、実
際
に
は
荒
廃
し
き
っ
た「
荒
れ
は
つ
る
朽
木
」に
ほ
か
な
ら
ぬ
と
し
た
。
前
歌
に
対
し
て
注
解
的
な
機
能
を
さ
え
も
っ
た
詠
歌
。

「
朽
ち
木
」
も
歌
語
《
新
全
集
》。
荒
れ
は
て
た
朽
木
の
よ
う
な
尼
の
住
い
を
、昔
の
宿
と
覚
え
て
く
だ
さ
っ
て
い
る
お
心
の
ほ
ど
も
悲
し
ゅ
う
ご
ざ
い
ま
す
《
新
全
集
下
段
訳
》
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七

【
鑑
賞
】

薫
は
、
中
の
君
へ
贈
る
つ
も
り
で
、「
い
と
け
し
き
あ
る
深
山
木
に
や
ど
り
た
る
蔦
」
を
手
に
取
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
紅
葉
を
男
性
が
女
性
に
贈
る
の
は
、

光
源
氏
が
藤
壺
に
贈
る
と
い
う
賢
木
巻
の
例
が
あ
る
。
人
目
を
忍
ぶ
恋
に
は
、
花
よ
り
も
、
紅
葉
と
い
う
比
較
的
目
立
た
ぬ
贈
り
物
の
ほ
う
が
望
ま
し
い
と
い

う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

紅
葉
を
贈
ら
れ
た
藤
壺
は
、「
な
ほ
か
か
る
心
の
絶
え
た
ま
は
ぬ
こ
そ
、
い
と
疎
ま
し
け
れ
、
あ
た
ら
、
思
ひ
や
り
深
う
も
の
し
た
ま
ふ
人
﹇
＝
光
源
氏
﹈
の
、

ゆ
く
り
な
く
、か
う
や
う
な
る
こ
と
を
り
を
り
ま
ぜ
た
ま
ふ
を
、人
﹇
＝
女
房
達
﹈
も
あ
や
し
と
見
る
ら
む
か
し
、と
心
づ
き
な
く
思
さ
れ
て
」（「
賢
木
」〔
二
三
〕）

と
、
贈
り
主
に
対
し
て
、
嫌
悪
感
を
抱
い
て
い
る
。「
疎
ま
し
」、「
心
づ
き
な
」（
し
）
な
ど
は
嫌
悪
感
の
中
で
も
最
も
強
い
も
の
で
あ
ろ
う
。
桐
壺
院
が
亡
く

な
っ
た
後
な
ら
、
光
源
氏
と
の
恋
愛
も
世
間
は
或
る
程
度
許
容
す
る
よ
う
に
も
思
え
る
が
、
桐
壺
帝
の
御
時
、
二
人
は
不
倫
の
関
係
を
持
っ
た
の
で
あ
り
、
桐

壺
院
死
後
に
二
人
の
関
係
が
明
る
み
に
出
れ
ば
、
生
前
か
ら
始
ま
っ
て
い
た
の
か
ど
う
か
に
注
目
が
集
ま
る
は
ず
で
あ
り
、
い
っ
た
ん
、
疑
い
を
持
た
れ
て
し

ま
え
ば
、
光
源
氏
と
よ
く
似
て
い
る
冷
泉
東
宮
の
顔
と
、
そ
の
年
齢
が
秘
密
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
成
る
に
違
い
な
い
。
露
骨
な
求
愛
は
、
こ
の
上
な
く
迷

惑
だ
っ
た
に
違
い
な
く
、
藤
壺
は
こ
の
直
後
に
、
出
家
し
て
い
る
（「
賢
木
」〔
二
七
〕）。

次
の
段
落
で
、
中
の
君
は
「
む
つ
か
し
き
こ
と
も
こ
そ
」
と
、
や
は
り
、
贈
り
物
を
迷
惑
に
思
っ
て
い
る
。

〔
三
五
〕　

薫
、
中
の
君
に
紅
葉
を
贈
呈
。

宮
に
紅も
み
ぢ葉
奉
れ
給
へ
れ
ば
、
男
宮
１
お
は
し
ま
し
け
る
程
な
り
け
り
。「
南み
な
みの
宮
２
よ
り
」
と
て
、
何
心
な
く
持も

て
参
り
た
る
を
、
女
君
、（
中
の
君
）「
例

の
む
つ
か
し
き
こ
と
も
こ
そ
」
と
苦
し
く
思
せ
ど
、
と
り
隠
さ
む
や
は
。
宮
、（
匂
宮
）「
を
か
し
き
蔦つ
た

か
な
」
と
、
た
だ
な
ら
ず
宣
ひ
て
、
召
し
寄
せ
て
見
給

ふ
。
御
文ふ
み

に
は
、

日
頃
、
何
と
か
お
は
し
ま
す
ら
む
。
山
里
に
も
の
し
侍
り
て
、
い
と
ど
峰
の
朝
霧
に
ま
ど
ひ
は
べ
り
つ
る
、
御
物
語
も
み
づ
か
ら
な
ん
３
。
か
し
こ
の
寝
殿
、

堂
に
な
す
べ
き
こ
と
、
阿あ

ざ闍
梨り

に
言
ひ
つ
け
侍
り
に
き
。
御
ゆ
る
し
侍
り
て
こ
そ
は
、
外ほ
か

に
移
す
こ
と
も
も
の
し
侍
ら
め
。
弁
の
尼
に
さ
る
べ
き
仰お
ほ

せ
言ご
と

は

つ
か
は
せ
。
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八

な
ど
ぞ
あ
る
。（
匂
宮
）「
よ
く
も
つ
れ
な
く
書
き
給
へ
る
文ふ
み

か
な
。
ま
ろ
あ
り
と
ぞ
聞
き
つ
ら
む
」
と
宣
ふ
も
、
す
こ
し
は
、
げ
に
、
さ
や
あ
り
つ
ら
む
。
女

君
は
、事
な
き
を
嬉
し
と
思
ひ
給
ふ
に
、あ
な
が
ち
に
か
く
宣
ふ
を
わ
り
な
し
４
と
思
し
て
、う
ち
怨ゑ
ん

じ
て
ゐ
給
へ
る
御
様
、よ
ろ
づ
の
罪
許
し
つ
べ
く
を
か
し
。

（
匂
宮
）「
返
り
事
書
き
給
へ
。
見
じ
や
」
と
て
、
外ほ
か

ざ
ま
に
向
き
給
へ
り
。
あ
ま
え
て
書
か
ざ
ら
む
も
あ
や
し
け
れ
ば
５  

、

山
里
の
御
歩あ
り

き
の
う
ら
や
ま
し
く
も
侍
る
か
な
。
か
し
こ
は
、
げ
に
、
さ
や
に
て
こ
そ
よ
く
よ
く
と
思
ひ
給
へ
し
を
。
こ
と
さ
ら
に
、
ま
た
、
巌い
は
ほの
中
求
め

む
よ
り
は
、
荒
ら
し
果
つ
ま
じ
く
思
ひ
侍
る
を
、
い
か
に
も
さ
る
べ
き
さ
ま
に
な
さ
せ
給
は
ば
、
お
ろ
か
な
ら
ず
な
ん
。

と
聞
こ
え
給
ふ
。（
匂
宮
）「
か
く
憎
き
気け

色し
き

も
な
き
御
睦む
つ

び
な
め
り
」
と
見
給
﹇
た
ま
ひ
﹈
な
が
ら
、
わ
が
御
心
な
ら
ひ
６
に
、
た
だ
な
ら
じ
と
思
す
が
安

か
ら
ぬ
な
る
べ
し
。

注１　

匂
宮
。《
集
成
》

２　

薫
の
邸
、
三
条
の
宮
。《
集
成
》

３　

い
つ
も
に
も
ま
し
て
峰
の
朝
霧
の
深
さ
に
晴
れ
ぬ
悲
し
み
の
数
々
を
味
わ
い
尽
く
し
ま
し
た
お
話
も
、
い
ず
れ
お
目
に
か
か
り
ま
し
て
申
し
上
げ
ま
し
ょ
う
。「
雁か

り

の
く
る
峰

の
朝あ

さ
ぎ
り霧
は
れ
ず
の
み
思
ひ
尽
き
せ
ぬ
世
の
中
の
憂う

さ
」（『
古
今
和
歌
集
』・
雑
歌
下
・
九
三
五
・
読
人
し
ら
ず
）
に
拠
る
措
辞
。《
集
成
》

４　

無
茶
だ
、
の
意
。「
総
角
」〔
四
〕
の
「
わ
り
な
き
や
う
な
る
も
心
苦
し
く
て
、」
の
「
わ
り
な
き
」
に
つ
い
て
、「
無
理
矢
理
…
…
を
す
る
、
と
い
う
際
に
使
わ
れ
る
形
容
詞
」

と
注
し
た
（
拙
稿
「
源
氏
物
語
総
角
前
半
評
釈
（
２
）」。『
富
山
大
学
人
文
学
部
紀
要
』
第
五
九
号
（
二
〇
一
三
年
）
所
収
）。

５　

匂
宮
の
前
で
返
事
を
書
か
な
い
の
も
、
か
え
っ
て
、
匂
宮
に
あ
や
し
ま
れ
て
し
ま
う
か
ら
。

　
　

鑑
賞
と
基
礎
知
識
後
半
に
も
、「
返
事
を
出
さ
な
い
も
逆
に
匂
宮
に
誤
解
を
与
え
て
し
ま
う
と
い
う
考
え
」
と
あ
る
。

６　

自
分
の
常
日
頃
の
性
格
を
基
準
に
し
て
、他
の
人
も
そ
う
だ
ろ
う
と
思
い
込
む
と
き
に
使
わ
れ
る
言
葉
。「
衛
門
督
、わ
が
あ
や
し
き
心
な
ら
ひ
に
や
、こ
の
君
【
＝
夕
霧
】
の
、

い
と
さ
し
も
親
し
か
ら
ぬ
継ま

ま
は
は母
の
御
事
に
い
た
く
心
し
め
た
ま
へ
る
か
な
、
と
目
を
と
ど
む
。（「
若
菜
下
」〔
二
九
〕）。

【
鑑
賞
】　

中
の
君
へ
の
薫
の
文
が
懸
想
め
い
た
も
の
で
な
か
っ
た
の
は
、
自
分
が
中
の
君
と
一
緒
に
い
る
か
ら
だ
ろ
う
、
と
い
う
の
は
、
匂
宮
の
思
い
込
み
に
過
ぎ
な
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九

い
。
薫
は
、
本
当
に
懸
想
を
す
る
時
に
も
婉
曲
な
、
遠
慮
が
ち
な
書
き
ぶ
り
で
あ
る
と
想
像
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

し
か
し
、
語
り
手
は
、「
す
こ
し
は
、
げ
に
、
さ
や
あ
り
つ
ら
む
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
、「
す
こ
し
」
に
、
疑
わ
れ
て
も
仕
方
が
な
い
薫
の
振
る
舞
い
が

言
い
表
さ
れ
て
い
る
。

〔
三
六
〕　

中
の
君
、
菊
を
見
て
琴
を
弾
く
。

枯か

れ
枯が

れ
な
る
前せ
ん
ざ
い栽
の
中
に
、
尾を

花ば
な

の
、
物
よ
り
こ
と
に
て
、
手
を
さ
し
出
で
て
招
く
１
が
を
か
し
く
見
ゆ
る
に
、
ま
だ
穂
に
出
で
さ
し
た
る
も
、
露
を

つ
ら
ぬ
き
と
む
る
玉
の
緒を

、
は
か
な
げ
に
う
ち
な
び
き
た
る
な
ど
、
例
の
こ
と
な
れ
ど
、
夕
風
な
ほ
あ
は
れ
な
る
こ
ろ
な
り
か
し
。

（
匂
宮
）
穂
に
出
で
ぬ
も
の
思
ふ
ら
し
し
の
す
す
き
招
く
た
も
と
の
露
し
げ
く
し
て
２

な
つ
か
し
き
ほ
ど
の
御
衣ぞ

ど
も
に
、
直な
ほ

衣し

ば
か
り
３
着
給
ひ
て
、
琵び

は琶
を
弾
き
ゐ
給
へ
り
。
黄わ
う
し
き
わ
う

鐘
調
の
搔
き
合
は
せ
を
、
い
と
あ
は
れ
に
弾
き
な
し
給
へ
ば
、

女
君
も
心
に
入
り
給
へ
る
こ
と
に
て
、
も
の
怨ゑ
ん

じ
も
え
し
果
て
給
は
ず
、
小
さ
き
御
几き
ち

帳や
う

の
つ
ま
よ
り
、
脇け
ふ

息そ
く

に
寄
り
か
か
り
て
ほ
の
か
に
さ
し
出
で
給
へ
る
、

い
と
見
ま
ほ
し
く
ら
う
た
げ
な
り
。

（
中
の
君
）「
秋
果
つ
る
野
辺
の
気
色
も
し
の
す
す
き
ほ
の
め
く
風
に
つ
け
て
こ
そ
知
れ
４

わ
が
身
一
つ
の
５
」
と
て
涙
ぐ
ま
る
る
が
、
さ
す
が
に
恥
づ
か
し
け
れ
ば
、
扇あ
ふ
ぎを
紛
ら
は
し
て
お
は
す
る
心
６
の
中う
ち

も
、
ら
う
た
く
推
し
は
か
ら
る
れ
ど
、（
匂

宮
）「
か
か
る
に
こ
そ
人
も
え
思
ひ
放
た
ざ
ら
め
」
と
疑
は
し
き
方
た
だ
な
ら
で
恨
め
し
き
７
な
め
り
。

菊
の
、
ま
だ
よ
く
も
う
つ
ろ
ひ
果
て
で
、
わ
ざ
と
つ
く
ろ
ひ
た
て
さ
せ
給
へ
る
は
、
な
か
な
か
お
そ
き
に
、
い
か
な
る
一ひ
と
も
と本
に
か
あ
ら
む
、
い
と
見
ど
こ
ろ

あ
り
て
う
つ
ろ
ひ
た
る
を
、
と
り
わ
き
て
折
ら
せ
給
ひ
て
、（
匂
宮
）「
花
の
中
に
偏ひ
と
へに
」
８
と
誦ず

じ
給
ひ
て
、（
匂
宮
）「
な
に
が
し
の
皇み

こ子
の
、
こ
の
花
め

で
た
る
夕ゆ
ふ
べぞ
か
し
、
い
に
し
へ
天
人
の
翔
り
て
、
琵び

は琶
の
手
を
調
べ
け
る
は
９
。
何
事
も
浅
く
な
り
に
た
る
世
は
も
の
憂
し
や
」
と
て
、
御
琴こ
と

さ
し
置
き
給

ふ
を
、
口
惜
し
と
思
し
て
、（
中
の
君
）「
心
こ
そ
浅
く
も
あ
ら
め
、
昔
を
伝
へ
た
ら
む
こ
と
さ
へ
は
、
な
ど
て
か
さ
し
も
」
と
て
、
お
ぼ
つ
か
な
き
手
な
ど
を

ゆ
か
し
げ
に
思
し
た
れ
ば
、（
匂
宮
）「
さ
ら
ば
、
ひ
と
り
ご
と
は
さ
う
ざ
う
し
き
に
、
さ
し
答い
ら

へ
し
給
へ
か
し
」
と
て
、
人
召
し
て
、
箏さ
う

の
御
琴こ
と

と
り
寄
せ
さ

せ
て
、
弾ひ

か
せ
奉
り
給
へ
ど
、（
中
の
君
）「
昔
こ
そ
ま
ね
ぶ
人
も
も
の
し
給
ひ
し
か
、
は
か
ば
か
し
く
弾
き
も
と
め
ず
な
り
に
し
も
の
を
」
と
つ
つ
ま
し
げ
に
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て
手
も
触
れ
給
は
ね
ば
、（
匂
宮
）「
か
ば
か
り
の
こ
と
も
、
隔
て
給
へ
る
こ
そ
心
憂
け
れ
。
こ
の
頃
見
る
辺わ
た

り
10 

は
、
ま
だ
い
と
心
と
く
べ
き
ほ
ど
に
も
な

ら
ね
ど
、
片か
た

な
り
な
る
初う
ひ

ご
と
を
も
隠
さ
ず
こ
そ
あ
れ
。（
薫
）『
す
べ
て
、
女
は
、
や
は
ら
か
に
心
う
つ
く
し
き
な
ん
良
き
こ
と
』
と
こ
そ
、
そ
の
中
納
言
も

定
む
11 
め
り
し
か
12 

。
か
の
君
に
、
は
た
、
か
く
も
つ
つ
み
給
は
じ
。
こ
よ
な
き
御
仲
な
め
れ
ば
13 

」
な
ど
、
ま
め
や
か
に
恨
み
ら
れ
て
14 

ぞ
、
う
ち
嘆
き

て
す
こ
し
調
べ
給
ふ
。
ゆ
る
び
た
り
け
れ
ば
、
盤ば
ん

渉し
き

調で
う

に
合
は
せ
給
ふ
。
搔
き
合
は
せ
な
ど
、
爪つ
ま
お
と音
を
か
し
げ
に
聞
こ
ゆ
。
伊
勢
の
海
う
た
ひ
給
ふ
御
声
の
あ

て
に
を
か
し
き
を
、
女
ば
ら
も
物
の
背う
し

後ろ

に
近
づ
き
参
り
て
、
笑ゑ

み
ひ
ろ
ご
り
て
ゐ
た
り
。（
女
房
）「
二ふ
た

心ご
こ
ろお
は
し
ま
す
は
つ
ら
け
れ
ど
、
そ
れ
も
こ
と
わ
り

な
れ
ば
、
な
ほ
わ
が
御お

前ま
へ

を
ば
幸
ひ
人
15 

と
こ
そ
は
申
さ
め
。
か
か
る
御
あ
り
さ
ま
に
ま
じ
ら
ひ
給
ふ
べ
く
も
あ
ら
ざ
り
し
所
の
御
住
ま
ひ
を
、
ま
た
帰
り

な
ま
ほ
し
げ
に
思
し
て
、
宣
は
す
る
こ
そ
い
と
心
憂
け
れ
」
な
ど
、
た
だ
言
ひ
に
言
へ
ば
16 

、
若
き
人
々
は
、「
あ
な
か
ま
や
」
な
ど
制
す
。

注１　
「
尾
花
」
は
穂
（
花
）
の
出
た
薄す
す
き。
穂
の
な
び
く
様
子
を
、手
を
振
っ
て
人
を
招
く
動
作
に
見
立
て
る
。
和
歌
固
有
の
擬
人
法
。
次
の
匂
宮
の
和
歌
も
同
じ
表
現
法
。《
新
全
集
》

「
こ
の
家
の
垣
ほ
よ
り
、
い
と
め
で
た
く
色
清
ら
な
る
尾
花
、
折
れ
返
り
招
く
。
前さ

き

に
立
ち
た
ま
へ
る
人
、（
兵
衛
佐
）「
あ
や
し
く
招
く
と
こ
ろ
か
な
」
と
て
、
／　
　

吹
く

風
の
招
く
な
る
べ
し
花
す
す
き
わ
が
呼
ぶ
人
の
袖
と
見
つ
る
は
／
と
て
渡
り
た
ま
ふ
。
若
小
君
（
＝
藤
原
兼
雅
）、
／　
　

見
る
人
の
招
く
な
る
ら
む
花
す
す
き
わ
が
袖
ぞ
と

は
い
は
ぬ
も
の
か
ら
／
と
て
、
立
ち
寄
り
た
ま
ひ
て
折
り
た
ま
ふ
に
、
こ
の
女
（
＝
俊
蔭
女
）
の
見
ゆ
」（『
う
つ
ほ
物
語
』「
俊
蔭
」〔
一
七
〕）。

２　

表お
も
てに
は
現
さ
な
い
何
か
悩
み
で
も
お
あ
り
の
よ
う
で
す
ね
、
露
に
う
ち
し
お
れ
て
人
恋
し
げ
な
す
す
き
の
風
情
さ
な
が
ら
で
す
よ
。
薫
の
こ
と
を
諷
す
る
。《
集
成
》

３　

底
本
は
、「
な
つ
か
し
き
か
り
き
給
て
」。
青
表
紙
本
系
古
代
学
協
会
蔵
本
が「
な
つ
か
し
き
ほ
と
の
御
そ
と
も
に
な
お
し
ハ
か
り
き
給
て
」と
あ
る（
八
十
七
ウ
八
〜
一
〇
行
目
）

と
あ
る
の
を
参
照
し
て
、「
ほ
ど
の
御
そ
と
も
に
、
な
ほ
し
は
」
を
補
っ
た
。

４　

も
う
私
が
す
っ
か
り
嫌
い
に
お
な
り
に
な
っ
た
あ
な
た
様
の
お
気
持
は
、そ
れ
と
な
い
そ
ぶ
り
で
も
私
に
は
分
り
ま
す
。「
秋
果
つ
る
」に「
飽
き
果
つ
る
」を
掛
け
る
。《
集
成
》

５　
「
お
ほ
か
た
の
我わ

が
身
一ひ
と

つ
の
う
き
か
ら
に
な
べ
て
の
世
を
も
怨
つ
る
か
な
」（『
拾
遺
集
』・
恋
五
・
九
五
三
・
貫
之
）。
わ
が
身
の
不
仕
合
せ
か
ら
、
秋
の
哀
れ
も
ひ
と
し
お

身
に
沁
み
ま
す
、
と
い
う
ほ
ど
の
気
持
で
あ
ろ
う
。《
集
成
》

６　

底
本
は
「
こ
ゝ
ろ
こ
ゝ
ろ
」。
二
つ
目
の
「
こ
ゝ
ろ
」
を
衍
字
と
見
做
し
、
削
除
し
た
。

７　

中
の
君
が
魅
力
的
だ
か
ら
、
恐
ら
く
他
の
男
と
の
密
通
の
機
会
も
増
え
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
発
想
は
、〔
二
五
〕
に
も
見
ら
れ
た
。「
う
ち
泣
き
給
へ
る
気
色
の
、
限

り
な
く
あ
は
れ
な
る
を
見
る
に
も
、（
匂
宮
）「
か
か
れ
ば
ぞ
か
し
」
と
い
と
ど
心
や
ま
し
く
て
、」。「
…
…
愛
敬
づ
き
ら
う
た
き
と
こ
ろ
な
ど
の
、
な
ほ
人
に
は
多
く
ま
さ
り

て
思
さ
る
る
ま
ま
に
は
、（
匂
宮
）「
こ
れ
を
は
ら
か
ら
な
ど
に
は
あ
ら
ぬ
人
の
け
近
く
言
ひ
通
ひ
て
、
事
に
ふ
れ
つ
つ
、
お
の
づ
か
ら
声
、
け
は
ひ
を
も
聞
き
見
馴
れ
む
は
、
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源
氏
物
語
宿
木
後
半
評
釈
（
１
）

一
一

い
か
で
か
た
だ
に
も
思
は
む
。
か
な
ら
ず
し
か
お
ぼ
え
ぬ
べ
き
こ
と
な
る
を
」
と
わ
が
い
と
隈
な
き
御
心
な
ら
ひ
に
思
し
知
ら
る
れ
ば
、
心
を
か
け
て
、（
匂
宮
）「
し
る
き

さ
ま
な
る
文
な
ど
や
あ
る
」
と
、
近
き
御
厨づ

し子
、
小
唐
櫃
な
ど
や
う
の
物
を
も
、
さ
り
げ
な
く
て
探
し
給
へ
ど
、
さ
る
物
も
な
し
。
…
…
（
匂
宮
）「
あ
や
し
。
な
ほ
、
い
と

か
う
の
み
は
あ
ら
じ
か
し
」
と
疑
は
る
る
に
、」

８　
「
是こ

れ
花
の
中な
か

に
偏ひ
と
へに
菊
を
愛
す
る
に
は
あ
ら
ず
／
此こ

の
花
開ひ
ら

け
て
後の
ち

更さ
ら

に
花
無な

け
れ
ば
な
り
」（『
和
漢
朗
詠
集
』・
上
・
菊
・
二
六
七
・
元
稹
）《
集
成
》

９　

新
全
集
は
、「
源
高
明
（
醍
醐
天
皇
第
五
皇
子
）
の
庭
の
木
に
廉

れ
ん
し
よ
う承
武ぶ

の
霊
が
降
り
て
、
小
児
の
口
を
あ
り
て
前
注
の
詩
﹇
＝
是こ

れ
花
の
中な
か

に
偏ひ
と
へに
…
…
﹈
を
詠
じ
、
作
者
元

稹
の
本
意
は
「
開
ケ
テ
後
」
で
は
な
く
「
開
ケ
尽
キ
テ
」
で
あ
っ
た
と
し
、
さ
ら
に
琵
琶
の
秘
曲
を
授
け
た
と
す
る
故
事
。『
源
氏
釈
』『
紫
明
抄
』『
河
海
抄
』
な
ど
に
注
さ

れ
る
こ
の
伝
承
は
、『
江
談
抄
』『
十
訓
抄
』『
古
今
著
聞
集
』
な
ど
に
も
類
話
が
見
え
る
」
と
注
す
る
が
、
匂
宮
は
、「『
開
ケ
テ
後
』
で
は
な
く
『
開
ケ
尽
キ
テ
』」
で
あ
る

と
い
う
こ
と
に
は
言
及
し
て
い
な
い
し
、
天
人
の
名
に
値
す
る
か
ど
う
か
も
不
明
で
あ
る
の
で
、
出
典
不
明
と
し
て
お
き
た
い
。

10　

六
の
君
の
こ
と
。《
集
成
》

11　

藤
袴
巻
末
に
、「
定
む
」
の
用
例
が
あ
る
。「
女
の
御
心
ば
へ
は
、
こ
の
君
﹇
＝
玉
鬘
﹈
を
な
ん
本ほ

ん

に
す
べ
き
と
、
大お
と
ど臣
た
ち
定
め
き
こ
え
た
ま
ひ
け
り
と
や
」。
こ
の
「
定
め
」

と
同
じ
く
、
評
定
す
る
、
の
意
で
あ
ろ
う
。

12　
「
す
べ
て
、
女
は
、
や
は
ら
か
に
心
う
つ
く
し
き
な
ん
良
き
こ
と
」
に
つ
い
て
は
、
光
源
氏
が
紫
上
に
言
っ
た
詞
の
中
に
、
似
た
も
の
が
あ
る
。「（
源
氏
）「
…
…
。
女
は
、

心
や
は
ら
か
な
る
な
む
よ
き
」
な
ど
今
よ
り
教
へ
き
こ
え
た
ま
ふ
」（「
若
紫
」〔
二
三
〕）。
光
源
氏
は
、
戸
籍
上
の
息
子
で
あ
る
薫
に
、
こ
う
し
た
教
え
を
伝
授
し
た
の
で
あ

ろ
う
。

13　

薫
と
の
仲
を
推
量
す
る
い
や
み
で
し
め
く
く
る
。《
新
全
集
》。

14　

こ
の「
恨（
む
）」に
就
い
て
も
、「
宿
木
」〔
四
〕鑑
賞
欄
参
照
。（
拙
稿「
源
氏
物
語
宿
木
前
半
評
釈（
１
）」。『
富
山
大
学
人
文
学
部
紀
要
』六
五
号
。
二
〇
一
六
年
）。
こ
こ
で
も
、

連
用
修
飾
語
は
、「
ま
め
や
か
に
」
で
あ
る
。

15　

低
い
身
分
な
の
に
、思
い
が
け
ず
高
貴
な
人
と
結
婚
し
て
重
ん
じ
ら
れ
る
、幸
運
な
女
性
を
い
う
。
黄
鐘
調
と
盤
渉
調
の
調
べ
が
相
和
し
、二
人
の
仲
睦
ま
じ
い
様
子
を
見
た
、

女
房
の
感
嘆
の
声
で
あ
る
。
物
語
中
、
幸
い
人
と
取
り
沙
汰
さ
れ
た
女
性
は
、
明
石
の
君
二
例
、
中
の
君
二
例
、
紫
の
上
一
例
で
あ
る
《
注
釈
》

16　

動
詞
の
連
用
形
プ
ラ
ス
「
に
」
プ
ラ
ス
同
じ
動
詞
、
と
い
う
語
法
は
、
そ
の
こ
と
が
滞
り
な
く
行
わ
れ
る
こ
と
を
示
す
。「
蟻あ

り

は
い
と
に
く
け
れ
ど
、
か
ろ
び
い
み
じ
う
て
、

水
の
上
な
ど
を
た
だ
歩あ

ゆ

み
に
歩
み
あ
り
く
こ
そ
を
か
し
け
れ
」（『
枕
草
子
』
四
一
）。

【
鑑
賞
】

新
全
集
は
、「
盤
渉
調
」
の
注
と
し
て
、「
箏
を
盤
渉
調
（
帚
木
１
八
〇
ペ
ー
ジ
注
二
八
）
に
と
と
の
え
た
」
と
、
雨
夜
の
品
定
め
の
一
場
面
に
注
意
を
喚
起

し
て
い
る
。
今
、
そ
の
場
面
を
引
用
し
よ
う
。
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富
山
大
学
人
文
学
部
紀
要

一
二

菊
い
と
お
も
し
ろ
く
う
つ
ろ
ひ
わ
た
り
て
、
風
に
競き
ほ

へ
る
紅も
み
ぢ葉
の
乱
れ
な
ど
、
あ
は
れ
と
げ
に
見
え
た
り
。﹇
女
は
﹈
ま
た
箏さ
う

の
琴こ
と

を
盤ば
ん

渉し
き

調で
う

に
調
べ
て
、

い
ま
め
か
し
く
掻
い
弾ひ

き
た
る
爪つ
ま
お
と音
、
か
ど
な
き
に
は
あ
ら
ね
ど
、（「
帚
木
」〔
九
〕）

趣
深
く
色
変
わ
り
し
た
菊
を
背
景
に
、
や
や
高
い
音
で
あ
る
盤
渉
調
で
演
奏
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
段
落
の
後
半
で
も
、
色
変
わ
り
し
た
菊
を
背
景
に
、
中
の
君
が
盤
渉
調
で
演
奏
し
て
い
る
。
前
半
で
は
、
尾
花
が
目
立
っ
た
。
菊
が
描
写
さ
れ
る
後
半

で
初
め
て
、
盤
渉
調
の
演
奏
が
始
ま
る
の
で
あ
る
。
菊
と
盤
渉
調
と
の
取
り
合
わ
せ
を
愛
で
る
美
意
識
が
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

〔
三
七
〕　

夕
霧
、
匂
宮
を
連
れ
去
る
。

御
琴こ
と

ど
も
教
へ
奉
り
な
ど
し
て
、
三
、四
日
籠こ
も

り
お
は
し
て
、
御
物も
の
い
み忌
な
ど
こ
と
つ
け
給
ふ
を
、
か
の
殿
に
は
恨
め
し
く
思
し
て
、
大お
と
ど臣
、
内う

ち裏
よ
り
出
で

給
ひ
け
る
ま
ま
に
こ
こ
に
参
り
給
へ
れ
ば
、
宮
、「
こ
と
ご
と
し
げ
な
る
さ
ま
し
て
、
何
し
に
い
ま
し
つ
る
ぞ
と
よ
」
と
む
つ
か
り
給
へ
ど
、
あ
な
た
に
渡
り

給
ひ
て
対た
い
め
ん面
し
給
ふ
。（
夕
霧
）「
こ
と
な
る
こ
と
な
き
ほ
ど
は
、
こ
の
院
を
見
で
久
し
う
な
り
侍
る
も
あ
は
れ
に
こ
そ
」
な
ど
１
、
昔
の
御
物
語
ど
も
す
こ

し
聞
こ
え
給
ひ
て
、
や
が
て
引
き
連
れ
聞
こ
え
給
ひ
て
出
で
給
ひ
ぬ
。
御
子
ど
も
の
殿
ば
ら
、
さ
ら
ぬ
上
達
部
、
殿
上
人
な
ど
も
い
と
多
く
引
き
続
き
給
へ
る
、

勢
ひ
こ
ち
た
き
を
見
る
に
、
並
ぶ
べ
く
も
あ
ら
ぬ
ぞ
屈く

し
い
た
か
り
け
る
。
人
々
の
ぞ
き
て
見
奉
り
て
、（
女
房
）「
さ
も
、
き
よ
ら
に
お
は
し
け
る
大お
と
ど臣
か
な
。

さ
ば
か
り
、
い
づ
れ
と
も
な
く
若
く
盛
り
に
て
、
き
よ
げ
に
お
は
さ
う
ず
る
２
御
子
ど
も
の
、
似
給
ふ
べ
き
も
な
か
り
け
り
。
あ
な
め
で
た
や
」３
と
言
ふ
も

あ
り
。
ま
た
、（
女
房
）「
さ
ば
か
り
や
む
ご
と
な
げ
な
る
御
さ
ま
に
て
、
わ
ざ
と
迎
へ
に
参
り
給
へ
る
こ
そ
憎
け
れ
。
や
す
げ
な
の
世
の
中
や
」
な
ど
、
う
ち

嘆
く
も
あ
る
べ
し
。
御
み
づ
か
ら
も
、
来き

し
方か
た

を
思
﹇
お
も
ひ
﹈
出
づ
る
よ
り
は
じ
め
、
か
の
は
な
や
か
な
る
御
仲
ら
ひ
に
立
ち
ま
じ
る
べ
く
も
あ
ら
ず
、
か

す
か
な
る
身
の
お
ぼ
え
を
と
い
よ
い
よ
心
細
け
れ
ば
、（
中
の
君
）「
な
ほ
心
や
す
く
籠こ
も

り
ゐ
な
ん
の
み
こ
そ
目
や
す
か
ら
め
」
な
ど
、
い
と
ど
お
ぼ
え
給
ふ
。

は
か
な
く
て
年
も
暮
れ
ぬ
。

注１　

父
・
光
源
氏
の
思
い
出
が
残
っ
て
い
る
、
こ
の
二
条
院
は
、
し
ば
ら
く
見
な
い
で
い
る
と
、
な
つ
か
し
く
な
る
、
だ
か
ら
来
た
、
と
い
う
趣
旨
の
夕
霧
の　

詞
。
鑑
賞
と
基
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源
氏
物
語
宿
木
後
半
評
釈
（
１
）

一
三

礎
知
識
後
半
鑑
賞
欄
「
夕
霧
と
二
条
院
」
に
も
、「
夕
霧
に
と
っ
て
こ
の
場
所
は
思
い
出
深
い
場
所
で
あ
っ
た
ろ
う
」
と
あ
る
。
勿
論
、
こ
れ
は
、
こ
こ
に
来
た
口
実
で
あ
る
。

真
の
狙
い
は
、
大
勢
の
子
供
を
引
き
連
れ
て
こ
こ
に
来
て
、
そ
の
帰
り
に
匂
宮
を
連
れ
去
ろ
う
、
と
い
う
こ
と
に
あ
る
。

２　
「
お
は
さ
う
ず
」
は
、
元
の
語
構
成
の
要
素
で
あ
る
「
あ
ふ
」
の
意
味
を
保
持
し
て
い
て
、
主
語
は
複
数
と
な
る
。《
鑑
賞
と
基
礎
知
識
鑑
賞
欄
「
お
は
さ
う
ず
る
」》

３　

こ
の
詞
は
、「
き
よ
ら
な
り
」
が
「
き
よ
げ
な
り
」
よ
り
一
段
高
い
美
を
示
す
、
と
考
え
る
際
の
格
好
の
根
拠
に
な
る
。

【
鑑
賞
】　

「
心
細
し
」
は
「
心
細
い
」
と
訳
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
、
そ
れ
は
そ
れ
で
い
い
の
だ
が
、
現
代
語
の
「
心
細
い
」
が
漠
然
と
し
た
不
安
を
表
す
こ
と
が
多
い

の
に
対
し
、
も
っ
と
切
実
な
、
目
の
前
に
迫
っ
た
不
安
で
あ
る
。

○
今こ
と
し年
こ
そ
な
り
は
ひ
に
も
頼
む
と
こ
ろ
す
く
な
く
、
田ゐ
な
か舎
の
通
ひ
も
思
ひ
か
け
ね
ば
、
い
と
心
細
け
れ
。（「
夕
顔
」〔
一
〇
〕）

次
の
例
は
、「
あ
つ
し
」（
＝
病
気
が
ち
）
と
共
に
使
わ
れ
て
い
る
が
、
命
に
関
わ
る
よ
う
な
病
気
を
読
者
に
連
想
さ
せ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

○
い
と
あ
つ
し
く
な
り
ゆ
き
、
も
の
心
細
げ
に
里
が
ち
な
る
を
（「
桐
壷
」〔
一
〕）

そ
の
た
め
、
親
が
な
い
娘
に
も
、
頻
用
さ
れ
る
。

○
親
も
な
く
、
い
と
心
細
げ
に
て
、
さ
ら
ば
こ
の
人
こ
そ
は
と
事
に
ふ
れ
て
思
へ
る
さ
ま
も
ら
う
た
げ
な
り
き
。（「
帚
木
」〔
一
〇
〕）

○
故
常ひ
た
ち陸
の
親み

こ王
の
末
に
ま
う
け
て
い
み
じ
う
か
な
し
う
か
し
づ
き
た
ま
ひ
し
御
む
す
め
、
心
細
く
て
残
り
ゐ
た
る
を
、（「
末
摘
花
」〔
二
〕）

○
と
り
わ
き
て
ら
う
た
く
し
た
ま
ひ
し
小
さ
き
童わ
ら
はの
、
親
ど
も
も
な
く
い
と
心
細
げ
に
思
へ
る
、
こ
と
わ
り
に
見
た
ま
ひ
て
、（「
葵
」〔
二
二
〕）

○
﹇
自
分
、
即
ち
中
の
君
と
大
君
は
﹈
幼
き
程
よ
り
、
心
細
く
あ
は
れ
な
る
身
ど
も
に
て
（「
宿
木
」〔
一
三
〕）

ま
た
、
切
実
な
不
安
で
あ
る
以
上
、
や
は
り
、
も
う
す
ぐ
死
ぬ
に
違
い
な
い
と
い
う
と
き
に
も
頻
用
さ
れ
る
。

○
﹇
朱
雀
帝
は
、﹈
お
ほ
か
た
世
に
え
長
く
あ
る
ま
じ
う
、
心
細
き
こ
と
（「
澪
標
」〔
一
〕）

○
﹇
六
条
御
息
所
は
﹈
に
は
か
に
重
く
わ
づ
ら
ひ
た
ま
ひ
て
、
も
の
い
と
心
細
く
思
さ
れ
け
れ
ば
、（「
澪
標
」〔
一
二
〕）

○
朱す

雀ざ
く

院ゐ
ん

の
帝み
か
ど、
あ
り
し
御み

幸ゆ
き

の
後の
ち

、
そ
の
こ
ろ
ほ
ひ
よ
り
、
例
な
ら
ず
な
や
み
わ
た
ら
せ
た
ま
ふ
。
も
と
よ
り
あ
つ
し
く
お
は
し
ま
す
中う
ち

に
、
こ
の
た

び
は
も
の
心
細
く
思お
ぼ

し
め
さ
れ
て
、（「
若
菜
上
」〔
一
〕）
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一
四

○
我
﹇
＝
自
分
、
即
ち
女
三
宮
﹈
も
、
今け

ふ日
か
明あ

す日
か
の
心
地
し
て
も
の
心
細
け
れ
ば
、（「
柏
木
」〔
二
〕）

興
味
深
い
の
は
、
匂
宮
の
心
理
を
い
う
場
合
、
女
性
を
失
っ
た
と
き
、
或
い
は
、
失
い
そ
う
な
と
き
、「
心
細
し
」
が
使
わ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
匂
宮
に
と
っ
て
、

そ
の
と
き
に
恋
を
し
て
い
る
女
性
を
失
う
の
は
、
大
袈
裟
で
な
く
、
死
ぬ
程
の
悲
し
み
な
の
で
あ
ろ
う
。
実
際
、
病
気
に
な
る
こ
と
も
あ
っ
た
。

○
お
と
ろ
〳
〵
し
き
心
ち
に
も
は
へ
ら
ぬ
を
み
な
人
は
つ
ゝ
し
む
へ
き
や
ま
ひ
の
さ
ま
な
り
と
の
み
も
の
す
れ
は
う
ち
に
も
宮
に
も
お
ほ
し
さ
わ
く
か
い

と
く
る
し
く
け
に
世
中
の
つ
ね
な
き
を
も
心
ほ
そ
く
思
は
へ
る
（「
蜻
蛉
」
十
四
丁
オ
）

新
全
集
で
は
、

お
ど
ろ
お
ど
ろ
し
き
心
地
に
も
は
べ
ら
ぬ
を
、
皆み
な

人ひ
と

は
、
つ
つ
し
む
べ
き
病
の
さ
ま
な
り
と
の
み
も
の
す
れ
ば
、
内う

ち裏
に
も
宮
に
も
思
し
騒
ぐ
が
い
と

苦
し
く
、
げ
に
世
の
中
の
常
な
き
を
も
、
心
細
く
思
ひ
は
べ
る
（「
五
」）

○
か
う
お
ほ
し
い
ら
る
れ
と
お
は
し
ま
す
事
は
わ
り
な
し
か
う
の
み
も
の
を
思
は
ゝ
さ
ら
に
え
な
か
ら
ふ
ま
し
き
身
な
め
り
と
心
ほ
そ
さ
を
そ
へ
て
な
け

き
給
（「
浮
舟
」
二
十
六
丁
オ
）

新
全
集
で
は
、

か
う
思
し
焦い

ら
る
れ
ど
、
お
は
し
ま
す
こ
と
は
い
と
わ
り
な
し
。
か
う
の
み
も
の
を
思
は
ば
、
さ
ら
に
え
な
が
ら
ふ
ま
じ
き
身
な
め
り
と
心
細
さ
を
添

へ
て
嘆
き
た
ま
ふ
。（〔
一
五
〕）

こ
の
段
落
の
「
心
細
し
」
は
、
中
の
君
の
心
理
を
言
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、
次
段
落
以
降
、
出
産
、
し
か
も
男
児
出
産
が
語
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
。

次
の
帝
の
有
力
候
補
の
匂
宮
の
男
児
を
出
産
し
、
地
位
が
安
定
し
た
あ
と
の
中
の
君
の
描
写
に
於
い
て
は
、
た
と
え
「
心
細
し
」
が
使
わ
れ
て
い
て
も
、

〇
世
中
の
う
ら
め
し
く
心
ほ
そ
き
お
り
く
も
又
か
く
な
か
ら
ふ
れ
は
す
こ
し
も
お
も
ひ
な
く
さ
め
つ
へ
き
お
り
も
あ
る
を
（「
東
屋
」
二
十
二
丁
オ
）

新
全
集
で
は
、

世
の
中
の
恨
め
し
く
心
細
き
を
り
を
り
も
、
ま
た
、
か
く
な
が
ら
ふ
れ
ば
、
す
こ
し
も
思
ひ
慰
め
つ
べ
き
を
り
も
あ
る
を
、（〔
十
八
〕）

の
よ
う
に
、「
思
ひ
慰
（
む
）」
と
一
緒
に
使
わ
れ
て
い
た
り
、

〇
あ
は
れ
に
あ
さ
ま
し
き
は
か
な
さ
の
さ
ま
〳
〵
に
つ
け
て
心
ふ
か
き
な
か
に
我
ひ
と
り
物
思
し
ら
ね
は
い
ま
ゝ
て
な
か
ら
ふ
る
に
や
そ
れ
も
い
つ
ま
て
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一
五

と
心
ほ
そ
く
お
ほ
す
（「
蜻
蛉
」
十
八
丁
オ
〜
ウ
）

新
全
集
で
は
、

あ
は
れ
に
あ
さ
ま
し
き
は
か
な
さ
の
さ
ま
ざ
ま
に
つ
け
て
心
深
き
中
に
、
我
一ひ
と
り人
、
も
の
思
ひ
知
ら
ね
ば
、
今
ま
で
な
が
ら
ふ
る
に
や
、
そ
れ
も
い
つ

ま
で
、
と
心
細
く
思
す
。（「
蜻
蛉
」〔
六
〕）

の
よ
う
に
、
姉
妹
の
夭
折
に
触
発
さ
れ
て
の
感
慨
で
あ
る
。

〔
三
八
〕　

中
の
君
、
出
産
近
づ
く
。

正
月
晦つ
ご
も
り
が
た

日
方
よ
り
、
例
な
ら
ぬ
さ
ま
に
な
や
み
給
ふ
１
を
、
宮
、
ま
だ
御
覧
じ
知
ら
ぬ
こ
と
に
て
、
い
か
な
ら
む
と
思
し
嘆
き
て
、
御み

修ず

法ほ
ふ

な
ど
、
所
ど

こ
ろ
に
て
あ
ま
た
せ
さ
せ
給
ふ
に
、
ま
た
ま
た
は
じ
め
添
へ
さ
せ
給
ふ
。
い
と
い
た
う
わ
づ
ら
ひ
給
へ
ば
、
后き
さ
いの
宮
よ
り
も
御
と
ぶ
ら
ひ
あ
り
。
か
く
て
三み

年と
せ

に
な
り
ぬ
れ
ど
２
、
一
と
こ
ろ
の
御
心
ざ
し
こ
そ
お
ろ
か
な
ら
ね
、
お
ほ
か
た
の
世
に
は
も
の
も
の
し
く
も
も
て
な
し
聞
こ
え
給
は
ざ
り
つ
る
を
、
こ
の
折
ぞ
、

い
づ
こ
に
も
い
づ
こ
に
も
聞
こ
し
召
し
驚
き
て
、
御
と
ぶ
ら
ひ
ど
も
聞
こ
え
給
ひ
け
る
。

注１　

懐
妊
の
徴
候
の
現
れ
た
の
は
昨
年
五
月
ご
ろ
。
出
産
が
近
い
。《
新
全
集
》
昨
年
五
月
ご
ろ
、
と
は
、
拙
稿
「
源
氏
物
語
宿
木
前
半
評
釈
（
２
）」
で
は
、〔
一
七
〕
に
当
た
る

（『
富
山
大
学
人
文
学
部
紀
要
』
第
六
六
号
（
二
〇
一
七
年
））。

２　

集
成
は
、「
こ
う
し
て
も
う
三
年
に
な
っ
た
け
れ
ど
も
。
中
の
君
が
二
条
の
院
に
移
っ
て
か
ら
三
年
と
読
め
る
。
こ
の
年
（
宿
木
の
第
三
年
）
を
、中
の
君
が
二
条
の
院
に
移
っ

た
早
蕨
の
春
の
翌
年
と
す
る
の
が
現
行
年と

し

立だ
ち

の
処
理
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
は
二
条
の
院
移
転
か
ら
足
掛
け
二
年
に
し
か
な
ら
な
い
。
こ
の
第
三
年
を
も
う
一
年
あ
と
に
ず
ら

し
て
は
じ
め
て
足
掛
け
三
年
と
い
う
計
算
に
な
る
。
諸
注
、
匂
宮
が
宇
治
に
通
う
よ
う
に
な
っ
た
総
角
の
秋
以
来
足
掛
け
三
年
と
見
る
が
、
無
理
で
あ
ろ
う
。」
と
注
す
る
。

世
界
は
、「『
集
成
』
は
「
こ
う
し
て
三
年
に
な
っ
た
け
れ
ど
も
。
中
の
君
が
二
条
の
院
に
移
っ
て
か
ら
三
年
と
読
め
る
。
こ
の
年
（
宿
木
の
第
三
年
）
を
、
中
の
君
が
二
条

の
院
に
移
っ
た
早
蕨
の
春
の
翌
年
と
す
る
の
が
現
行
の
年
立
の
処
理
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
は
二
条
の
院
移
転
か
ら
足
掛
け
二
年
し
か
な
ら
な
い
。
こ
の
第
三
年
を
も
う
一
度

あ
と
に
ず
ら
し
て
は
じ
め
て
足
掛
け
三
年
と
い
う
計
算
に
な
る
。
諸
注
、
匂
宮
が
宇
治
に
通
う
よ
う
に
な
っ
た
総
角
の
秋
以
来
足
掛
け
三
年
と
見
る
が
、
無
理
で
あ
ろ
う
」。

『
完
訳
』﹇
小
学
館
発
行
『
完
訳
日
本
の
古
典
』
の
略
称
﹈
は
「
結
婚
以
来
、
足
か
け
三
年
」
と
注
す
。」
と
、
集
成
と
集
成
と
対
立
す
る
説
と
を
併
記
す
る
。
新
全
集
は
「
中
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の
君
と
の
結
婚
以
来
、
足
か
け
三
年
」、
鑑
賞
と
基
礎
知
識
後
半
も
「
女
君
は
結
婚
以
来
三
年
に
な
る
が
」
と
訳
し
、
注
釈
も
「「
三
年
に
な
り
ぬ
」
は
、
匂
宮
と
中
の
君
が

結
婚
し
て
三
年
に
な
っ
た
こ
と
。」
と
注
す
る
。
新
全
集
、
鑑
賞
と
基
礎
知
識
後
半
、
注
釈
に
従
い
た
い
。

【
鑑
賞
】

国
語
学
者
の
時
枝
誠
記
氏
は
、『
文
章
研
究
序
説
』（
山
田
書
院
、
一
九
六
〇
年
）
第
二
篇
第
一
章
二
（
四
）
に
於
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

六
君
と
の
新
し
い
結
婚
生
活
に
入
る
に
つ
い
て
、
匂
宮
は
、
中
君
を
忘
れ
去
つ
た
の
で
は
な
く
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
大
變
な
氣
の
使
ひ
方
で
あ
る
。
し
か

し
、
中
君
に
は
そ
れ
が
通
じ
な
か
つ
た
の
で
あ
る
。﹇
略
﹈
久
々
で
、
中
君
の
所
に
歸
つ
て
來
た
匂
宮
は
、﹇
略
﹈
中
君
を
慰
め
る
の
で
あ
る
。
も
う
こ
の

頃
、
薫
の
邪
心
を
知
つ
て
、
そ
の
信
頼
出
來
な
い
こ
と
を
悟
つ
た
中
君
は
、
次
第
に
匂
宮
を
頼
り
に
す
る
よ
う
に
な
つ
て
來
た
。﹇
略
﹈
匂
宮
は
、
六
君

と
の
關
係
よ
り
も
、
中
君
と
静
か
に
暮
す
こ
と
の
方
が
本
望
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
か
な
は
ぬ
こ
と
が
残
念
で
あ
る
が
、
そ
の
や
う
に
か
し
づ
き
据
ゑ
ら

れ
て
ゐ
る
中
君
を
、
世
の
人
は
幸
人
と
評
し
て
ゐ
る
。

こ
の
段
落
で
も
匂
宮
は
、「
ま
だ
御
覧
じ
知
ら
ぬ
こ
と
に
て
、
い
か
な
ら
む
と
思
し
嘆
き
て
、
御み

修ず

法ほ
ふ

な
ど
、
所
ど
こ
ろ
に
て
あ
ま
た
せ
さ
せ
給
ふ
に
、
ま
た

ま
た
は
じ
め
添
へ
さ
せ
給
ふ
」
と
心
を
砕
い
て
い
る
。

〔
三
九
〕　

女
二
宮
の
裳
着
の
準
備
。
結
婚
近
し
。

中
納
言
の
君
１
は
、
宮
の
思
し
騒
ぐ
に
劣
ら
ず
、
い
か
に
思
は
せ
む
と
嘆
き
て
２
、
心
苦
し
く
う
し
ろ
め
た
く
思
さ
る
れ
ど
、
限
り
あ
る
御
と
ぶ
ら
ひ
ば

か
り
こ
そ
あ
れ
、
あ
ま
り
も
え
参ま

で
給
は
で
、
忍
び
て
ぞ
御
祈い
の
り祷
な
ど
も
せ
さ
せ
給
ひ
け
る
。
さ
る
は
、
女
二
宮
の
御
裳も

着ぎ

、
た
だ
こ
の
頃
に
成
り
て
、
世
の

中
響ひ
び

き
営い
と
なみ
の
の
し
る
。
よ
ろ
づ
の
こ
と
、
帝み
か
どの
御
心
ひ
と
つ
な
る
や
う
に
思
し
急
げ
ば
、
御
後う
し

見ろ
み

な
き
し
も
ぞ
、
な
か
な
か
め
で
た
げ
に
見
え
け
る
。
女
御

の
し
置
き
給
へ
る
こ
と
を
ば
さ
る
も
の
に
て
、
作つ
く
も
ど
こ
ろ

物
所
３
、
さ
る
べ
き
受ず

領ら
う

ど
も
な
ど
、
と
り
ど
り
に
仕
う
ま
つ
る
こ
と
ど
も
い
と
限
り
な
し
や
。
や
が
て
、

そ
の
ほ
ど
に
、
参
り
そ
め
給
ふ
べ
き
や
う
に
あ
り
け
れ
ば
４
、
男
を
と
こ

方が
た

も
心
づ
か
ひ
し
給
ふ
頃
な
れ
ど
、
例
の
こ
と
な
れ
ば
、
そ
な
た
ざ
ま
に
は
心
も
入
ら
で
、

こ
の
御
事
５
の
み
い
と
ほ
し
く
嘆
か
る
。
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）

一
七

注１　

底
本
は
「
中
納
の
き
み
」。「
納
」
の
下
に
「
言
」
を
補
っ
た
。
青
表
紙
本
系
古
代
学
協
会
蔵
本
も
「
中
納
言
君
」（
九
十
二
丁
オ
九
行
目
）。

２　

ど
の
よ
う
な
お
気
持
ち
に
な
っ
て
も
ら
お
う
か
、
と
嘆
い
て
。

３　

禁
中
の
調
度
類
を
調
進
す
る
所
。
蔵
人
所
の
被
管
。《
集
成
》

４　

裳
着
の
儀
の
直
後
、
そ
の
ま
ま
薫
を
婿
と
し
て
通
わ
せ
よ
う
と
す
る
。《
集
成
》

５　

中
の
君
の
こ
と
《
集
成
》

【
鑑
賞
】

集
成
解
説
三
一
〇
頁
（
第
一
巻
）
に
、「
家
集
【
＝
『
紫
式
部
集
』】
に
は
母
の
こ
と
に
一
言
も
触
れ
て
い
な
い
の
で
、
母
は
早
く
亡
く
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

母
の
死
を
悼い
た

む
歌
も
、
母
を
恋
う
歌
も
一
首
も
な
い
と
こ
ろ
か
ら
、
よ
ほ
ど
小
さ
い
時
に
母
と
死
別
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
」
と
記
さ
れ
て
い
る
の
は
ほ
ぼ

通
説
に
成
っ
た
と
思
わ
れ
、
ま
た
、『
源
氏
物
語
』
の
主
要
登
場
人
物
の
中
に
母
を
小
さ
い
時
に
亡
く
し
た
者
が
多
い
こ
と
も
良
く
知
ら
れ
て
い
る
。

女
二
宮
も
、
非
常
に
幼
い
時
に
、
と
は
言
え
な
い
が
、
十
四
歳
で
母
を
亡
く
し
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
せ
い
で
、
父
・
今
上
帝
が
裳
着
の
準
備
の
際
表
に

出
る
の
で
、「
め
で
た
げ
に
」
お
見
え
に
成
っ
た
、
だ
か
ら
、
か
え
っ
て
良
か
っ
た
、
と
い
う
の
で
あ
る
。「
な
か
な
か
」
と
い
う
副
詞
は
、
普
通
一
般
に
悪
い

と
考
え
ら
れ
る
と
き
に
良
か
っ
た
、
と
い
う
場
合
、
或
い
は
、
普
通
一
般
に
良
い
と
考
え
ら
れ
る
と
き
に
悪
か
っ
た
、
と
い
う
場
合
に
用
い
ら
れ
、
こ
こ
は
、

前
者
で
あ
る
。

い
っ
た
い
、
母
が
無
い
主
要
登
場
人
物
た
ち
は
、
不
幸
に
成
っ
て
い
る
だ
ろ
う
か
。

男
性
で
は
、
夕
霧
が
幸
福
、
光
源
氏
は
他
の
人
間
が
味
わ
あ
な
い
よ
う
な
不
幸
を
舐
め
た
が
、
人
生
全
体
を
通
し
て
見
る
と
、
や
は
り
勝
ち
組
で
あ
る
。
女

性
で
は
、
紫
上
が
い
る
。
玉
鬘
は
、
当
初
予
定
し
て
い
た
冷
泉
帝
へ
の
入
内
は
叶
わ
な
か
っ
た
が
、
必
ず
し
も
不
幸
な
人
生
と
は
言
え
な
い
だ
ろ
う
。

〔
四
〇
〕　

薫
、
権
大
納
言
に
昇
進
。

二き
さ
ら
ぎ月
の
朔つ
い
た
ち日
ご
ろ
に
、
直
な
ほ
し

物も
の
１
と
か
い
ふ
こ
と
に
、
権
大
納
言
に
成
り
給
ひ
て
、
右
大
将
か
け
給
ひ
つ
。
右
の
大
お
ほ
い

殿ど
の
２
左ひ
だ
りに
て
お
は
し
け
る
が
、
辞
し
給
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一
八

へ
る
と
こ
ろ
な
り
け
り
。
よ
ろ
こ
び
３
に
所
ど
こ
ろ
歩あ
り

き
給
ひ
て
、
こ
の
宮
４
に
も
参
り
給
へ
り
。
い
と
苦
し
く
し
給
へ
ば
５
、
こ
な
た
に
お
は
し
ま
す
ほ

ど
な
り
け
れ
ば
、
や
が
て
参
り
給
へ
り
。
僧
な
ど
さ
ぶ
ら
ひ
て
便び
ん

な
き
方か
た

と
６
お
ど
ろ
き
給
ひ
て
、
あ
ざ
や
か
な
る
御
直な
ほ

衣し

、
御
下し
た

襲が
さ
ねな
ど
奉
り
、
ひ
き
つ
く

ろ
ひ
給
ひ
て
、
下お

り
て
答た
ふ

の
拝は
い

し
給
ふ
、
御
さ
ま
ど
も
と
り
ど
り
に
い
と
め
で
た
く
、（
薫
）「
や
が
て
、
衛つ
か
さ府
の
禄ろ
く

賜
ふ
饗あ
る
じの
所
に
７
」
と
請さ
う

じ
奉
り
給
ふ
を
、

な
や
み
給
ふ
人
に
よ
り
て
ぞ
思
し
た
ゆ
た
ひ
給
ふ
め
る
８
。
右
大
臣
殿
９
の
し
給
ひ
け
る
ま
ま
に
10 

、
六
条
院
に
て
な
ん
あ
り
け
る
。
垣ゑ
ん

下が

11 

の
親み

こ王
た
ち
、

上
達
部
、
大だ
い

饗き
や
うに
劣
ら
ず
、
あ
ま
り
騒
が
し
き
ま
で
な
ん
集
ひ
給
ひ
け
る
。
こ
の
宮
も
渡
り
給
ひ
て
、
静し
づ

心ご
こ
ろな
け
れ
ば
12 

、
ま
だ
事
果
て
ぬ
に
急
ぎ
帰
り
給

ひ
ぬ
る
を
、
大
殿
の
御
方
に
は
13 

、「
い
と
あ
か
ず
め
ざ
ま
し
」
と
宣
ふ
。
劣
る
べ
く
も
あ
ら
ぬ
御
ほ
ど
な
る
を
、
た
だ
今
の
お
ぼ
え
の
は
な
や
か
さ
に
思
し

お
ご
り
て
、
お
し
た
ち
も
て
な
し
給
へ
る
な
め
り
か
し
。

注１　

除じ

目も
く

（
官
吏
任
命
の
儀
）
の
後
、
召め
し

名な

（
任
官
名
簿
）
の
失
錯
を
正
す
名
目
で
行
わ
れ
る
任
命
の
儀
。《
集
成
》

２　

右
大
臣
、
夕
霧
。
以
下
、
夕
霧
が
兼
任
の
左
大
将
を
辞
し
、
右
大
将
が
左
に
転
じ
た
そ
の
空
席
と
い
う
趣
。《
集
成
》

３　

昇
進
の
お
礼
言
上
に
諸
所
を
訪
問
す
る
儀
礼
。《
集
成
》

４　

二
条
の
院
《
集
成
》

５　
〔
中
君
が
〕
ひ
ど
く
お
具
合
が
悪
い
の
で
《
集
成
》

６　
〔
匂
宮
が
〕《
集
成
》

７　

右
大
将
新
任
の
披
露
の
宴
。【
略
】
こ
の
時
、
親
王
、
公
卿
も
招
待
さ
れ
る
。《
集
成
》

８　

お
具
合
の
悪
い
中
の
君
の
こ
と
が
気
が
か
り
で
〔
匂
宮
は
〕
出
席
を
お
た
め
ら
い
に
な
る
よ
う
だ
《
集
成
》

９　

底
本
は
「
左
大
臣
殿
」。
直
前
に
「
右
の
お
ほ
い
と
の
」
と
い
う
文
言
が
あ
っ
た
の
で
、「
右
大
臣
殿
」
と
校
訂
す
る
。

10　

夕
霧
の
右
大
臣
新
任
の
大
饗
が
六
条
の
院
で
行
わ
れ
た
の
に
な
ら
っ
て
、
と
い
う
文
言
。
た
だ
し
こ
の
大
饗
の
こ
と
は
物
語
に
見
え
な
い
。《
集
成
》

11　

朝
廷
や
貴
族
の
邸
宅
で
催
さ
れ
る
饗
宴
で
の
、
正
客
以
外
の
相
伴
の
人
を
さ
す
。《
鑑
賞
と
基
礎
知
識
後
半
「
垣
下
」》

12　

気
が
気
で
な
い
の
で
。
中
の
君
の
出
産
も
間
近
な
の
で
、
気
も
そ
ぞ
ろ
の
体て

い

。《
集
成
》

13　

右
大
臣
方
で
は
。
六
の
君
方
の
こ
と
。
匂
宮
が
せ
っ
か
く
六
条
の
院
に
顔
を
見
せ
な
が
ら
、同
じ
邸
内
の
六
の
君
を
訪
れ
ず
、二
条
の
院
に
帰
っ
た
の
を
不
満
と
す
る
。《
集
成
》
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源
氏
物
語
宿
木
後
半
評
釈
（
１
）

一
九

【
鑑
賞
】　

権
大
納
言
は
、『
源
氏
物
語
』
前
後
編
の
男
主
人
公
四
人
の
う
ち
、
臣
籍
降
下
し
な
か
っ
た
匂
宮
を
除
く
全
員
が
獲
得
し
た
役
職
で
あ
る
。
そ
の
名
も
『
浜

松
中
納
言
物
語
』
の
主
人
公
の
よ
う
に
初
め
か
ら
中
納
言
で
あ
っ
た
男
な
ら
そ
れ
で
よ
い
が
、
中
将
と
し
て
初
登
場
す
る
『
源
氏
物
語
』
主
人
公
の
中
納
言
時

代
（
若
し
く
は
大
将
時
代
）
は
つ
ら
く
苦
し
く
、
権
大
納
言
に
就
任
し
て
よ
う
や
く
理
想
性
を
取
り
戻
し
、
安
定
す
る
の
で
あ
る
。

光
源
氏
は
、
須
磨
一
年
間
、
明
石
一
年
半
の
滞
在
を
得
て
還
京
し
た
後
、
権
大
納
言
に
成
っ
た
。

薫
は
、
流
罪
同
然
の
身
に
な
っ
た
経
験
は
無
い
が
、
目
の
前
で
大
君
が
半
ば
自
殺
す
る
よ
う
な
死
に
方
で
死
ん
で
行
っ
た
の
は
、
勿
論
、
人
生
最
大
の
不
幸

で
あ
る
。女
二
宮
降
嫁
は
そ
の
悲
し
み
か
ら
立
ち
直
る
時
を
意
味
し
、そ
れ
と
相
前
後
す
る
に
し
て
、権
大
納
言
に
就
任
し
た
の
は
重
い
意
味
が
あ
る
の
で
あ
る
。

（
ほ
ぼ
同
じ
よ
う
な
趣
旨
の
こ
と
は
、
拙
稿
「
宮
廷
社
会
の
薫
―
宿
木
・
蜻
蛉
の
巻
―
」（『
源
氏
物
語
講
座
』
第
四
巻
。
勉
誠
社
、
一
九
九
二
年
）
に
書
い
た
）

〔
四
一
〕　

中
の
君
、
出
産
。

か
ら
う
じ
て
、
そ
の
暁
に
、
男を
と
こに
て
生む

ま
れ
給
へ
る
を
、
宮
も
い
と
か
ひ
あ
り
て
嬉
し
く
思
し
た
り
。
大
将
殿
も
、
よ
ろ
こ
び
に
添
へ
て
１
嬉
し
く
思
す
。

昨よ

夜べ

お
は
し
ま
し
た
り
し
か
し
こ
ま
り
２
に
３
、
や
が
て
、
こ
の
御
よ
ろ
こ
び
も
う
ち
添
へ
て
、
立
ち
な
が
ら
参
り
給
へ
り
。
か
く
籠こ
も

り
お
は
し
ま
せ
ば
、

参
り
給
は
ぬ
人
な
し
。
御
産う
ぶ

養や
し
な
ひ、
三
日
は
、
例
の
、
た
だ
宮
の
御
私
わ
た
く
し

事ご
と

に
て
、
五
日
の
夜よ

は
、
大
将
殿
よ
り
屯と
ん

食じ
き
４
五
十
具ぐ

、
碁ご

手て

の
銭ぜ
に
５
、
椀わ
う

飯ば
ん

な
ど

は
世
の
常
の
や
う
に
て
、
子こ

持も
ち

の
御お

前ま
へ
６
の
衝つ
い

重が
さ
ね
７
三
十
、
児ち
ご

の
御
衣ぞ

五い
つ

襲が
さ
ねに
て
、
御
襁む
つ
き褓
８
な
ど
ぞ
、
こ
と
ご
と
し
か
ら
ず
忍
び
や
か
に
し
な
し
給
へ
れ
ど
、

こ
ま
か
に
見
れ
ば
、
わ
ざ
と
目め

馴な

れ
ぬ
心
ば
へ
な
ど
見
え
け
る
９
。
宮
10 

の
御お

前ま
へ

に
も
浅せ
ん

香か
う
11 

の
折を

敷し
き

、
高た
か

坏つ
き
12 

ど
も
に
て
、
粉ふ

熟ず
く
13 

参
ら
せ
給
へ
り
。
女

房
の
御お

前ま
へ

に
は
、
衝つ
い

重が
さ
ねを
ば
さ
る
も
の
に
て
、
檜ひ

破わ
り

子ご

三
十
、
さ
ま
ざ
ま
し
尽
く
し
た
る
こ
と
ど
も
あ
り
。
人
目
に
こ
と
ご
と
し
く
は
、
こ
と
さ
ら
に
し
な
し

給
は
ず
。
七
日
の
夜
は
、
后き
さ
いの
宮
の
御
産う
ぶ

養や
し
な
ひな
れ
ば
、
参
り
給
ふ
人
々
い
と
多
か
り
。
宮
の
大だ
い

夫ぶ

14 

は
じ
め
て
、
殿
上
人
、
上
達
部
数
知
ら
ず
参
り
給
へ
り
。

内う

ち裏
に
も
聞
こ
し
召
し
て
、（
帝
）「
宮
の
は
じ
め
て
大
人
び
給
ふ
な
る
に
、
い
か
で
か
」
と
宣
は
せ
て
、
御
佩は

か
し刀
15 

奉
ら
せ
給
へ
り
。
九
日
も
、
大

お
ほ
い

殿ど
の

よ
り

仕
う
ま
つ
ら
せ
給
へ
り
16 

。
よ
ろ
し
か
ら
ず
思
す
あ
た
り
な
れ
ど
、
宮
の
思
さ
む
と
こ
ろ
あ
れ
ば
、
御
子
の
君き
む

達だ
ち

な
ど
参
り
給
ひ
て
。
す
べ
て
い
と
思
ふ
こ

と
な
げ
に
め
で
た
け
れ
ば
、
御
み
づ
か
ら
も
17 

、
月
ご
ろ
、
も
の
思
は
し
く
心
地
の
な
や
ま
し
き
に
つ
け
て
も
、
心
細
く
思
し
た
り
つ
る
18 

に
、
か
く
面お
も

だ
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た
し
く
今
め
か
し
き
こ
と
ど
も
の
多
か
れ
ば
、
す
こ
し
慰
み
も
や
し
給
ふ
ら
む
。
大
将
殿
は
、
か
く
さ
へ
お
と
な
び
給
ふ
め
れ
ば
、
い
と
ど
我
が
方
ざ
ま
は
け

遠
く
や
な
ら
む
、
ま
た
、
宮
の
御
心
ざ
し
も
い
と
お
ろ
か
な
ら
じ
、
と
思
ふ
は
口
惜
し
け
れ
ど
、
ま
た
、
は
じ
め
よ
り
の
心
お
き
て
を
思
ふ
に
は
い
と
嬉
し
く

も
あ
り
。

注１　

昇
進
の
喜
び
に
中
の
君
安
産
の
喜
び
が
重
な
る
。《
新
全
集
》

２　

底
本
は
「
か
し
ま
り
」。「
し
」
の
下
に
「
こ
」
を
補
う
。
青
表
紙
本
系
古
代
学
協
会
蔵
本
も
「
か
し
こ
ま
り
」（
九
十
四
丁
ウ
三
行
目
）。

３　

匂
宮
が
昨
夜
の
饗
応
に
加
わ
っ
て
く
れ
た
お
礼
。《
新
全
集
》

４　

強こ
わ
い
い飯
を
卵
型
に
握
り
固
め
た
も
の
。《
集
成
》

５　

碁
や
双
六
の
勝
負
に
賭
け
る
た
め
の
銭
。《
新
全
集
》

６　

中
の
君
。《
新
全
集
》

７　

檜ひ
の
きの
白
木
で
作
っ
た
四
角
の
折お

敷し
き

に
台
を
つ
け
た
も
の
。
食
器
を
の
せ
る
。《
新
全
集
》

８　

小
児
用
の
掛
布
団
。《
新
全
集
》

９　
『
源
氏
物
語
』
で
は
、
こ
の
よ
う
に
目
立
た
ぬ
趣
向
が
賞
讃
さ
れ
る
こ
と
が
よ
く
あ
る
。
例
え
ば
、

七
そ
う
の
ほ
う
ふ
く
な
と
す
へ
て
お
ほ
か
た
の
事
と
も
は
み
な
む
ら
さ
き
の
う
へ
せ
さ
せ
た
ま
へ
り
あ
や
の
よ
そ
ひ
に
て
け
さ
の
ぬ
ひ
め
ま
て
み
し
る
人
は
世
に
な
へ
て

な
か
ら
す
と
め
て
け
り
と
や
む
か
し
う
こ
ま
か
な
る
こ
と
ゝ
も
か
な
（「
鈴
虫
」
四
丁
オ
）

　
　

新
全
集
で
は
、

七し
ち

僧そ
う

の
法ほ
ふ

服ぶ
く

な
ど
、
す
べ
て
お
ほ
か
た
の
こ
と
ど
も
は
、
み
な
紫
の
上
せ
さ
せ
た
ま
へ
り
。
綾あ
や

の
装よ
そ

ひ
に
て
、
袈け

さ裟
の
縫ぬ
ひ

目め

ま
で
、
見
知
る
人
は
世
に
な
べ
て
な
ら
ず
と

め
で
け
り
と
や
、
む
つ
か
し
う
こ
ま
か
な
る
こ
と
ど
も
か
な
」（〔
三
〕）

　
　

と
あ
る
。

10　

匂
宮
《
集
成
》

11　

香
木
の
一
種
。《
新
全
集
》

12　

食
物
を
盛
る
の
に
用
い
る
高
い
脚
を
つ
け
た
器
。《
新
全
集
》

13　

菓
子
の
名
。
米
・
麦
・
豆
・
胡
麻
な
ど
の
粉
を
餅
に
し
て
ゆ
で
、
甘あ

ま

葛づ
ら

と
こ
ね
合
せ
て
、
竹
筒
に
か
た
く
お
し
入
れ
て
固
め
た
も
の
。《
新
全
集
》

14　

中
宮
職し

き

（
中
宮
づ
き
の
役
所
）
の
長
官
。《
集
成
》
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（
１
）

二
一

15　

守
り
刀
。《
新
全
集
》

16　

九
日
の
産
養
は
夕
霧
右
大
臣
の
主
催
。
六
の
君
を
正
妻
と
す
る
匂
宮
に
と
っ
て
、
夕
霧
は
後
見
役
。《
新
全
集
》

17　

中
の
君
ご
自
身
も
《
集
成
》

18　
「
心
細
く
」
思
っ
た
の
が
、
過
去
の
こ
と
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
。〔
三
八
〕
鑑
賞
欄
参
照
。

【
鑑
賞
】

『
紫
式
部
日
記
』
前
半
の
主
要
テ
ー
マ
と
も
言
う
べ
き
、寛
弘
五
年
（
一
〇
〇
八
）
九
月
の
中
宮
影
子
の
出
産
（
後
の
第
六
十
八
代
後
一
条
天
皇
）
に
つ
い
て
、

産
養
の
様
子
が
詳
述
さ
れ
て
い
る
。

「
佩
刀
」
は
、
頭
の
中
将
頼よ
り

定さ
だ

が
持
参
し
て
い
る
。（〔
一
五
〕）

「
三
日
に
な
ら
せ
た
ま
ふ
夜
」
と
は
、九
月
十
三
日
で
あ
る
が
（
御
誕
生
は
、九
月
十
一
日
）、「
宮
づ
か
さ
、大だ
い

夫ふ

よ
り
は
じ
め
て
、御
お
ほ
ん

産う
ぶ

養
や
し
な
ひ

仕つ
か

う
ま
つ
る
。」

と
記
さ
れ
て
い
る
。（〔
一
七
〕）

「
五
日
の
夜
は
、」
藤
原
道
長
の
御
産
養
で
あ
る
。（〔
一
八
〕）

「
七
日
の
夜
は
、」
朝
廷
の
御
産
養
で
あ
る
。（〔
二
〇
〕）

右
記
の
『
紫
式
部
日
記
』
の
記
事
は
、
鑑
賞
と
基
礎
知
識
後
半
の
「
産
養
の
儀
礼
」
で
も
触
れ
ら
れ
て
い
る
。
な
お
、「
産
養
の
儀
礼
」
で
は
、
若
菜
上
卷

の
明
石
の
姫
君
の
男
児
出
産
の
記
事
、
柏
木
巻
の
女
三
宮
の
薫
出
産
の
記
事
が
挙
げ
ら
れ
、
詳
細
な
比
較
検
討
が
な
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
段
落
で
最
も
注
目
す
べ
き
産
養
は
、
夕
霧
主
催
の
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
六
の
君
の
ラ
イ
バ
ル
・
中
の
君
で
あ
っ
て
も
、
男
児
出
産
を
し
た
こ
と
で
、

夕
霧
も
一
目
置
か
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

﹇
二
〇
一
八
年
九
月
一
九
日
提
出
﹈
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