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一　

は
じ
め
に

　
「
宇
治
十
帖
」
の
叙
述
に
関
し
て
は
、
物
語
作
家
が
次
々
と
新
し
い
叙
述

の
方
法
を
開
拓
し
よ
う
と
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
想
定
し
つ
つ
、「
橋
姫
」

「
椎
本
」
巻
に
つ
い
て１
、
ま
た
「
宿
木
」「
東
屋
」
巻
に
つ
い
て２
検
討
し
た
。

本
稿
で
は
、そ
れ
ら
の
間
に
位
置
す
る
「
総
角
」
巻
を
対
象
と
す
る
。「
橋
姫
」

か
ら
「
総
角
」
ま
で
の
三
帖
は
、「
大
君
物
語
」
ま
た
は
「
橋
姫
物
語
」
と

も
呼
ば
れ
る
が
、
叙
述
の
あ
り
よ
う
は
「
橋
姫
」「
椎
本
」
と
大
き
く
異
な
っ

て
い
る
だ
ろ
う
。
焦
点
化
さ
れ
る
人
物
に
注
目
す
る
と
、「
橋
姫
」「
椎
本
」

巻
で
は
薫
と
弁
が
際
だ
っ
て
い
た
が
、「
総
角
」
巻
で
は
、
薫
と
大
君
そ
れ

ぞ
れ
の
言
葉
が
拮
抗
し
、
さ
ら
に
中
の
君
、
匂
宮
へ
の
焦
点
化
も
無
視
し
が

た
い
。
薫
と
大
君
が
多
弁
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
そ
の
対
話
に
お
け
る
伝
達
可

能
性
と
不
可
能
性
な
ど
も
問
題
と
さ
れ
て
き
た３
。
ま
た
先
の
拙
論４
で
と
り
あ

げ
た
、
作
中
人
物
と
、
物
語
る
行
為
（
ま
た
「
物
語
」
自
体
）
と
の
対
応
と
い

う
点
で
は
、「
橋
姫
」「
椎
本
」
巻
に
お
い
て
弁
と
薫
が
つ
よ
く
む
す
び
つ
い

て
い
た
が
、「
総
角
」
巻
で
は
大
君
も
加
わ
る
。

　

こ
う
し
た
「
総
角
」
巻
の
叙
述
の
特
質
は
、
一
読
し
た
だ
け
で
も
お
お
よ

そ
と
ら
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
が
、
こ
の
巻
に
お
け
る
主
要
人
物
そ
れ
ぞ
れ
の
思

惑
を
と
ら
え
る
上
で
、「
い
と
ほ
し
」
と
い
う
情
意
性
形
容
詞
の
解
釈
が
大

い
に
問
題
に
な
る
と
お
も
わ
れ
る
。
本
稿
は
そ
こ
に
着
目
す
る
。
先
の
「
宿

木
」「
東
屋
」
巻
を
と
り
あ
げ
た
拙
論５
に
お
い
て
も
、「
い
と
ほ
し
」
の
解
釈

に
言
及
し
て
い
た
が
、「
総
角
」
巻
で
は
、
こ
の
形
容
詞
が
全
部
で
二
十
五

例
も
用
い
ら
れ
る
。
巻
別
用
例
数
と
し
て
は
、
長
大
な
「
若
菜
下
」
巻
の
二

十
三
例
を
お
さ
え
て
一
位
で
あ
る
（『
源
氏
物
語
』
全
体
で
は
三
八
六
例６
）。
し

か
も
、「
総
角
」
巻
の
前
半
、「
八
月
二
十
八
日
」
に
薫
が
匂
宮
を
中
の
君
の

も
と
へ
と
導
き
つ
つ
、
自
身
は
大
君
を
説
得
し
よ
う
と
言
葉
を
費
や
す
と
い

う
あ
た
り
ま
で
で
（「
総
角
」
巻
全
体
の
分
量
に
対
し
三
十
七
％
程
度
）、「
い
と
ほ

し
」
の
用
例
は
十
七
例
と
き
わ
め
て
密
集
し
て
い
る
。

　

こ
れ
ら
多
数
の
「
い
と
ほ
し
」
の
意
味
は
、
は
た
し
て
正
し
く
と
ら
え
ら

れ
て
い
る
だ
ろ
う
か
。『
源
氏
物
語
』
諸
注
釈
書
は
い
ず
れ
も
、
こ
れ
ら
多

数
の
「
い
と
ほ
し
」
の
大
半
（
も
し
く
は
全
部
）
を
「
気
の
毒
だ
」「
い
た
わ

し
い
」
な
ど
と
、
他
者
へ
の
同
情
な
い
し
は
憐
憫
を
あ
ら
わ
す
語
と
解
し
て

　

『
源
氏
物
語
』「
総
角
」
巻
の
「
い
と
ほ
し
」

─
─ 

困
惑
し
あ
う
人
々 

─
─
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い
る
。
一
方
、
主
要
な
辞
典
が
示
す
こ
の
単
語
の
語
義
は
、
ほ
ぼ
共
通
し
て

い
る
。『
日
本
国
語
大
辞
典　

第
二
版
』（
小
学
館
）
を
例
に
挙
げ
て
み
よ
う

（
用
例
は
略
す
）。

①
自
分
に
と
っ
て
面
白
く
な
い
と
思
う
心
情
を
表
わ
す
。
つ
ら
い
。
困

る
。
い
や
だ
。
…
…
②
他
人
に
対
す
る
同
情
の
心
を
表
わ
す
。
か
わ
い

そ
う
だ
。
ふ
び
ん
だ
。
気
の
毒
だ
。
…
…
③
弱
小
な
も
の
へ
の
保
護
的

な
愛
情
を
表
わ
す
。
か
わ
い
ら
し
い
。
い
じ
ら
し
い
。
い
と
し
い
。

…
…

右
の
①
の
語
義
を
認
め
な
い
論
考
も
少
な
く
な
い
の
だ
が
（
次
節
参
照
）、
私

見
を
あ
ら
か
じ
め
述
べ
る
と
、『
源
氏
物
語
』
が
書
か
れ
た
時
点
で
の
「
い

と
ほ
し
」
は
、
い
ず
れ
も
自
身
ま
た
は
他
者
に
関
わ
る
物
事
へ
の
困
惑
・
つ

ら
さ
な
ど
を
あ
ら
わ
す
も
の
で
、
右
の
②
、「
他
人
に
対
す
る
同
情
の
心
」

を
あ
ら
わ
す
の
は
、
よ
り
時
代
が
下
っ
て
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
（
な
お
、

右
の
③
「
保
護
的
な
愛
情
」
は
さ
ら
に
時
代
が
下
る
だ
ろ
う
）。
よ
っ
て
、
こ
れ
ま

で
の
「
い
と
ほ
し
」
に
つ
い
て
の
理
解
を
全
面
的
に
見
な
お
す
必
要
が
あ
る

と
考
え
る
が
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
複
数
の
別
稿
で
詳
細
に
検
討
す

る７
。

　

本
稿
で
は
、「
総
角
」
巻
に
対
象
を
絞
っ
て
論
じ
る
が
、
ま
ず
二
節
に
て
、

「
い
と
ほ
し
」
の
語
義
に
関
す
る
過
去
の
議
論
と
見
通
し
に
つ
い
て
述
べ
る

こ
と
と
す
る
。
つ
づ
い
て
、
三
節
で
は
「
総
角
」
巻
に
お
け
る
「
い
と
ほ
し
」

の
全
用
例
に
つ
い
て
逐
一
検
討
し
て
み
る
。
誰
が
、
誰
に
つ
い
て
、
あ
る
い

は
何
に
つ
い
て
「
い
と
ほ
し
」
と
感
じ
て
い
る
の
か
、
な
る
べ
く
先
入
観
を

排
し
な
が
ら
読
み
と
っ
て
み
た
い
。
つ
づ
く
四
節
で
は
、「
い
と
ほ
し
」
か

ら
「
心
苦
し
」
へ
の
転
換
を
と
ら
え
る
と
と
も
に
、
こ
れ
ま
で
「
総
角
」
巻

の
鍵
語
と
し
て
し
ば
し
ば
論
じ
ら
れ
て
き
た
「
へ
だ
て
」
の
問
題
と
リ
ン
ク

さ
せ
な
が
ら
、「
総
角
」
巻
の
人
間
関
係
を
新
た
に
と
ら
え
な
お
し
て
み
た

い
と
お
も
う
。二　

「
い
と
ほ
し
」
の
語
義
に
関
し
て

　
「
い
と
ほ
し
」
の
語
誌
に
つ
い
て
は
、「
い
と
ふ
」
と
同
根
と
す
る
説
と
、

「
い
た
は
し
」
の
母
音
交
替
形
と
す
る
説
と
に
二
分
さ
れ
る
。
こ
れ
を
確
定

す
る
こ
と
は
困
難
な
よ
う
だ
が
、
い
ず
れ
の
説
を
と
る
と
し
て
も
、「
い
と

ほ
し
」
が
元
々
は
、
困
惑
・
つ
ら
さ
を
あ
ら
わ
し
た
と
す
る
認
識
は
、『
日

本
国
語
大
辞
典　

第
二
版
』
ほ
か
、『
古
語
大
辞
典
』（
小
学
館
）、『
角
川
古

語
大
辞
典
』、『
岩
波
古
語
辞
典　

補
訂
版
』
な
ど
に
共
通
し
て
い
る
よ
う
で

あ
る
。

　

し
か
し
、
困
惑
・
つ
ら
さ
な
ど
の
語
義
を
一
切
み
と
め
な
い
論
も
少
な
く

な
い８
。
一
方
で
、
濱
橋
論
文
は
、
他
者
へ
の
気
の
毒
な
思
い
と
い
う
一
義
に

「
偏
向
」
す
る
諸
注
釈
・
論
考
を
批
判
し
、
困
惑
を
あ
ら
わ
す
例
も
確
実
に

あ
る
と
主
張
す
る９
。
同
論
文
は
、『
源
氏
物
語
』
に
「
気
の
毒
だ
」
の
意
を

あ
ら
わ
す
例
も
あ
る
こ
と
を
み
と
め
て
い
る
の
で
、
私
見
と
は
異
な
る
が
、

傾
聴
す
べ
き
見
解
だ
と
お
も
わ
れ
る
。

　

そ
れ
に
し
て
も
ひ
と
つ
の
語
の
解
釈
が
こ
こ
ま
で
大
き
く
異
な
る
の
は
な

ぜ
か
。
そ
の
理
由
に
相
当
す
る
で
あ
ろ
う
問
題
点
が
、
宮
地
論
文Ａ
に
お
い
て

次
の
よ
う
に
指
摘
さ
れ
て
い
た
。

こ
の
よ
う
な
情
意
を
あ
ら
わ
す
語
は
、
自
己
へ
向
か
う
の
か
、
他
者
へ

向
か
う
の
か
、
ま
た
、
嫌
悪
に
か
た
む
く
の
か
、
同
情
・
憐
憫
に
か
た

む
く
の
か
、
本
来
そ
の
峻
別
は
不
可
能
で
あ
る
こ
と
が
多
い
。
ま
た
、
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実
際
の
文
章
上
に
あ
ら
わ
れ
て
い
な
い
主
語
や
目
的
語
の
何
を
補
う
か

と
い
う
解
釈
に
よ
っ
て
、
あ
る
い
は
前
後
の
文
の
ど
こ
に
切
れ
目
を
置

く
か
と
い
う
立
場
に
よ
っ
て
、
イ
ト
ホ
シ
の
意
味
の
把
握
は
異
な
っ
て

く
る
。

実
際
に
み
て
ゆ
く
と
、
特
に
「
い
と
ほ
し
」
と
い
う
感
情
の
起
因
と
な
る
対

象
が
と
ら
え
に
く
い
よ
う
だ
。

　

と
に
か
く
、
こ
の
形
容
詞
が
本
来
は
困
惑
・
つ
ら
さ
な
ど
を
あ
ら
わ
す
の

だ
と
す
れ
ば
、
同
情
・
憐
憫
の
意
に
限
定
し
よ
う
と
い
う
主
張
は
、
そ
れ
だ

け
で
か
な
り
の
無
理
が
あ
ろ
う
。『
源
氏
物
語
』
成
立
以
前
に
本
来
の
語
義

が
失
わ
れ
た
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
か
ら
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

同
情
・
憐
憫
に
語
義
を
限
ろ
う
と
す
る
の
は
な
ぜ
だ
ろ
う
。
た
と
え
ば
、
中

川
論
文Ｂ
が
多
数
の
例
を
あ
げ
、
か
つ
「
心
苦
し
」
と
の
差
異
も
含
め
詳
細
に

論
じ
て
い
る
が
、
同
論
文
も
有
力
な
先
行
論
と
し
て
紹
介
す
る
木
之
下
論
文Ｃ

の
提
示
す
る
根
拠
が
興
味
深
い
。
そ
こ
で
は
、「
い
と
ほ
し
」
が
困
惑
・
つ

ら
さ
を
あ
ら
わ
す
場
合
も
あ
る
こ
と
を
夙
く
指
摘
し
た
吉
澤
論
文Ｄ
を
受
け
入

れ
な
い
理
由
と
し
て
、「
当
時
は
、
ま
ず
他
者
を
思
い
や
る
こ
と
が
現
代
よ

り
つ
よ
か
っ
た
と
思
う
」
な
ど
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
平
安
文
学

に
馴
れ
親
し
ん
だ
立
場
か
ら
の
推
測
だ
ろ
う
が
、
そ
も
そ
も
こ
の
根
拠
自
体

が
論
証
し
え
な
い
の
で
は
な
い
か
。

　

そ
れ
に
し
て
も
、『
源
氏
物
語
』
の
用
例
の
大
半
は
諸
家
に
よ
っ
て
同
情
・

憐
憫
を
あ
ら
わ
す
語
と
解
さ
れ
て
き
た
の
だ
か
ら
、
同
情
・
憐
憫
を
あ
ら
わ

す
例
を
み
と
め
な
い
と
い
う
私
見
に
対
し
て
は
、
当
然
反
論
の
出
て
く
る
可

能
性
が
高
か
ろ
う
。
し
か
し
、
私
見
と
は
正
反
対
の
立
場
か
ら
発
せ
ら
れ
た

見
解
な
が
ら
、「
そ
も
そ
も
、
ど
ち
ら
の
語
義
を
適
用
す
る
か
に
よ
っ
て
内

容
ま
で
が
変
わ
っ
て
し
ま
う
語
義
な
ど
両
立
し
え
な
い
の
で
は
な
い
か
」
と

い
う
指
摘Ｅ
は
、
首
肯
す
べ
き
だ
と
お
も
うＦ
。
も
ち
ろ
ん
、『
源
氏
物
語
』
が

書
か
れ
る
ま
で
の
間
に
意
味
変
化
が
起
き
て
い
る
場
合
も
あ
り
う
る
。
し
か

し
、『
源
氏
物
語
』
の
「
い
と
ほ
し
」
を
み
て
ゆ
く
と
、
た
し
か
に
一
見
し

て
「
気
の
毒
だ
」
な
ど
と
解
し
た
く
な
る
例
が
多
い
の
だ
が
、
よ
く
よ
く
検

討
し
て
み
る
と
、
結
局
は
次
の
い
ず
れ
か
に
落
ち
着
い
て
し
ま
う
の
で
あ

る
。・

困
惑
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
と
し
か
解
せ
な
い
、
つ
ま
り
同
情
を
あ
ら
わ

し
て
い
る
と
は
い
え
な
い
例

・
困
惑
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
よ
う
に
も
、
同
情
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
よ
う

に
も
解
し
う
る
例

一
方
、
同
情
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
と
し
か
解
せ
な
い
例
は
（
あ
く
ま
で
も
私
見

だ
が
）
ま
ず
見
い
だ
せ
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
点
、
紙
幅
の
都
合
で
こ
れ
以

上
は
論
じ
ら
れ
な
い
。「
い
と
ほ
し
」
の
語
義
に
関
す
る
整
理
は
こ
こ
ま
で

と
し
、
次
節
で
は
「
総
角
」
巻
の
全
二
十
五
例
を
具
体
的
に
検
討
し
て
み
よ

う
。

三　
「
総
角
」
巻
に
お
け
る
「
い
と
ほ
し
」
の
検
討

　

以
下
、「
総
角
」
巻
本
文
に
み
え
る
順
に
と
り
あ
げ
て
ゆ
く
。
本
文
の
番

号
（
丸
付
き
数
字
）
の
下
の
（　

）
内
に
は
、「
い
と
ほ
し
」
と
い
う
感
情
を

抱
く
主
体
を
示
し
、
次
い
で
そ
の
使
用
状
況
を
示
す
。

①
（〈
弁
の
会
話
文
内
に
引
用
さ
れ
た
某
女
房
の
見
解
の
箇
所
〉
八
の
宮
、

姫
君
た
ち
の
結
婚
に
つ
い
て
）

「
…
…
〔
八
宮
ガ
〕
お
は
し
ま
し
し
世
に
こ
そ
、
限
り
あ
り
て
、
か
た



〔　　〕�

ほ
な
ら
む
御
あ
り
さ
ま
は
い
と
ほ
し
く
も
、
な
ど
古こ

体た
い

な
る
御
う
る
は

し
さ
に
思
し
も
と
ど
こ
ほ
り
つ
れ
、
…
…
」 

（
一
五
九
一
頁
）

集
成
が
「
困
っ
た
こ
と
だ
」
と
解
す
る
。
他
の
諸
注
は
「
か
わ
い
そ
う
だ
」

な
ど
と
す
る
が
、「
古
体
な
る
御
う
る
は
し
さ
」
と
い
う
や
や
ネ
ガ
テ
ィ
ヴ

な
評
価
に
合
う
の
は
、
同
情
よ
り
困
惑
で
は
な
い
か
。

②
（
薫
、
大
君
の
心
中
と
そ
の
泣
く
さ
ま
を
受
け
て
）

…
…
言
ふ
か
ひ
な
く
憂
し
、
と
思
ひ
て
泣
き
た
ま
ふ
御
け
し
き
の
、
い

と
い
と
ほ
し
け
れ
ば
、
か
く
は
あ
ら
で
、
お
の
づ
か
ら
心
ゆ
る
ひ
し
た

ま
ふ
を
り
も
あ
り
な
む
、
と
思
ひ
わ
た
る
。
わ
り
な
き
や
う
な
る
も
心

苦
し
く
て
、
さ
ま
よ
く
こ
し
ら
へ
き
こ
え
た
ま
ふ
。 

（
一
五
九
五
頁
）

薫
が
強
引
に
大
君
の
と
こ
ろ
へ
押
し
入
る
場
面
か
ら
の
引
用
。
諸
注
「
い
た

わ
し
い
」
な
ど
と
す
る
中
、
鑑
賞
の
通
釈
は
「
し
の
び
な
い
」
と
訳
出
す
る
。

こ
こ
で
薫
は
、
大
君
か
ら
「
言
ふ
か
ひ
な
く
憂
し
」
と
思
わ
れ
た
（
泣
く
様

子
か
ら
そ
う
察
し
た
か
）
こ
と
に
困
惑
し
、
強
引
な
態
度
を
貫
け
な
く
な
っ
た

の
だ
と
お
も
わ
れ
る
。
今
井
論
文Ｇ
で
は
、
こ
の
「
い
と
ほ
し
」
を
「
可
哀
相
」

と
解
し
つ
つ
も
、
こ
こ
で
の
薫
が
「
目
の
前
の
大
君
以
上
に
、
世
間
か
ら
今

の
自
分
が
ど
う
見
え
る
か
を
気
に
し
て
い
る
」
と
と
ら
え
て
い
る
。
文
脈
の

把
握
は
首
肯
さ
れ
る
が
、
こ
こ
で
「
い
と
ほ
し
」
と
感
じ
る
こ
と
自
体
、
薫

の
心
が
大
君
に
向
い
て
い
な
い
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
だ
ろ
う
。
な
お
、
二

重
傍
線
部
「
心
苦
し
く
」
は
次
節
で
扱
う
。

③
（
中
の
君
、
大
君
が
薫
と
結
ば
れ
た
こ
と
〈
も
ち
ろ
ん
誤
解
〉
に
つ
い
て
）

…
…
と
こ
ろ
せ
き
御
移
り
香
の
紛
る
べ
く
も
あ
ら
ず
、
く
ゆ
り
か
か
る

心
地
す
れ
ば
、
宿と
の
ゐ
び
と

直
人
が
も
て
扱
ひ
け
む
思
ひ
あ
は
せ
ら
れ
て
、
ま
こ

と
な
る
べ
し
、
と
い
と
ほ
し
く
て
、
寝
ぬ
る
や
う
に
て
も
の
も
の
た
ま

は
ず
。 

（
一
六
〇
〇
頁
）

姉
君
が
薫
と
つ
い
に
結
ば
れ
た
と
気
づ
い
た
と
き
、
ど
う
し
て
妹
君
は
姉
君

を
「
気
の
毒
だ
」「
い
た
わ
し
い
」
な
ど
と
お
も
う
だ
ろ
う
。
諸
注
の
中
で
は
、

大
系
の
み
が
「（
移
り
香
を
恥
じ
な
さ
れ
よ
う
か
と
）
大
君
の
御
気
持
が
御
気
の

毒
で
」
と
理
由
を
説
明
し
て
い
る
が
、
こ
の
理
由
づ
け
は
素
直
で
は
あ
る
ま

い
。
こ
こ
は
、
ま
だ
世
間
の
こ
と
も
男
女
の
仲
も
ほ
と
ん
ど
知
ら
な
い
中
の

君
が
、
ど
う
対
処
し
た
も
の
か
わ
か
ら
ず
に
困
惑
し
て
、
寝
た
ふ
り
を
し
て

い
る
と
解
す
る
方
が
よ
ほ
ど
無
理
が
な
い
と
お
も
わ
れ
る
。

④ 

（
大
君
、
中
の
君
を
薫
と
縁
づ
か
せ
よ
う
と
い
う
計
画
を
中
の
君
当
人
に

伝
え
な
い
こ
と
に
つ
い
て
）

…
…
け
し
き
だ
に
〔
中
君
ニ
〕
知
ら
せ
た
ま
は
ず
は
罪
も
や
得
む
、
と

身
を
抓つ

み
て
い
と
ほ
し
け
れ
ば
、
よ
ろ
づ
に
う
ち
か
た
ら
ひ
て
、
…
… 

 

（
一
六
〇
二
頁
）

「
身
を
抓
み
て
」
は
、
わ
が
身
を
抓
っ
て
他
者
の
痛
み
を
知
る
こ
と
。
こ
の

句
自
体
が
他
者
の
痛
み
を
感
じ
る
こ
と
を
あ
ら
わ
す
。
ゆ
え
に
直
後
の
「
い

と
ほ
し
」
は
、
同
じ
よ
う
な
意
味
で
と
る
よ
り
も
、
他
者
の
痛
み
を
お
も
い

「
つ
ら
く
感
じ
る
」
と
解
し
た
方
が
妥
当
で
は
な
い
か
。
た
だ
し
、「
気
の
毒

だ
」
と
解
す
る
こ
と
も
あ
な
が
ち
無
理
で
は
な
い
例
と
い
え
よ
う
。

⑤
（
大
君
、
中
の
君
の
反
応
を
受
け
て
）

…
…
〔
中
君
ガ
〕
な
ま
う
ら
め
し
く
思
ひ
た
ま
へ
れ
ば
、
げ
に
、
と
い

と
ほ
し
く
て
、「
な
ほ
、
こ
れ
か
れ
〔
自
分
ヲ
〕
う
た
て
ひ
が
ひ
が
し

き
も
の
に
言
ひ
思
ふ
べ
か
め
る
に
つ
け
て
、
思
ひ
乱
れ
は
べ
る
ぞ
や
」

と
言
ひ
さ
し
た
ま
ひ
つ
。 

（
一
六
〇
三
頁
）

薫
と
の
結
婚
を
奨
め
ら
れ
た
中
の
君
が
「
な
ま
う
ら
め
し
く
」
思
っ
て
い
る
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の
を
受
け
て
、
大
君
は
、
針
本
論
文Ｈ
が
説
く
よ
う
に
、
妹
君
の
反
応
に
「
さ

す
が
に
困
惑
し
」、
さ
ら
に
直
後
の
発
言
で
は
、
先
に
薫
と
の
結
婚
を
奨
め

た
の
は
「
本
心
で
は
な
く
、
女
房
達
の
言
葉
が
私
を
混
乱
さ
せ
た
」
た
め
、

と
「
自
己
弁
護
」
す
る
。
同
論
文
は
「
い
と
ほ
し
」
の
語
義
を
示
し
て
い
な

い
が
、
ま
さ
に
「
困
惑
」
の
意
で
あ
ろ
う
。

⑥
（
薫
、
弁
の
大
っ
ぴ
ら
な
対
応
に
つ
い
て
）

客ま
ら
う
と人
〔
＝
薫
〕
は
、
か
く
顕け

証せ
う

に
、
こ
れ
か
れ
に
も
口
入
れ
さ
せ
ず
、

忍
び
や
か
に
い
つ
あ
り
け
む
こ
と
と
も
な
く
も
て
な
し
て
こ
そ
、
と
思

ひ
そ
め
た
ま
ひ
け
る
こ
と
な
れ
ば
、「
御
心
ゆ
る
し
た
ま
は
ず
は
、
い

つ
も
い
つ
も
か
く
て
過
ぐ
さ
む
」
と
思
し
の
た
ま
ふ
を
、
こ
の
老お

い
人び
と

の
、
お
の
が
じ
し
語
ら
ひ
て
顕
証
に
さ
さ
め
き
、
さ
は
言
へ
ど
深
か
ら

ぬ
け
に
老
い
ひ
が
め
る
に
や
、
い
と
ほ
し
く
ぞ
見
ゆ
る
。
姫
宮
、
思
し

わ
づ
ら
ひ
て
、
弁
が
参
れ
る
に
の
た
ま
ふ
。

 

（
一
六
〇
四
～
一
六
〇
五
頁
）

諸
注
の
う
ち
全
集
・
集
成
・
新
大
系
・
新
全
集
・
鑑
賞
は
、
大
君
に
と
っ
て

気
の
毒
、
と
解
す
る
。
し
か
し
、「
い
と
ほ
し
く
ぞ
見
ゆ
る
」
の
直
後
で
、

あ
ら
た
に
語
り
起
こ
す
よ
う
に
「
姫
宮
」（
大
君
）
と
い
う
主
体
が
示
さ
れ
る
。

こ
の
呼
吸
を
く
み
と
れ
ば
、「
い
と
ほ
し
」
は
大
君
で
は
な
く
薫
に
関
す
る

叙
述
と
考
え
ら
れ
よ
う
（
な
お
、
全
書
・
大
系
・
玉
上
評
釈
・
佐
伯
講
読
で
は
こ

の
点
が
明
確
で
な
い
）。
大
君
と
の
関
係
が
目
立
た
な
い
こ
と
を
望
む
薫
は
、

今
の
ま
ま
で
も
構
わ
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
考
え
、
そ
う
話
し
て
も
い
る
の

に
、
弁
が
表
立
っ
て
対
処
し
て
い
る
の
が
、（
傍
か
ら
は
）
薫
に
と
っ
て
「
い

と
ほ
し
く
」
見
え
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
薫
を
当
惑
さ
せ
る
弁
の
ふ

る
ま
い
、
と
い
う
こ
と
で
、
同
情
・
憐
憫
の
域
に
は
な
い
と
お
も
わ
れ
る
（
そ

れ
ゆ
え
、
近
年
の
諸
注
も
「
薫
が
気
の
毒
」
と
解
さ
な
い
の
だ
ろ
う
）。

⑦
（
中
の
君
、
大
君
の
さ
ま
に
つ
い
て
）

中
の
宮
も
、
あ
い
な
く
い
と
ほ
し
き
御
け
し
き
か
な
、
と
見
た
て
ま
つ

り
た
ま
ひ
て
、
も
ろ
と
も
に
例
の
や
う
に
御
殿と
の

籠ご
も

り
ぬ
。

 

（
一
六
〇
七
頁
）

先
の
③
と
同
様
で
、
同
情
ま
で
読
み
と
る
必
要
は
あ
る
ま
い
。
中
の
君
が
、

と
も
に
臥
す
姉
大
君
の
「
御
け
し
き
」
に
困
惑
し
て
い
る
と
お
も
わ
れ
る
。

な
お
、
鑑
賞
は
「
見
て
お
れ
な
い
」
と
訳
出
し
て
い
る
。

⑧
（
大
君
、
身
を
隠
し
た
の
ち
に
残
さ
れ
た
中
の
君
を
見
て
）

〔
大
君
ハ
〕
い
と
疾と

く
は
ひ
隠
れ
た
ま
ひ
ぬ
。〔
中
君
ガ
〕
何
心
も
な

く
寝
入
り
た
ま
へ
る
を
、
い
と
い
と
ほ
し
く
、
い
か
に
す
る
わ
ざ
ぞ
、

と
胸
つ
ぶ
れ
て
、
も
ろ
と
も
に
隠
れ
な
ば
や
、
と
思
へ
ど
、
さ
も
え
立

ち
返
ら
で
、
…
… 

（
一
六
〇
八
頁
）

薫
の
侵
入
を
察
し
て
身
を
隠
し
た
の
ち
、
残
さ
れ
た
中
の
君
の
姿
を
見
て
大

君
は
ど
う
感
じ
た
か
。
諸
注
は
「
か
わ
い
そ
う
」
な
ど
と
す
る
が
、
自
分
だ

け
逃
げ
た
ま
ま
で
「
か
わ
い
そ
う
」
と
お
も
う
の
は
、
や
や
違
和
感
が
な
い

か
。
む
し
ろ
置
き
去
り
に
し
た
自
身
の
行
為
が
も
た
ら
し
た
状
況
に
戸
惑
っ

て
い
る
、
と
い
う
感
が
あ
る
。

⑨
（〈
⑧
の
つ
づ
き
〉
大
君
、
残
さ
れ
た
中
の
君
の
と
こ
ろ
に
薫
が
入
っ
て

来
る
の
を
見
て
）

…
…
わ
な
な
く
わ
な
な
く
見
た
ま
へ
ば
、
灯ひ

の
ほ
の
か
な
る
に
、
袿
う
ち
き

姿す
が
たに
て
、
い
と
馴
れ
顔
に
、
几
帳
の
帷か
た

子び
ら

を
引
き
上
げ
て
入い

り
ぬ
る
を
、

い
み
じ
く
い
と
ほ
し
く
、
い
か
に
お
ぼ
え
た
ま
は
む
、
と
思
ひ
な
が
ら
、

あ
や
し
き
壁
の
面つ
ら

に
、
屏
風
を
立
て
た
る
う
し
ろ
の
、
む
つ
か
し
げ
な
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る
に
ゐ
た
ま
ひ
ぬ
。〔
中
君
ハ
〕
あ
ら
ま
し
ご
と
に
て
だ
に
、
つ
ら
し
、

と
思
ひ
た
ま
へ
り
つ
る
を
、
ま
い
て
い
か
に
め
づ
ら
か
に
思
し
う
と
ま

む
、
と
い
と
心
苦
し
き
に
も
、
す
べ
て
は
か
ば
か
し
き
後
う
し
ろ

見み

な
く
て
落

ち
と
ま
る
身
ど
も
の
悲
し
き
を
思
ひ
続
け
た
ま
ふ
に
、
…
…

 

（
一
六
〇
八
頁
）

諸
注
、
こ
ち
ら
の
「
い
と
ほ
し
」
も
「
中
の
君
が
か
わ
い
そ
う
」
な
ど
と
解

し
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
、
薫
が
「
馴
れ
顔
」
で
侵
入
し
た
こ
と
を
「
い
と

ほ
し
く
」
感
じ
、
そ
の
上
で
中
の
君
の
気
も
ち
を
忖
度
し
て
い
る
の
で
は
な

い
か
。
こ
の
「
い
と
ほ
し
」
も
、
自
身
で
は
ど
う
に
も
で
き
な
い
困
惑
・
つ

ら
さ
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
と
お
も
う
。
こ
こ
で
の
大
君
の
利
己
的
な
あ
り
よ

う
に
つ
い
て
は
次
節
で
も
言
及
す
る
。

⑩
（
薫
、
寝
所
に
残
さ
れ
た
中
の
君
に
つ
い
て
）

あ
さ
ま
し
げ
に
あ
き
れ
惑
ひ
た
ま
へ
る
を
、
げ
に
心
も
知
ら
ざ
り
け

る
、
と
見
ゆ
れ
ば
、
い
と
い
と
ほ
し
く
も
あ
り
、
ま
た
お
し
返
し
て
隠

れ
た
ま
へ
ら
む
つ
ら
さ
の
、
ま
め
や
か
に
心
憂
く
ね
た
け
れ
ば
、
こ
れ

を
も
よ
そ
の
も
の
と
は
え
思
ひ
放
つ
ま
じ
け
れ
ど
、
…
…

 

（
一
六
〇
八
～
一
六
〇
九
頁
）

諸
注
の
よ
う
に
、
中
の
君
へ
の
憐
憫
と
す
る
解
釈
も
成
り
立
ち
う
る
例
で
は

あ
ろ
う
が
、（
中
の
君
の
こ
と

0

0

0

0

0

0

で
は
な
く
）
事
情
を
知
ら
さ
れ
ぬ
ま
ま
中
の
君

0

0

0

が
残
さ
れ
た
こ
と

0

0

0

0

0

0

0

に
戸
惑
い
を
お
ぼ
え
る
一
方
で
、
大
君
の
「
つ
ら
さ
」
が

な
さ
け
な
く
恨
め
し
く
も
あ
る
の
で
、
中
の
君
を
も
他
人
の
も
の
に
し
て
し

ま
う
気
に
も
な
れ
そ
う
に
な
い
、
と
い
う
こ
と
が
語
ら
れ
て
い
る
可
能
性
も

充
分
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
。

⑪
（
大
君
、
中
の
君
の
思
い
を
推
察
し
て
）

明
け
に
け
る
光
に
つ
き
て
ぞ
、
壁
の
中
の
き
り
ぎ
り
す
、
は
ひ
出
で
た

ま
へ
る
。〔
中
君
ノ
〕
思
す
ら
む
こ
と
の
い
と
い
と
ほ
し
け
れ
ば
、
か

た
み
に
も
の
も
言
は
れ
た
ま
は
ず
。 

（
一
六
一
〇
頁
）

隠
れ
て
い
た
大
君
が
出
て
き
て
、
中
の
君
の
思
い
を
推
察
す
る
際
の
「
い
と

ほ
し
」
だ
が
、
先
の
本
文
⑧
・
⑨
と
の
照
応
を
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
鑑

賞
の
「
語
句
解
釈
」（
斎
藤
由
紀
子
担
当
）
で
は
「
中
の
君
の
思
い
を
察
し
て

い
た
た
ま
れ
な
い
」
と
し
て
お
り
、
首
肯
さ
れ
る
。

⑫
（
弁
、
大
君
が
身
を
隠
し
て
ま
で
逢
瀬
を
拒
ん
だ
こ
と
に
つ
い
て
）

弁
は
あ
な
た
〔
＝
薫
ノ
方
〕
に
参
り
て
、
あ
さ
ま
し
か
り
け
る
御
心
強づ
よ

さ
を
聞
き
あ
ら
は
し
て
、
い
と
あ
ま
り
深
く
、
人
憎
か
り
け
る
こ
と
、

と
い
と
ほ
し
く
思
ひ
ほ
れ
ゐ
た
り
。 

（
一
六
一
〇
頁
）

た
と
え
ば
新
全
集
は
「
お
気
の
毒
さ
に
茫
然
と
し
て
い
る
」
と
訳
す
が
、
同

情
と
「
思
ひ
ほ
る
」
こ
と
と
は
両
立
す
る
だ
ろ
う
か
。
大
君
の
予
想
外
の
対

応
に
困
惑
し
て
「
思
ひ
ほ
る
」
と
解
す
べ
き
だ
ろ
う
。

⑬
（
弁
ら
女
房
た
ち
〈「
さ
さ
め
き
あ
」
う
言
葉
〉、
薫
及
び
大
君
に
つ
い
て
）

〔
薫
〕「
…
…
ま
た
人
に
だ
に
も
ら
し
た
ま
ふ
な
」
と
怨ゑ
む

じ
お
き
て
、

例
よ
り
も
急
ぎ
出
で
た
ま
ひ
ぬ
。「
誰た

が
御
た
め
も
い
と
ほ
し
く
」
と

さ
さ
め
き
あ
へ
り
。 

（
一
六
一
一
頁
）

薫
が
怨
み
ご
と
を
言
っ
て
出
た
あ
と
の
女
房
ら
の
「
さ
さ
め
き
」。
集
成
は

「
薫
も
気
の
毒
な
ら
、
こ
ん
な
ふ
う
に
厭
味
た
ら
た
ら
恨
ま
れ
る
大
君
も
お

気
の
毒
」
と
す
る
が
、
女
房
ら
は
大
君
の
対
応
に
驚
き
呆
れ
て
い
る
の
だ
か

ら
「
ど
ち
ら
の
お
方
に
と
っ
て
も
困
っ
た
こ
と
よ
」
と
解
し
た
方
が
自
然
だ

ろ
う
。

⑭
（〈
薫
の
心
中
に
お
け
る
忖
度
と
し
て
〉
大
君
、
自
分
（
薫
）
が
中
の
君
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に
つ
れ
な
い
こ
と
に
つ
い
て
）

身
を
分
け
て
、
な
ど
ゆ
づ
り
た
ま
ふ
け
し
き
は
た
び
た
び
見
え
し
か

ど
、
う
け
ひ
か
ぬ
に
わ
び
て
、
か
ま
へ
た
ま
へ
る
な
め
り
、
そ
の
か
ひ

な
く
、
か
く
〔
自
分
ガ
中
君
ニ
〕
つ
れ
な
か
ら
む
も
、
い
と
ほ
し
く
な

さ
け
な
き
も
の
に
思
ひ
お
か
れ
て
、
い
よ
い
よ
は
じ
め
の
思
ひ
か
な
ひ

が
た
く
や
あ
ら
む
、
と
か
く
言
ひ
伝
へ
な
ど
す
め
る
老お

い
人び
と

の
思
は
む

と
こ
ろ
も
か
ろ
が
ろ
し
く
、
と
に
か
く
に
〔
大
君
ニ
〕
心
を
染そ

め
け
む

だ
に
く
や
し
く
、
…
…
。 

（
一
六
一
二
頁
）

諸
注
の
多
く
は
「
大
君
へ
の
憐
憫
」（
新
大
系
）
と
解
す
る
（
た
だ
し
、
憐
憫
の

対
象
が
大
君
か
中
の
君
か
を
明
示
し
な
い
注
釈
も
あ
る
）。
中
川
論
文Ｉ
で
も
同
様
に

解
し
て
い
る
。
同
論
文
も
現
代
諸
注
も
、「
い
と
ほ
し
く
」
で
読
点
を
入
れ

て
い
る
が
、
お
そ
ら
く
「
い
と
ほ
し
く
な
さ
け
な
き
も
の
」
が
（
薫
の
忖
度

に
よ
る
）
大
君
の
心
中
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
の
場
合
、

「
い
と
ほ
し
く
」
は
薫
の
対
応
に
つ
い
て
の
大
君
の
困
惑
と
解
さ
れ
よ
う
。

本
文
⑭
の
後
半
を
み
る
と
、
こ
こ
で
の
薫
は
老
女
房
た
ち
の
思
惑
を
気
に
し

た
上
で
、
大
君
に
心
を
寄
せ
た
こ
と
ま
で
も
悔
や
ん
で
い
る
。
こ
の
文
脈
を

重
ん
ず
れ
ば
、
傍
線
部
で
大
君
に
憐
憫
の
情
を
抱
い
て
い
る
と
解
す
る
こ
と

は
無
理
だ
ろ
う
。

⑮
（〈
薫
の
心
中
〉
薫
、
大
君
の
計
ら
い
に
つ
い
て
）

…
…
何
ご
と
も
く
ち
を
し
く
は
も
の
し
た
ま
ふ
ま
じ
か
め
り
、
と
思
へ

ば
、
か
の
い
と
ほ
し
く
、
う
ち
う
ち
に
思
ひ
た
ば
か
り
た
ま
ふ
あ
り
さ

ま
も
違た
が

ふ
や
う
な
ら
む
も
、
な
さ
け
な
き
や
う
な
る
を
、
さ
り
と
て
、

さ
は
た
え
思
ひ
改
む
ま
じ
く
お
ぼ
ゆ
れ
ば
、
…
… 

（
一
六
一
四
頁
）

「
い
と
ほ
し
く
」
は
「
思
ひ
た
ば
か
り
た
ま
ふ
」
に
か
か
る
。
い
た
わ
し
く

も
計
ら
い
な
さ
る
、
と
諸
注
は
解
す
る
。
そ
れ
で
意
味
が
通
じ
な
い
こ
と
は

な
い
が
、「
薫
に
と
っ
て
困
っ
た
こ
と
に
、
大
君
が
ひ
と
り
心
の
内
で
お
計

ら
い
に
な
っ
た
」
と
い
う
解
釈
の
方
が
よ
り
素
直
で
は
な
い
か
と
お
も
わ
れ

る
。

⑯
（
薫
、
匂
宮
が
中
の
君
の
も
と
へ
侵
入
し
た
こ
と
を
知
ら
ぬ
大
君
に
つ
い

て
）…

…
〔
匂
宮
ガ
〕
入
り
た
ま
ひ
ぬ
る
を
も
、
姫
宮
は
知
り
た
ま
は
で
、

〔
薫
ヲ
〕
こ
し
ら
へ
入
れ
て
む
、
と
思
し
た
り
。
を
か
し
く
も
い
と
ほ

し
く
も
お
ぼ
え
て
、
う
ち
う
ち
に
心
も
知
ら
ざ
り
け
る
恨
み
お
か
れ
ん

も
、
罪
さ
り
ど
こ
ろ
な
き
心
地
す
べ
け
れ
ば
、
…
…

 

（
一
六
一
六
～
一
六
一
七
頁
）

薫
を
中
の
君
方
へ
「
こ
し
ら
へ
入
れ
て
む
」
と
い
う
大
君
の
思
惑
は
、
薫
に

と
っ
て
た
い
そ
う
困
る
こ
と
で
あ
る
。
何
し
ろ
中
の
君
方
へ
は
匂
宮
が
入
り

込
ん
で
い
る
の
だ
か
ら
。

⑰
（〈
薫
の
発
言
内
〉
薫
、
大
君
へ
の
嫌
味
）

「
…
…
や
む
ご
と
な
き
方
〔
＝
匂
宮
〕
に
思
し
よ
る
め
る
を
、
宿
世
な

ど
い
ふ
め
る
も
の
、
さ
ら
に
心
に
か
な
は
ぬ
も
の
に
は
べ
る
め
れ
ば
、

か
の
御
心
ざ
し
は
異こ
と

に
は
べ
り
け
る
を
、
い
と
ほ
し
く
思
ひ
た
ま
ふ
る

に
、
か
な
は
ぬ
身
こ
そ
置
き
所
な
く
心
憂
く
は
べ
り
け
れ
。
…
…
」

 

（
一
六
一
七
頁
）

「
あ
な
た
は
匂
宮
の
方
へ
思
い
を
寄
せ
て
お
い
で
の
よ
う
だ
が
、
…
…
匂
宮

の
目
当
て
は
別
の
方
（
す
な
わ
ち
中
の
君
）
で
あ
り
ま
し
た
よ
う
な
の
で
、
困

惑
し
て
お
り
ま
す
が
、
…
…
」
と
い
う
意
で
あ
ろ
う
。
こ
の
「
い
と
ほ
し
」

は
、
諸
注
の
よ
う
に
、
気
の
毒
な
ど
と
解
し
て
も
違
和
感
が
な
い
か
も
知
れ
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な
い
。
し
か
し
、
思
い
の
か
な
わ
な
い
自
分
の
方
こ
そ
つ
ら
い
の
だ
、
と
い

う
訴
え
に
つ
づ
い
て
ゆ
く
の
で
、
相
手
へ
の
同
情
よ
り
困
惑
を
示
し
て
い
る

と
解
し
た
方
が
よ
り
ふ
さ
わ
し
い
の
で
は
な
い
か
。

⑱
（
薫
、
匂
宮
の
高
貴
な
身
の
ほ
ど
に
つ
い
て
）

〔
匂
宮
〕「
…
…
と
こ
ろ
せ
き
身
の
ほ
ど
こ
そ
な
か
な
か
な
る
わ
ざ
な

り
け
れ
」
と
て
、
ま
こ
と
に
い
と
は
し
く
さ
へ
思
し
た
り
。〔
薫
ハ
〕

い
と
ほ
し
く
見
た
て
ま
つ
り
た
ま
ひ
て
、
…
… 

（
一
六
二
五
頁
）

匂
宮
の
窮
屈
な
身
に
薫
が
同
情
し
て
い
る
、
と
解
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
直

後
で
薫
は
「
今
夜
の
お
咎
め
は
私
が
代
わ
っ
て
受
け
る
か
ら
、
ぜ
ひ
と
も
宇

治
へ
行
く
よ
う
に
」
と
つ
よ
く
奨
め
て
い
る
。
匂
宮
の
自
由
の
利
か
な
い
身

の
ほ
ど
に
ほ
と
ほ
と
困
惑
し
た
上
で
の
奨
励
と
解
す
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。

⑲
（〈
明
石
中
宮
の
発
言
内
〉
明
石
中
宮
、
匂
宮
に
つ
い
て
）

〔
薫
ガ
〕
中
宮
の
御
方
に
参
り
た
ま
へ
れ
ば
、〔
中
宮
〕「
宮
は
出
で
た

ま
ひ
ぬ
な
り
。
あ
さ
ま
し
く
い
と
ほ
し
き
御
さ
ま
か
な
。
い
か
に
人
見

た
て
ま
つ
る
ら
む
。
…
…
」 

（
一
六
二
六
頁
）

全
書
・
大
系
・
集
成
・
佐
伯
講
読
は
「
困
っ
た
」「
困
る
」
と
解
し
て
い
る
。

玉
上
評
釈
・
全
集
・
新
大
系
・
新
全
集
・
鑑
賞
は
「
情
け
な
い
」
と
訳
出
す

る
。
た
だ
し
、
新
全
集
の
頭
注
で
は
、「
女
に
心
を
奪
わ
れ
て
深
夜
出
歩
く

と
は
か
わ
い
そ
う
、
の
意
。
わ
が
子
か
わ
い
さ
の
、
甘
い
母
親
の
言
葉
」
と

す
る
。
こ
の
巻
で
の
明
石
中
宮
の
匂
宮
に
対
す
る
一
貫
し
た
態
度
に
照
ら
し

て
も
、
み
と
め
ら
れ
な
い
説
で
あ
る
。

⑳
（
薫
、
匂
宮
が
来
る
の
を
待
ち
か
ね
て
い
る
宇
治
の
姫
君
た
ち
に
つ
い
て
）

中
納
言
の
君
も
、〔
宇
治
デ
ハ
〕
待
ち
遠ど
ほ

に
ぞ
思
す
ら
ん
か
し
、
と
思

ひ
や
り
て
、
わ
が
あ
や
ま
ち
に
い
と
ほ
し
く
て
、
宮
を
聞
こ
え
お
ど
ろ

か
し
つ
つ
、
絶
え
ず
御
け
し
き
を
見
た
ま
ふ
に
、
い
と
い
た
く
思
ほ
し

入
れ
た
る
さ
ま
な
れ
ば
、
さ
り
と
も
、
と
う
し
ろ
や
す
か
り
け
り
。

 

（
一
六
三
一
頁
）

先
の
⑱
と
同
パ
タ
ー
ン
で
、
匂
宮
の
宇
治
行
き
が
か
な
わ
ぬ
と
い
う
事
態
を

受
け
て
「
い
と
ほ
し
く
」
感
じ
、
そ
の
後
匂
宮
に
宇
治
行
き
を
督
促
す
る
。

こ
こ
で
は
自
身
の
「
あ
や
ま
ち
」
を
つ
ら
く
感
じ
て
い
る
。

�
（
大
君
、
客
間
に
遠
ざ
け
た
薫
か
ら
恨
ま
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
）

〔
薫
ガ
〕
恨
み
た
ま
ふ
も
〔
大
君
ハ
〕
さ
す
が
に
い
と
ほ
し
く
て
、
物

越
し
に
対
面
し
た
ま
ふ
。 

（
一
六
三
二
～
一
六
三
三
頁
）

恨
む
薫
へ
の
同
情
と
解
す
る
こ
と
も
無
理
で
は
な
い
か
も
知
れ
な
い
が
、
相

手
は
自
分
を
恨
ん
で
い
る
の
だ
か
ら
、
む
し
ろ
そ
の
こ
と
に
困
惑
し
た
た
め

物
越
し
で
応
対
す
る
こ
と
に
し
た
、
と
み
た
方
が
よ
い
。

�
（
薫
、
大
君
よ
り
、
匂
宮
に
関
す
る
こ
と
を
聞
い
て
）

…
…
か
す
め
つ
つ
、
さ
れ
ば
よ
、
と
思
し
く
〔
匂
宮
ノ
無
沙
汰
ヲ
〕
の

た
ま
へ
ば
、
い
と
ほ
し
く
て
、
思
し
た
る
御
さ
ま
、
け
し
き
を
見
あ
り

く
や
う
な
ど
、
語
り
き
こ
え
た
ま
ふ
。 

（
一
六
三
三
頁
）

薫
は
、
大
君
か
ら
匂
宮
の
夜
離
れ
を
聞
か
さ
れ
「
い
と
ほ
し
く
」
感
じ
た
結

果
、
匂
宮
が
い
か
に
中
の
君
に
執
心
し
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
、
ま
た
都
で

は
宮
を
い
つ
も
気
に
か
け
て
い
る
こ
と
な
ど
を
大
君
に
伝
え
る
。
こ
れ
も

⑱
・
⑳
と
同
じ
く
、
匂
宮
の
無
沙
汰
を
受
け
た
「
い
と
ほ
し
」
で
、
薫
の
困

惑
を
あ
ら
わ
す
だ
ろ
う
。

� 

（〈
薫
の
心
内
〉
薫
、
匂
宮
と
中
の
君
の
関
係
を
中
宮
に
伝
え
た
あ
と
の

予
想
さ
れ
る
事
態
に
つ
い
て
）
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…
…
忍
び
て
か
く
通
ひ
た
ま
ふ
よ
し
を
、
中
宮
な
ど
に
も
漏
ら
し
き
こ

し
め
さ
せ
て
、
し
ば
し
の
御
騒
が
れ
は
い
と
ほ
し
く
と
も
、
女
方
の
御

た
め
は
咎と
が

も
あ
ら
じ
、
い
と
か
く
夜よ

を
だ
に
明
か
し
た
ま
は
ぬ
苦
し
げ

さ
よ
、
…
… 

（
一
六
三
五
頁
）

諸
注
、
匂
宮
へ
の
同
情
の
表
現
と
み
る
。
そ
れ
で
も
意
は
通
る
が
、
困
惑
の

意
と
み
て
も
や
は
り
問
題
な
く
意
味
は
通
じ
る
。
匂
宮
方
の
「
御
騒
が
れ
」

と
い
う
ネ
ガ
テ
ィ
ヴ
な
事
態
と
、「
女
方
」
に
と
っ
て
の
「
咎
」
と
が
対
に

な
っ
て
い
る
点
を
意
識
す
る
と
、
困
惑
と
解
す
る
方
が
よ
い
の
で
は
な
い

か
。

�
（〈
大
君
の
発
言
内
〉
大
君
、
中
の
君
の
様
子
か
ら
、
八
の
宮
の
遺
言
を

想
起
）

〔
大
君
〕「
…
…
亡
き
人
の
御
諫
め
は
か
か
る
こ
と
に
こ
そ
、
と
見
は

べ
る
ば
か
り
な
む
、
い
と
ほ
し
か
り
け
る
」
と
て
泣
き
た
ま
ふ
け
し
き

な
り
。 
（
一
六
四
六
頁
）

中
の
君
に
対
す
る
姉
か
ら
の
同
情
の
言
葉
と
解
さ
れ
て
き
た
が
、「
見
は
べ

る
ば
か
り
な
む
」
に
留
意
し
て
み
よ
う
。
こ
こ
は
、「
御
諫
め
」
の
内
容
と

重
な
る
中
の
君
の
状
況
に
つ
い
て
「
い
と
ほ
し
」
と
感
じ
た
の
で
は
な
く
、

「
御
諫
め
」
の
内
実
を
中
の
君
の
置
か
れ
て
い
る
状
況
に
見
て
い
る
、
そ
の

こ
と
だ
け
が
「
い
と
ほ
し
」
な
の
で
は
な
い
か
。
と
す
れ
ば
、
同
情
で
は
な

く
、
困
惑
を
あ
ら
わ
す
こ
と
に
な
ろ
う
。

�
（
薫
、
匂
宮
を
中
の
君
に
手
引
き
し
た
こ
と
に
つ
い
て
）

中
納
言
〔
＝
薫
〕
も
、
見
し
ほ
ど
よ
り
は
軽か
ろ

び
た
る
御
心
か
な
、
さ
り

と
も
、
と
思
ひ
き
こ
え
け
る
も
い
と
ほ
し
く
心
か
ら
お
ぼ
え
つ
つ
、
を

さ
を
さ
〔
匂
宮
ノ
所
ヘ
ハ
〕
参
り
た
ま
は
ず
。
山
里
に
は
、
い
か
に
い

か
に
、
と
と
ぶ
ら
ひ
き
こ
え
た
ま
ふ
。 

（
一
六
五
二
頁
）

こ
れ
も
匂
宮
の
宇
治
行
き
が
か
な
わ
な
い
と
い
う
事
態
を
受
け
て
、
薫
が

「
い
と
ほ
し
く
」
感
じ
て
い
る
の
で
、
⑱
・
⑳
・
�
と
類
似
す
る
。
こ
こ
で
は
、

こ
こ
ま
で
匂
宮
の
夜
離
れ
が
つ
づ
く
こ
と
を
想
定
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
に

責
任
を
感
じ
て
、
つ
ら
く
思
う
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　

以
上
、「
総
角
」
巻
の
用
例
す
べ
て
を
確
認
し
て
き
た
が
、
お
よ
そ
以
下

の
よ
う
に
整
理
で
き
よ
う
。

・
困
惑
・
つ
ら
さ
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
例
は

皆
無
で
あ
る
。

・
困
惑
・
つ
ら
さ
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
と
し
か
解
し
よ
う
が
な
い
例
、
及

び
困
惑
・
つ
ら
さ
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
可
能
性
が
高
い
（
同
情
・
憐
憫

を
あ
ら
わ
し
て
い
る
可
能
性
が
低
い
）
例
が
大
半
で
あ
る
。

・
同
情
・
憐
憫
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
と
し
か
解
し
よ
う
が
な
い
例
は
皆
無

で
あ
る
。四　

「
い
と
ほ
し
」と「
心
苦
し
」、
そ
し
て「
へ
だ
て
」の
関
係

　
「
い
と
ほ
し
」
の
類
義
語
と
み
ら
れ
て
き
た
「
心
苦
し
」
も
重
要
語
と
い

う
べ
き
で
あ
る
が
、
こ
の
両
者
の
関
係
は
ど
の
よ
う
に
と
ら
え
る
べ
き
か
。

「
総
角
」
巻
で
は
、「
心
苦
し
」
も
（
そ
の
派
生
語
を
含
め
て
）
二
十
八
例
と
大

変
多
く
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
の
語
は
巻
の
後
半
（
八
月
二
十
九
日
以
降
）

の
方
に
十
九
例
と
集
中
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
大
雑
把
に
い
え
ば
、
八
月
下

旬
ま
で
の
「
い
と
ほ
し
」
中
心
の
や
り
と
り
か
ら
、「
心
苦
し
」
へ
と
切
り

替
わ
っ
て
い
る
と
も
い
え
そ
う
で
あ
る
。

　
「
心
苦
し
」
の
語
義
に
つ
い
て
は
、
今
後
精
査
し
て
ゆ
か
ね
ば
な
ら
な
い
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が
、
こ
こ
で
は
「
い
と
ほ
し
」
と
の
対
比
が
し
や
す
い
、
先
の
本
文
②
を
例

に
考
え
て
み
よ
う
。「
言
ふ
か
ひ
な
く
憂
し
」
と
泣
き
し
ず
む
大
君
を
前
に

薫
は
困
惑
し
（「
い
と
ほ
し
」）、
大
君
の
「
心
ゆ
る
ひ
」
を
待
つ
こ
と
に
し
た
。

そ
の
直
後
で
「
わ
り
な
き
や
う
な
る
も
心
苦
し
く
て
、
さ
ま
よ
く
こ
し
ら
へ

き
こ
え
た
ま
ふ
」
と
語
ら
れ
る
。
平
安
時
代
の
「
心
苦
し
」
は
、
自
他
の
い

ず
れ
に
つ
い
て
も
心
の
痛
む
さ
ま
を
あ
ら
わ
す
よ
う
だ
が
、
こ
の
二
重
傍
線

部
は
、
他
者
（
大
君
）
を
思
い
や
る
語
と
解
し
て
間
違
い
あ
る
ま
い
。
こ
の

よ
う
に
同
じ
場
面
で
「
い
と
ほ
し
」
と
「
心
苦
し
」
の
両
方
が
用
い
ら
れ
る

例
は
、
こ
の
巻
で
し
ば
し
ば
み
ら
れ
る
。

　

ひ
と
つ
の
場
面
に
お
い
て
も
、
ま
た
巻
全
体
と
し
て
も
、「
い
と
ほ
し
」

か
ら
「
心
苦
し
」
へ
、
と
い
う
展
開
が
看
取
さ
れ
る
よ
う
で
あ
る
。
そ
う
だ

と
す
る
と
、
た
と
え
ば
薫
、
大
君
、
中
の
君
の
三
者
の
関
係
に
つ
い
て
、
従

来
の
と
ら
え
方
を
い
さ
さ
か
更
新
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
た
と

え
ば
、
大
君
と
中
の
君
の
姉
妹
関
係
は
ど
う
か
。「
男
の
侵
入
の
後
の
気
ま

ず
い
沈
黙
に
よ
っ
て
引
き
裂
か
れ
るＪ
」
と
さ
れ
る
「
姉
妹
の
連
帯
」
だ
が
、

引
き
裂
か
れ
る
と
き
に
際
だ
つ
の
が
、
姉
妹
そ
れ
ぞ
れ
の
自
己
完
結
的
に
し

て
利
己
的
な
あ
り
よ
う
と
も
い
え
よ
う
。「
い
と
ほ
し
」
と
「
心
苦
し
」
と

も
に
「
同
情
を
表
す
」
と
み
る
立
場
な
が
ら
、
こ
の
二
語
の
差
異
に
留
意
す

る
中
川
論
文
は
、
本
文
⑧
・
⑨
で
「
い
と
ほ
し
」
ば
か
り
が
用
い
ら
れ
、「
心

底
気
づ
か
う
「
心
苦
し
」
が
み
ら
れ
る
の
は
屏
風
の
背
後
に
逃
れ
た
後
」、

す
な
わ
ち
⑨
の
引
用
本
文
末
尾
近
く
（
二
重
傍
線
部
）
で
あ
る
こ
と
に
注
目

し
て
、
大
君
の
、
ま
た
「
人
間
の
裡
に
潜
む
利
己
的
な
心
の
動
き
」
を
み
て

い
るＫ
。「
心
苦
し
」
と
「
い
と
ほ
し
」
の
差
異
へ
の
着
目
は
首
肯
さ
れ
る
が
、

そ
も
そ
も
「
い
と
ほ
し
」
は
、
妹
君
へ
と
向
か
う
こ
と
の
な
い
困
惑
を
あ
ら

わ
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
大
君
の
利
己
的
な
面
は
当
初
か
ら

テ
ク
ス
ト
の
表
層
に
あ
ら
わ
れ
て
い
た
。

　

対
す
る
中
の
君
も
ま
た
、
本
文
③
・
⑦
に
お
い
て
「
い
と
ほ
し
」
と
感
じ

て
い
た
。
こ
の
妹
君
の
お
っ
と
り
と
し
た
性
格
は
し
ば
し
ば
語
ら
れ
て
い
た

が
、
言
葉
の
レ
ヴ
ェ
ル
で
は
こ
の
「
い
と
ほ
し
」
の
語
と
と
も
に
姉
と
の
齟

齬
が
生
じ
て
い
る
と
い
え
そ
う
で
あ
る
。
宇
治
の
姉
妹
の
連
続
性
は
き
わ
め

て
重
要
だ
が
、
こ
の
姉
妹
の
物
語
は
、「
話
型
を
越
え
て
、
個
人
が
重
視
さ

れＬ
」
る
方
向
へ
と
進
ん
で
い
る
よ
う
だ
。「
い
と
ほ
し
」
に
示
さ
れ
る
困
惑
・

つ
ら
さ
と
い
っ
た
感
情
は
、
ま
さ
に
個
へ
と
向
か
う
も
の
で
あ
っ
た
。

　
「
い
と
ほ
し
」
と
感
ず
る
主
体
と
し
て
は
、
も
ち
ろ
ん
薫
を
逸
す
る
こ
と

が
で
き
な
い
。
ま
た
、
弁
（
及
び
同
僚
の
女
房
た
ち
）
の
用
例
も
あ
っ
た
。
薫

と
弁
に
関
し
て
は
、「
橋
姫
」「
椎
本
」
巻
で
も
き
わ
め
て
多
弁
で
あ
っ
た
し
、

特
に
薫
は
宇
治
の
姫
君
た
ち
に
対
し
て
さ
ま
ざ
ま
な
感
情
を
抱
い
て
い
た

が
、
こ
の
両
巻
に
お
け
る
「
い
と
ほ
し
」
の
用
例
は
計
八
例
、
そ
の
う
ち
薫

と
宇
治
の
姫
君
た
ち
に
関
わ
る
例
は
一
例
の
み
で
あ
る
。そ
れ
は
、弁
の
「
問

は
ず
語
り
」
に
よ
っ
て
自
身
の
出
生
に
関
わ
る
秘
事
を
姫
君
た
ち
も
既
に

知
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
薫
が
「
推
し
は
か
」
り
、
そ
れ
が
「
ね
た

く
も
い
と
ほ
し
く
も
お
ぼ
ゆ
る
」（
椎
本
、
一
五
六
九
頁
）
と
い
う
箇
所
で
あ

る
。
既
に
論
じ
た
よ
う
にＭ
、
こ
こ
で
は
、
姉
妹
が
秘
事
を
知
っ
て
い
る
と
想

像
さ
れ
る
が
ゆ
え
に
こ
の
姉
妹
か
ら
は
離
れ
ら
れ
な
い
、
と
思
考
す
る
薫
の

あ
り
よ
う
が
、
ま
さ
に
薫
個
人
の
困
惑
を
あ
ら
わ
し
て
い
た
。
こ
う
し
た
薫

の
「
い
と
ほ
し
」
と
い
う
感
情
が
、「
総
角
」
巻
で
は
幾
度
も
あ
ら
わ
れ
て

い
る
の
で
あ
っ
た
。



〔　　〕��

　
　
　

＊

　

最
後
に
、「
総
角
」
巻
に
お
け
る
鍵
語
と
し
て
し
ば
し
ば
論
じ
ら
れ
て
き

た
「
へ
だ
て
」
と
、「
い
と
ほ
し
」
と
い
う
語
と
の
関
係
に
つ
い
て
考
え
て

み
た
い
。
最
初
に
薫
が
強
引
に
押
し
入
っ
た
折
、
大
君
は
「
物
へ
だ
て
て
な

ど
聞
こ
え
ば
、
ま
こ
と
に
心
の
へ
だ
て
は
さ
ら
に
あ
る
ま
じ
く
な
む
」（
一

五
九
七
頁
）
と
話
し
た
。
こ
の
逆
説
的
メ
ッ
セ
ー
ジ
は
、「
総
角
」
巻
で
の
二

人
の
関
係
を
見
事
に
予
告
し
て
い
るＮ
。
一
方
、「
い
と
ほ
し
」
と
い
う
形
容

詞
は
、
自
身
ま
た
は
他
者
の
お
か
れ
て
い
る
望
ま
し
く
な
い
状
況
に
関
し
て

抱
い
た
困
惑
・
つ
ら
さ
を
あ
ら
わ
す
。
そ
れ
は
他
者
に
対
し
て
心
が
向
か
っ

て
ゆ
か
な
い
状
態
、
す
な
わ
ち
心
と
心
の
間
に
「
へ
だ
て
」
が
あ
る
の
と
同

じ
、
も
し
く
は
近
似
す
る
状
態
と
い
え
る
の
で
は
な
い
か
。

　

以
上
、
こ
れ
ま
で
は
他
者
へ
の
同
情
な
ど
を
あ
ら
わ
す
語
と
解
さ
れ
る
こ

と
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
っ
た
「
い
と
ほ
し
」
の
語
義
の
と
ら
え
な
お
し
に
よ
っ

て
、
こ
の
語
が
「
総
角
」
巻
の
薫
、
大
君
、
中
の
君
、
弁
と
い
っ
た
人
た
ち

の
惑
い
と
、
関
係
の
隔
絶
と
い
う
問
題
に
そ
の
ま
ま
直
結
し
て
ゆ
く
こ
と
を

論
じ
た
。

※
『
源
氏
物
語
』
の
本
文
は
『
大
島
本　

源
氏
物
語
』（
角
川
書
店
）
に
拠
り
、
私
に

校
訂
し
た
。
ま
た
、
各
本
文
末
尾
の
（　

）
内
に
『
源
氏
物
語
大
成
』
校
異
篇
（
中

央
公
論
社
）
の
頁
数
を
付
し
た
。

※
『
源
氏
物
語
』
諸
注
釈
書
の
略
号
は
、「
全
書
」
＝
『
日
本
古
典
全
書　

源
氏
物
語　

六
』（
朝
日
新
聞
社
、
一
九
五
五
年
）、「
大
系
」
＝
『
日
本
古
典
文
学
大
系
��　

源

氏
物
語　

四
』（
岩
波
書
店
、
一
九
六
二
年
）、「
玉
上
評
釈
」
＝
『
源
氏
物
語
評
釈　

第
十
巻
』（
角
川
書
店
、
一
九
六
七
年
）、「
全
集
」
＝
『
日
本
古
典
文
学
全
集
��　

源
氏
物
語　

五
』（
小
学
館
、
一
九
七
五
年
）、「
集
成
」
＝
『
新
潮
日
本
古
典
集
成　

源
氏
物
語　

七
』（
新
潮
社
、
一
九
八
三
年
）、「
佐
伯
講
読
」
＝
『
源
氏
物
語
講
読　

中
』（
武
蔵
野
書
院
、
一
九
九
二
年
）、「
新
大
系
」
＝
『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
��　

源
氏
物
語　

四
』（
岩
波
書
店
、
一
九
九
六
年
）、「
新
全
集
」
＝
『
新
編
日
本
古
典

文
学
全
集
��　

源
氏
物
語　

５
』（
小
学
館
、
一
九
九
七
年
）、「
鑑
賞
」
＝
『
源
氏

物
語
の
鑑
賞
と
基
礎
知
識
��　

総
角
』（
至
文
堂
、
二
〇
〇
三
年
）。

注（
１
）　

陣
野
英
則
「「
物
語
」
の
切
っ
先
と
し
て
の
薫
─
─
『
源
氏
物
語
』「
橋
姫
」

「
椎
本
」
巻
の
言
葉
か
ら
─
─
」（『
國
語
と
國
文
學
』
八
五
─
六
、
東
京
大
学

国
語
国
文
学
会
、
二
〇
〇
八
年
六
月
）。

（
２
）　

陣
野
英
則
「
弁
の
尼
を
超
え
る
薫
─
─
『
源
氏
物
語
』「
宿
木
」「
東
屋
」
巻

の
言
葉
か
ら
─
─
」（
小
山
清
文
・
袴
田
光
康
（
編
）『
源
氏
物
語
の
新
研
究

─
─
宇
治
十
帖
を
考
え
る
』
新
典
社
、
二
〇
〇
九
年
）。

（
３
）　

松
岡
智
之
「
多
弁
と
寡
黙
、
あ
る
い
は
沈
黙
」（
関
根
賢
司
（
編
）『
源
氏
物

語　

宇
治
十
帖
の
企
て
』
お
う
ふ
う
、
二
〇
〇
五
年
）
に
お
い
て
、
主
要
論
文

が
紹
介
・
整
理
さ
れ
て
い
る
。

（
４
）　

注（
１
）、
前
掲
の
拙
論
。

（
５
）　

注（
２
）、
前
掲
の
拙
論
。

（
６
）　

用
例
数
は
、『
源
氏
物
語
大
成
』
な
ら
び
に
『CD

-RO
M

角
川
古
典
大
観　

源
氏
物
語
』
を
併
用
し
て
確
認
し
た
。
な
お
、「
い
と
ほ
し
」
か
ら
の
派
生
語

と
し
て
、「
い
と
ほ
し
が
る
」「
い
と
ほ
し
げ
」「
い
と
ほ
し
さ
」「
い
と
ほ
し
み
」、

そ
れ
に
「
な
ま
い
と
ほ
し
」
も
含
め
て
い
る
。

（
７
）　
『
源
氏
物
語
』
に
お
け
る
「
い
と
ほ
し
」
に
つ
い
て
は
、「『
源
氏
物
語
』
の
「
い

と
ほ
し
」」（『
早
稲
田
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
紀
要
』
五
六
─
三
、
二
〇
一

一
年
二
月
刊
行
予
定
）
を
執
筆
中
で
あ
る
。
ま
た
、『
源
氏
物
語
の
展
望　

第

十
輯
』（
三
弥
井
書
店
、
二
〇
一
一
年
九
月
刊
行
予
定
）
に
掲
載
さ
れ
る
論
考

で
、『
源
氏
物
語
』
以
前
の
「
い
と
ほ
し
」
の
用
例
も
あ
わ
せ
て
網
羅
的
に
検

討
す
る
予
定
。

（
８
）　

北
山
谿
太
「
語
釋
研
究
三
つ
─
─
さ
る
も
の
に
て
・
い
と
ほ
し
・
案
内

─
─
」（『
解
釈
』
二
─
二
、
解
釈
学
会
、
一
九
五
六
年
二
月
）、
後
藤
貞
夫
「
源
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氏
物
語
に
お
け
る
「
い
と
ほ
し
」
の
意
義
用
法
に
つ
い
て
」（『
国
文
学
攷
』
二

三
、
広
島
大
学
国
語
国
文
学
会
、
一
九
六
〇
年
五
月
）、
木
之
下
正
雄
『
平
安

女
流
文
学
の
こ
と
ば
』（
至
文
堂
、
一
九
六
八
年
）、
中
川
正
美
「
源
氏
物
語
に

お
け
る
「
い
と
ほ
し
」
と
「
心
苦
し
」」（
国
語
語
彙
史
研
究
会
編
『
国
語
語
彙

史
の
研
究　

一
』
和
泉
書
院
、
一
九
八
〇
年
）、
池
田
節
子
「
い
と
ほ
し
」（
秋

山
虔
（
編
）『
王
朝
語
辞
典
』
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
〇
年
）
な
ど
。

（
９
）　

濱
橋
顕
一
「「
さ
し
当
り
て
い
と
ほ
し
か
り
し
事
の
騒
ぎ
」
─
─
「
い
と
ほ

し
」
の
語
義
の
こ
と
」（
鈴
木
一
雄
（
監
修
）　

河
地
修
（
編
）『
源
氏
物
語
の

鑑
賞
と
基
礎
知
識
��　

常
夏
・
篝
火
・
野
分
』
至
文
堂
、
二
〇
〇
二
年
）、
及

び
同
「「
い
と
ほ
し
う
人
々
も
思
ひ
疑
ひ
け
る
筋
」
─
─
「
い
と
ほ
し
」
の
語

義
の
こ
と
」（
鈴
木
一
雄
（
監
修
）　

仁
平
道
明
（
編
）『
源
氏
物
語
の
鑑
賞
と

基
礎
知
識
��　

真
木
柱
』
至
文
堂
、
二
〇
〇
四
年
）。

（
�0
）　

宮
地
敦
子
「
類
義
語
の
交
錯
─
─
「
い
と
ほ
し
」「
か
は
ゆ
し
」
ほ
か
」（『
心

身
語
彙
の
史
的
研
究
』
明
治
書
院
、
一
九
七
九
年
）。

（
��
）　

注（
８
）、
前
掲
の
中
川
論
文
。

（
��
）　

注（
８
）、
前
掲
の
木
之
下
著
書
、
Ⅲ
─
９
。

（
��
）　

吉
澤
義
則
『
源
語
釈
泉
』（
誠
和
書
院
、
一
九
五
〇
年
）。
な
お
、
吉
澤
義
則

『
對
校
源
氏
物
語
新

巻
五
』（
平
凡
社
、
一
九
三
九
年
）
の
「
総
角
」
巻
で
、

「
い
と
ほ
し
」
の
注
記
（
全
十
八
箇
所
）
の
う
ち
、
困
惑
・
つ
ら
さ
の
意
に
解

し
て
い
る
の
は
一
例
（
三
節
の
引
用
本
文
⑲
）
だ
け
で
あ
る
。

（
��
）　

注（
８
）、
前
掲
の
池
田
論
文
。

（
��
）　

松
尾
聰
『
源
氏
物
語
を
中
心
と
し
た
「
う
つ
く
し
・
お
も
し
ろ
し
」
攷
』（
笠

間
書
院
、
一
九
七
六
年
）、
同
『
松
尾
聰
遺
稿
集
Ⅰ　

中
古
語
「
ふ
び
ん
な
り
」

の
語
意
』（
笠
間
書
院
、
二
〇
〇
一
年
）
な
ど
も
、
一
語
に
ひ
と
つ
の
語
義
が

対
応
す
る
と
い
う
見
方
に
も
と
づ
い
た
考
証
で
あ
っ
た
。

（
��
）　

今
井
久
代
「
御
髪
の
こ
ぼ
れ
か
か
り
た
る
を
掻
き
や
り
つ
つ
見
た
ま
へ
ば

─
─
男
と
女
の
は
ざ
ま
に
は
・
大
君
と
薫
の
恋
物
語
」（『
國
文
學
』
四
五
─
九
、

學
燈
社
、
二
〇
〇
〇
年
七
月
）。

（
��
）　

針
本
正
行
「「
総
角
」
巻
の
大
君
」（『
平
安
女
流
文
学
の
表
現
』
お
う
ふ
う
、

二
〇
〇
一
年
）。

（
��
）　

注（
８
）、
前
掲
の
中
川
論
文
。

（
��
）　

三
田
村
雅
子
「
大
君
物
語
─
─
姉
妹
の
物
語
と
し
て
─
─
」（
増
田
繁
夫
・

鈴
木
日
出
男
・
伊
井
春
樹
（
編
）『
源
氏
物
語
研
究
集
成　

第
二
巻　

源
氏
物

語
の
主
題　

下
』
風
間
書
房
、
一
九
九
九
年
）。

（
�0
）　

中
川
正
美
「
源
氏
物
語
続
編
の
文
体
─
─
「
う
し
」
か
ら
「
心
う
し
」
へ

─
─
」（『
源
氏
物
語
文
体
攷　

形
容
詞
語
彙
か
ら
』
和
泉
書
院
、
一
九
九
九

年
）。

（
��
）　

池
田
節
子
「
大
君
の
結
婚
拒
否
─
─
朝
顔
の
姫
君
・
落
葉
の
宮
・
紫
の
上
か

ら
の
連
続
─
─
」（『
源
氏
物
語
表
現
論
』
風
間
書
房
、
二
〇
〇
〇
年
）。

（
��
）　

注（
１
）、
前
掲
の
拙
論
。

（
��
）　

神
田
龍
身
「
分
身
、
差
異
へ
の
欲
望
─
─
『
源
氏
物
語
』「
宇
治
十
帖
」

─
─
」（『
物
語
文
学
、
そ
の
解
体
─
─
『
源
氏
物
語
』「
宇
治
十
帖
」
以
降
』

有
精
堂
出
版
、
一
九
九
二
年
）
な
ど
。


