
『
小
夜
衣
』
論

大
倉
比
呂
志

は
じ
め
に

『
小
夜
衣
』
に
関
し
て
、
か
つ
て
「『
小
夜
衣
』
論

�雑
居
ビ
ル
的
作
品

�」
（「
学
苑
」

二
〇
〇
一

�
8＝

9）
を
発
表
し
た
わ
け
だ
が
、
中
世
王
朝
物
語
作
品
群
の
中
で

�し

の
び
ね
型

（
１
）

�と
称
さ
れ
る
作
品
の
モ
デ
ル
と
な
っ
て
い
る
『
し
の
び
ね
』
と
『
小
夜
衣
』

と
を
比
較
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
こ
で
顕
在
化
さ
せ
ら
れ
て
い
る
『
小
夜
衣
』
の

『
し
の
び
ね
』
に
対
す
る

�反
措
定

�と
し
て
の
位
置
付
け
を
中
心
に
、
い
さ
さ
か
論

述
し
て
い
き
た
い
と
思
う
。

一
、

�継母

�と

�北の
方

�の
呼
称
を
め
ぐ
る
位
相

按
察
使
大
納
言
（
後
に
大
臣

�関
白
。
以
下
、
大
納
言
と
称
す
る
）
の
姫
君
（
結
婚
し
た

兵
部

�宮
の
即
位
後
、
中
宮
。
以
下
、
姫
君
と
称
す
る
）
は
母
親
の
死
後
、
母
方
の
祖
母
尼

上
の
も
と
で
養
育
さ
れ
て
い
た
が
、
父
親
に
よ
っ
て

�継母

�に
当
た
る

�北の
方

�

の
も
と
に
転
居
さ
せ
ら
れ
る
。

�継
母

�の
初
出
は
、
姫
君
を
恋
慕
す
る
兵
部

�宮

（
後
に
春
宮

�帝
。
以
下
、
宮
と
称
す
る
）
が
姫
君
と
の
情
交
後
、
尼
上
の
住
む
山
里
を
訪

れ
た
尼
上
の
姉
の
娘
で
あ
る
宰
相
君
に
対
し
て
尼
上
が
語
っ
た
個
所
に
あ
り
、
そ
れ
は
、

①
「
…
…
（
男
女
ノ
仲
ハ
）
世
に
隠
れ
な
き
も
の
な
れ
ば
、
（
父
親
ノ
）
大
納
言
の
あ
た
り
に
も

聞
き
給
ひ
て
、
継
母
な
ど
の
の
た
ま
は
ん
事
こ
そ
、
心
憂
け
れ
」
と
て
、
ほ
ろ
ほ
ろ
と
続

き
出
づ
る
涙
に
、
…
…
（
上

�四
四

（
２
））

と
語
ら
れ
て
い
る
。
傍
線
部
の
よ
う
に
、
姫
君
の
男
関
係
が

�継母

�に
知
ら
れ
た
ら
、

ど
の
よ
う
に
言
わ
れ
る
の
か
と
不
安
感
に
お
の
の
い
て
い
る
の
で
あ
り
、
山
里
を
訪
れ

た
父
大
納
言
に
対
し
て
、
姫
君
を
引
き
取
っ
て
、「『
心
や
す
く
も
て
な
し
給
へ
か
し
』」

（
上

�六
〇
）
と
発
言
し
て
い
る
ご
と
く
、
傍
線
部
「
心
や
す
く
」
と
い
う
こ
と
ば
の
中

に
は
、
姫
君
が
大
納
言
邸
に
引
き
取
ら
れ
た
な
ら
ば
、

�継
子
い
じ
め

�の
可
能
性
が

考
え
ら
れ
る
か
ら
、
充
分
に
気
を
付
け
る
よ
う
に
と
の
尼
上
の
危
惧
が
内
包
さ
れ
て
い

る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

ち
な
み
に
、
本
物
語
に
お
け
る

�継
母

�の
用
例
は
引
用
文
①
も
含
め
て
十
四
例

（
上

�一
例
、
中

�十
一
例
、
下

�二
例
）
で
あ
り
、

�北
の
方

�の
用
例
は
三
十
三
例

（
上

�一
例
、
中

�十
三
例
、
下

�十
九
例
）
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
以
下

�継母

�と
称
さ
れ
た
例
を
あ
げ
て
み
る
こ
と
に
す
る
。

―２―

学
苑
第
八
三
八
号
二
～
九
（
二
〇
一
〇

�八
）

�

『
し
の
び
ね
』
へ
の

�反逆

�を
中
心
に

�



②
げ
に
、
た
だ
人
と
は
お
ぼ
え
ぬ
（
姫
君
ノ
）
有
様
を
、
大
納
言
の
外
腹
の
娘
な
ど
に
や
と
、

（
帝
ハ
）
お
ぼ
し
め
す
に
も
、
な
ど
こ
れ
（
姫
君
）
を
参
ら
せ
ざ
り
け
ん
、
こ
れ
は
継
母
な
ど

の
、
我
が
娘
な
れ
ば
、
か
く
は
思
ひ
け
る
に
こ
そ
、
と
お
ぼ
し
め
す
。
（
中

�九
二
）

③
（
帝
ハ
姫
君
ヲ
）
御
遊
び
が
た
き
の
や
う
に
も
て
な
し
給
ふ
れ
ど
、
下
の
御
心
得
は
、
人
知

れ
ぬ
（
姫
君
ヘ
ノ
）
御
思
ひ
の
み
、
日
に
添
へ
て
は
、
え
つ
つ
み
が
た
く
な
り
ま
さ
り
給
へ

ば
、
い
か
な
ら
ん
と
、
お
ぼ
し
乱
る
る
。
御
た
め
は
苦
し
か
ら
ぬ
を
、
こ
の
人
（
姫
君
）
の

た
め
、
継
母
な
ど
い
か
ば
か
り
さ
い
な
み
思
は
ん
と
、
い
と
ほ
し
く
て
、
人
目
を
せ
ち
に

つ
つ
み
給
へ
る
。
御
心
の
う
ち
ば
か
り
に
、
（
帝
ハ
）
お
ぼ
し
砕
き
け
り
。
（
中

�九
二

�九

三
）

④
「
梅
壺
の
御
お
ぼ
え
め
で
た
く
て
、
昼
は
日
暮
ら
し
お
は
し
ま
す
」
な
ど
（
侍
女
タ
チ
ガ
）

言
ひ
あ
ふ
を
聞
き
給
ふ
に
も
、
宮
は
、
ま
づ
、
御
胸
の
み
つ
ぶ
れ
て
、
（
梅
壺
女
御
ハ
）
い

か
に
う
つ
く
し
き
娘
な
ら
ん
、
か
の
人
（
姫
君
）
に
は
ま
さ
ら
じ
も
の
を
、
あ
は
れ
、
こ
れ

（
姫
君
）
を
迎
へ
寄
せ
て
、
継
母
な
ど
の
、
母
代
に
や
つ
け
つ
ら
ん
、
さ
あ
ら
ん
に
ぞ
、
上

（
帝
）
も
た
だ
に
は
お
ぼ
さ
じ
な
ど
、
あ
ら
ま
し
事
さ
へ
今
の
心
地
し
て
、
（
宮
ハ
）
胸
も
せ

き
あ
げ
ら
れ
給
ふ
心
地
し
て
、
…
…
（
中

�九
三
）

⑤
中
宮
も
、
「
か
の
人
（
姫
君
）
を
迎
へ
寄
せ
て
、
継
母
な
ど
の
、
母
代
に
つ
け
た
る
や
ら
ん
。

な
の
め
な
ら
ず
う
つ
く
し
く
て
、
琴

�琵
琶
な
ど
も
、『
か
か
る
物
の
音
、
い
ま
だ
聞
か
ず
』

と
、
上
（
帝
）
も
語
り
給
ひ
つ
る
は
、
そ
の
人
（
姫
君
）
と
こ
そ
お
ぼ
ゆ
れ
」
と
（
宮
ニ
）

仰
せ
ら
る
る
に
、
…
…
（
中

�九
五
）

⑥
「
な
ど
、
さ
し
も
、
祖
母
君
の
、
放
し
が
た
げ
に
お
ぼ
え
た
り
し
を
、
か
か
る
べ
き
事
に
や
。

（
姫
君
ヲ
）
迎
へ
寄
せ
て
、
思
は
ず
な
る
住
ま
ひ
こ
そ
、
心
苦
し
く
侍
ら
ん
、
な
ど
思
ひ
つ

る
に
、
行
方
な
く
な
し
て
、
祖
母
君
、
い
か
に
思
ひ
給
ふ
ら
ん
、
と
思
ひ
や
ら
る
る
に
も
、

か
な
し
く
」
と
て
、
（
大
納
言
ガ
）
う
ち
泣
き
給
ふ
に
、
継
母
、
「
さ
し
も
う
つ
く
し
く
お
は

し
ま
し
つ
る
人
（
姫
君
）
な
れ
ば
、
内
裏
わ
た
り
の
人
も
、
い
か
で
か
、
心
か
け
聞
こ
え
ざ

ら
ん
。
あ
ら
は
れ
て
は
、
い
か
が
、
と
思
ふ
人
の
、
忍
び
や
か
に
、
さ
る
た
ば
か
り
を
し

て
、
取
り
た
る
に
こ
そ
あ
ら
め
。
さ
も
な
き
人
な
ら
ば
、
い
か
が
は
せ
ん
。
あ
る
ま
じ
き

人
な
ど
に
て
や
あ
ら
ん
。
そ
れ
ぞ
、
あ
さ
ま
し
か
る
べ
き
」
な
ど
、
わ
び
給
へ
る
ぞ
、
を

か
し
き
。
（
中

�一
一
八

�一
一
九
）

⑦
「
い
づ
く
と
も
思
ひ
分
き
た
る
か
た
侍
ら
ず
。
思
ひ
の
あ
ま
り
に
は
、
昔
よ
り
憂
き
た
め
し

に
申
し
伝
へ
た
る
継
母
な
ど
の
し
わ
ざ
に
や
、
と
こ
そ
。
置
き
所
な
き
か
な
し
さ
に
は
、

思
は
ぬ
事
な
く
思
ひ
侍
り
て
」
な
ど
、
（
尼
上
ハ
宮
ニ
）
来
し
方

�行
く
末
の
事
ど
も
語
ら

ひ
給
ふ
ほ
ど
に
、
…
…
（
中

�一
二
四
）

⑧
（
大
納
言
ハ
姫
君
ガ
失
踪
シ
タ
タ
メ
ニ
）
迎
へ
寄
せ
け
ん
事
の
み
く
や
し
く
、
た
だ
ほ
れ
ぼ
れ

と
こ
そ
、
思
ひ
乱
れ
給
ふ
。
継
母
も
、
し
え
た
り
、
と
嬉
し
き
中
に
も
、
…
…
（
中

�一
二

九
）

⑨
「
さ
も
や
侍
ら
ん
。
お
ほ
か
た
は
、
（
帝
ガ
姫
君
ニ
）
御
心
か
け
さ
せ
給
ひ
け
る
と
て
、
人
の

口
や
す
か
ら
ず
、
言
ひ
沙
汰
し
け
れ
ば
、
『
継
母
な
ど
の
、
い
か
や
う
に
し
た
る
に
や
』
と

こ
そ
、
よ
そ
人
は
申
す
な
れ
。
あ
た
ら
人
を
」
と
（
中
宮
ハ
帝
ニ
）
仰
せ
ら
る
れ
ば
、
…
…

（
中

�一
三
二
）

⑩
「
（
姫
君
ガ
失
踪
シ
タ
）
そ
の
後
は
、
『
さ
し
も
し
げ
く
入
ら
せ
給
ひ
し
梅
壺
に
、
こ
の
頃
は
、

お
ぼ
ろ
け
に
て
は
入
ら
せ
給
は
ず
』
な
ど
、
人
々
も
申
し
あ
ひ
て
侍
る
な
る
。
げ
に
、
こ

れ
（
姫
君
ノ
失
踪
）
は
、
継
母
の
し
わ
ざ
と
こ
そ
お
ぼ
え
侍
れ
」
な
ど
（
宮
ガ
中
宮
ニ
）
申
し

給
へ
ば
、
…
…
「
げ
に
、
あ
り
が
た
く
侍
り
し
琴
の
音
、
い
ま
だ
さ
や
う
の
琴
う
け
た
ま

は
ら
ず
。
何
事
に
つ
け
て
も
、
さ
ば
か
り
の
人
は
、
か
た
く
な
ん
侍
り
。
上
の
御
心
か
け

給
へ
る
も
、
こ
と
わ
り
に
な
ん
。
も
と
よ
り
、
出
だ
し
給
ひ
け
ん
継
母
こ
そ
、
は
か
な
く

お
は
し
け
れ
。
梅
壺
も
、
こ
れ
ほ
ど
に
は
お
は
し
ま
さ
じ
も
の
を
。
大
納
言
、
い
か
や
う

に
（
姫
君
失
踪
ノ
件
ヲ
）
聞
き
給
ふ
ら
ん
。
『
こ
の
君
（
姫
君
）
の
、
け
し
か
ら
ぬ
筋
に
、
う

せ
給
へ
る
』
と
ぞ
、
継
母
は
申
し
な
し
侍
ら
ん
」
な
ど
（
宮
ハ
中
宮
ニ
）
仰
せ
ら
る
。
（
中

�

―３―



一
三
三

�一
三
四
）

⑪
上
（
帝
）
は
、
も
し
、
宮
の
（
姫
君
ヲ
）
取
り
隠
し
て
や
、
な
ど
思
ひ
つ
る
に
、
さ
る
気
色

も
せ
ず
、
げ
に
、
継
母
の
し
わ
ざ
に
や
、
と
お
ぼ
す
に
も
、
…
…
（
中

�一
三
五
）

③
で
は
帝
が
姫
君
に
対
す
る
恋
慕
を
露
骨
に
示
せ
ば
、

�継
母

�は
実
の
娘
梅
壺
女
御

へ
の
帝
寵
が
薄
れ
た
と
思
っ
て
、
姫
君
が

�継母

�に
い
じ
め
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か

と

�継子
い
じ
め

�を
警
戒
し
て
、
傍
線
部
の
ご
と
く
、
姫
君
へ
の
感
情
を
抑
制
し
て

い
る
の
だ
。
や
は
り
、
こ
こ
も

�継母

�へ
の
不
安
感
が
語
ら
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

④
で
は
梅
壺
女
御
へ
の
帝
寵
を
耳
に
し
た
宮
は
、

�継
母

�が
姫
君
を
梅
壺
女
御
の
母

代
と
し
て
付
き
添
わ
せ
た
結
果
、
帝
は
姫
君
を
見
て
恋
慕
す
る
の
で
は
な
い
か
と
想
像

し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
宮
の
心
中
は
不
安
感
で
充
満
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
姫
君

を
母
代
と
し
て
出
仕
さ
せ
た

�継母

�に
対
す
る
面
白
か
ら
ぬ
感
情
が
語
ら
れ
て
い
る

の
だ
。

さ
ら
に
、
帝
の
姫
君
に
対
す
る
恋
慕
が
梅
壺
女
御
の
乳
母
子
で
あ
る
小
弁
に
よ
っ
て

�北
の
方

�に
吹
聴
さ
れ
、
帝
寵
が
姫
君
に
移
行
す
る
こ
と
を
恐
れ
た

�北
の
方

�は

自
分
の
乳
母
子
の
民
部
少
輔
に
姫
君
を
だ
ま
し
て
拉
致
さ
せ
た
の
で
あ
り
、
⑦
⑨
⑩
⑪

は
姫
君
失
踪
事
件
に

�継
母

�が
関
与
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
、
尼
上
（
⑦
）、

中
宮
（
⑨
）、
宮
（
⑩
）、
帝
（
⑪
）
が
各
々
疑
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ら
の
嫌

悪
感

�憎
悪
感
が

�継母

�と
い
う
こ
と
ば
に
内
包
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

ま
た
、
上
巻
冒
頭
に
お
い
て
宮
付
き
の
女
房
た
ち
が
大
納
言
の
娘
た
ち
の

�を
し
て

い
る
わ
け
だ
が
、
尼
上
の
姪
に
当
た
る
宰
相
君
（
後
に
大
納
言
北
の
方
）
が
、

⑫
「『
北
の
方
の
あ
さ
ま
し
く
恐
ろ
し
き
心
も
ち
給
ひ
て
、
（
姫
君
ノ
コ
ト
ヲ
）
見
じ
、
聞
か
じ
、

と
思
は
れ
た
る
に
（
大
納
言
ガ
）
つ
つ
み
給
ひ
て
、
（
姫
君
ノ
）
行
方
も
知
り
給
は
ず
と
ぞ
、

う
け
た
ま
は
り
候
ふ
』」
（
上

�八

�九
）

と
語
っ
て
お
り
、
尼
上
も
山
里
を
訪
問
し
た
宰
相
君
に
対
し
て
、

⑬
「
大
納
言
の
姫
君
、
父
は
行
方
も
知
り
給
は
ず
、
今
日

�明
日
も
知
ら
ぬ
者
（
尼
上
）
に
預

け
聞
こ
え
給
へ
る
に
、
う
ち
捨
て
侍
り
な
ば
、
昔
よ
り
憂
き
た
め
し
に
も
申
し
伝
へ
た
る
、

ま
こ
と
な
ら
ぬ
あ
た
り
に
ま
じ
ら
ひ
給
は
ん
事
ば
か
り
ぞ
、
黄
泉
路
の
さ
は
り
と
も
お
ぼ

え
侍
る
」
（
上

�一
一
）

と
語
っ
て
い
る
根
底
に
は
、

�継
子
い
じ
め

�の
不
安
が
語
ら
れ
て
い
る
の
だ
。
さ
ら

に
は
、
姫
君
の
失
踪
を
知
っ
た
尼
上
は

�

北
の
方

�を
「『
よ
か
ら
ぬ
あ
た
り
』」
（
中

�

一
二
〇
、
下

�一
六
四
）
と
言
い
、
「
母
に
て
侍
り
し
人
の
時
よ
り
、
北
の
方
の
恐
し
さ

は
、
思
ひ
知
り
侍
り
し
か
ば
、
年
頃
も
近
づ
く
事
も
侍
ら
ず
」
（
下

�一
六
三

�一
六
四
）

と
宮
に
語
っ
て
お
り
、
姫
君
を
幽
閉
し
た
の
は

�北の
方

�で
は
な
い
か
と
疑
っ
て
い

る
。
と
す
れ
ば
、

�継
母

�で
は
な
く

�北
の
方

�と
い
う
呼
称
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ

は
身
分
上
の
問
題
で
あ
っ
て
、
好
意
的
な
意
味
合
い
で
使
用
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い

の
だ
。
す
な
わ
ち
、

�北
の
方

�と
い
う
呼
称
の
中
に
も
嫌
悪
の
対
象
と
い
う
負
性
を

帯
び
て
用
い
ら
れ
て
い
る
点
が
あ
る
こ
と
に
も
注
意
し
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
下
巻
巻
末
近
く
で
宮
は
帝
と
な
り
、
幽
閉
か
ら
解
放
さ
れ
た
姫
君
は
中

宮
と
な
る
わ
け
だ
が
、

⑭
か
か
り
け
る
御
さ
い
は
ひ
人
（
姫
君
）
を
、
む
な
し
く
な
さ
ん
と
か
ま
へ
け
る
継
母
の
心
こ

そ
、
い
と
恐
ろ
し
け
れ
。
さ
れ
ば
、
わ
が
身
（
北
の
方
）
も
、
あ
る
に
か
ひ
な
き
身
に
な
り

は
て
ぬ
る
ぞ
か
し
、
と
お
ぼ
ゆ
。
（
下

�二
〇
七
）

⑮
腹
黒

�和
讒
も
ち
た
る
人
は
、
末
ま
で
も
、
こ
の
世
も
後
の
世
も
、
い
か
で
か
よ
か
る
べ

き
。
継
母
、
あ
さ
ま
し
き
有
様
、
思
ひ
や
る
べ
し
。
（
下

�二
一
一
）

と
語
ら
れ
て
い
る
。
引
用
文
⑮
の
直
前
に
「
か
ま
へ
て
、
人
の
た
め
に
は
、
な
さ
け
あ
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る
べ
き
事
、
と
見
え
た
り
」
と
い
う
教
訓
的
な
言
説
が
記
さ
れ
て
い
る
わ
け
だ
が
、
⑭

に
お
い
て

�継
母

�の
恐
怖
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、

�継
母

�と
い
う
呼

称
は
前
述
し
た
ご
と
く
、
負
的
表
象
の
記
号
で
も
あ
っ
た
の
だ
。

一
方
、

�北の
方

�の
呼
称
の
初
出
は
、

⑯
北
の
方
、
さ
る
べ
か
ら
ん
人
も
が
な
、
と
思
ふ
頃
な
れ
ば
、
か
く
（
注

�姫
君
が
大
納
言
邸

に
引
き
取
ら
れ
る
こ
と
）
と
聞
き
給
ふ
に
、
嬉
し
く
て
、
さ
ら
ば
、
迎
へ
寄
せ
て
、
姫
君
（
注

�

入
内
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
実
の
娘
）
に
添
へ
ば
や
、
と
思
ひ
て
、
…
…
（
上

�六
一
）

と
あ
り
、
自
分
の
娘
の
入
内
に
際
し
て
、

�北
の
方

�は
姫
君
を
母
代
と
し
て
使
用
し

た
い
と
考
え
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
家
の
管
理
者
と
し
て

�北の
方

�と
い
う
呼
称
が

用
い
ら
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、

⑰
対
の
君
（
姫
君
）
は
、
か
か
る
晴
れ
晴
れ
し
さ
を
、
つ
つ
ま
し
く
て
、
ゐ
ざ
り
入
り
給
ふ
を
、

北
の
方
、「
い
か
で
か
か
く
は
」
と
の
た
ま
へ
ば
、
…
…
（
中

�九
一
）

と
あ
る
よ
う
に
、
帝
に
応
待
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
姫
君
が
奥
に
引
っ
込
も
う
と
す
る

の
を
叱
責
す
る

�北の
方

�の
呼
称
は
、
管
理
者
も
し
く
は
監
督
者
の
意
味
と
し
て
使

用
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
幽
閉
さ
れ
た
姫
君
を
救
出
し
よ
う
と
し
て
、
姫
君
付
き
の

侍
女
で
あ
る
右
近
や
小
侍
従
に
対
し
て
、
民
部
少
輔
の
妻
が
、

⑱
「
（
姫
君
ノ
）
か
か
る
御
事
ど
も
見
奉
る
に
こ
そ
、
い
み
じ
く
心
苦
し
く
侍
れ
。
な
に
と
し
て

も
出
だ
し
奉
ら
ば
や
と
、
こ
れ
の
み
、
こ
の
頃
は
、
人
の
思
ひ
を
身
に
か
へ
侍
り
て
、
嘆

き
思
ひ
給
ひ
侍
り
。
北
の
方
は
、
『
い
つ
ま
で
も
か
く
て
（
姫
君
ヲ
）
置
き
参
ら
せ
よ
』
と

こ
そ
侍
る
な
れ
。
か
く
て
年
月
を
経
さ
せ
給
は
ん
心
憂
さ
」
な
ど
言
ふ
に
、
…
…
（
下

�一

七
一

�一
七
二
）

と
あ
る
の
は
、
夫
の
民
部
少
輔
が

�北の
方

�の
乳
母
子
で
あ
る
点
を
考
え
る
と
、
身

分
上
の
呼
称
と
し
て

�北の
方

�が
用
い
ら
れ
て
い
る
と
理
解
さ
れ
る
の
で
あ
り
、

⑲
父
君
の
（
帝
ト
自
分
ト
ノ

�ヲ
聞
イ
テ
）
い
か
や
う
に
か
思
ひ
給
は
ん
ず
ら
ん
、
我
が
け
し
か

ら
ぬ
心
づ
か
ひ
と
こ
そ
、
北
の
方
も
言
ひ
な
し
給
は
め
と
、
（
姫
君
ハ
）
と
に
か
く
に
か
き

く
ら
さ
れ
て
、
…
…
（
中

�一
一
〇
）

は
、
姫
君
の
心
中
思
惟
で
あ
る
が
、
大
納
言
の
地
位
に
あ
る
父
の
正
妻
と
い
う
立
場
を

尊
重
し
て

�北の
方

�と
い
う
呼
称
が
使
用
さ
れ
て
い
る
の
だ
と
い
え
よ
う

（
３
）。

�北の
方

�と
い
う
呼
称
の
全
用
例
を
調
査
し
た
結
果
、

�北の
方

�の
呼
称
は
、
主

と
し
て
管
理
者
、
身
分
的
な
上
位
者
、
大
納
言
と
い
う
地
位
に
あ
る
者
の
正
妻
に
対
す

る
敬
意
と
い
う
意
味
で
使
用
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、

�継
母

�の
よ
う
に
負
的
性

格
が
内
包
さ
れ
た
も
の
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
例
は
少
な
い
と
考
え
ら
れ
る
と
こ
ろ

か
ら
、

�継
母

�と

�北
の
方

�と
い
う
呼
称
が
あ
る
程
度
区
別
さ
れ
て
語
り
分
け
ら

れ
て
い
る
と
考
え
て
お
く
べ
き
だ
ろ
う
。

二
、

�報復

�と

�非報
復

�

さ
ら
に
、
実
の
娘
梅
壺
女
御
へ
の
帝
寵
が
姫
君
に
移
行
す
る
の
を
阻
止
す
る
た
め
に
、

帝
や
宮
は

�北の
方

�に
よ
る
姫
君
幽
閉
の
指
示
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
疑
念
を

抱
い
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

�継
母

�は
姫
君
の
身
の
回
り
に
い
る
父
の
大
納
言

や
宮
か
ら
も
何
の

�

報
復

�も
受
け
て
お
ら
ず
、
現
在
「
浅
茅
が
原
に
荒
れ
は
て
た
る
」

（
下

�一
八
五
）
四
条
の
家
に
自
ら
退
却
し
、

⑳
北
の
方
は
、
見
聞
く
人
に
う
と
み
は
て
ら
れ
て
、
世
に
は
憂
き
名
を
流
し
て
、
か
く
か
す
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か
な
る
住
ま
ひ
に
な
り
行
く
も
、
我
が
身
の
咎
に
お
ぼ
え
給
ふ
。
（
下

�二
〇
〇
）

と
あ
る
よ
う
に
、

�北
の
方

�は
現
在
の
悲
惨
な
状
況
は
自
分
の
し
た
悪
事
の
せ
い
だ

と
反
省
は
し
て
い
る
も
の
の
、

�継母

�の
姫
君
へ
の

�いじ
め

�に
対
す
る

�報復

�

は
一
切
語
ら
れ
て
は
い
な
い
の
だ
。
こ
れ
は
現
存
の
改
作
本
『
住
吉
物
語
』
や
『
苔
の

衣
』
に
お
け
る

�継母

�へ
の

�非報
復

�が
語
ら
れ
て
い
る
の
と
軌
を
一
に
し
て
い

る
の
で
あ
り
、
『
落
窪
物
語
』
の
よ
う
に

�い
じ
め

�に
対
す
る

�報
復

�が
明
確
に

語
ら
れ
て
い
る

�継子
譚

�と
は
異
な
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
中
世
王
朝
物
語
に
お

け
る

�継子
譚

�と
平
安
物
語
の
そ
れ
と
の
差
異
を
読
み
取
る
べ
き
だ
ろ
う
。
以
上
の

こ
と
か
ら
、

�継
子
譚

�に
お
け
る

�継
母

�の

�い
じ
め

�に
対
す
る

�非
報
復

�

の
あ
り
方
は
、
中
世
王
朝
物
語
の
特
色
の
一
つ
で
あ
る
と
も
考
え
ら
れ
よ
う

（
４
）。

三
、

�面影

�の
意
味

本
物
語
に
は

�面影

�が
十
三
例
あ
り
、
そ
れ
ら
は
、

�

道
す
が
ら
も
、
唐
撫
子
の
五
月
雨
に
し
を
れ
た
る
夕
映
え
の
心
地
し
て
、
露
け
か
り
つ
る

（
姫
君
ノ
）
面
影
め
づ
ら
か
に
あ
は
れ
に
て
、
（
姫
君
ヲ
）
見
ざ
ら
ま
し
か
ば
、
と
（
宮
ガ
）
お

ぼ
す
に
も
、
…
…
（
上

�二
八
）

�

霧
の
籬
に
は
、
花
の
色
々
お
も
し
ろ
く
見
え
た
る
中
に
も
、
か
の
山
里
の
垣
根
続
き
に
見

え
つ
る
（
姫
君
ノ
）
面
影
（
宮
ハ
）
お
ぼ
し
出
で
ら
れ
て
、
…
…
（
上

�五
四
）

�

ら
う
た
げ
な
り
し
（
姫
君
ノ
）
面
影
は
、
「
人
を
見
る
に
も
」
と
、
（
宮
ハ
）
ま
づ
ぞ
お
ぼ
し

出
で
ら
る
れ
ば
、
…
…
（
上

�五
六
）

�

心
に
あ
ま
る
涙
を
、
さ
ま
よ
う
、
袖
の
し
が
ら
み
せ
き
あ
へ
ざ
り
つ
る
（
姫
君
ノ
）
面
影
、

め
づ
ら
か
な
り
つ
る
琴
の
音
な
ど
、
（
宮
ハ
）
お
ぼ
し
出
づ
る
に
、
…
…
（
中

�七
八
）

�（
宮
ハ
結
婚
シ
タ
関
白
姫
君
ヲ
）
つ
く
づ
く
と
見
給
ふ
に
も
、
あ
り
し
（
姫
君
ノ
）
面
影
の
み
思

ひ
出
で
ら
れ
て
、
…
…
（
中

�八
四
）

	

あ
り
し
（
姫
君
ノ
）
面
影
の
み
は
、
こ
の
世
の
ほ
か
に
な
り
ぬ
と
も
、
（
宮
ハ
）
忘
る
べ
き
心

地
も
し
給
は
ず
、
…
…
（
中

�九
六
）




も
ろ
と
も
に
（
姫
君
ヲ
）
い
ざ
な
ひ
出
で
、
（
姫
君
ガ
）
見
送
り
給
ひ
し
妻
戸
の
方
の
み
ま
ぼ

ら
れ
給
ひ
て
、
な
が
め
し
有
様
な
ど
思
ひ
出
づ
る
に
も
、
（
姫
君
ノ
）
面
影
今
の
心
地
し
て
、

（
宮
ハ
）
よ
よ
と
う
ち
泣
か
れ
給
ひ
ぬ
。
（
中

�一
〇
〇
）

Ｈ

�憂
く
つ
ら
く
も
思
ひ
続
け
給
ひ
な
が
ら
、
ま
た
、
か
つ
恨
み
て
も
な
ほ
忘
ら
れ
ぬ
（
姫
君
ノ
）

面
影
は
、
（
宮
ノ
）
心
に
離
れ
給
は
ず
。
（
中

�一
〇
一
）

Ｉ

�

月
は
く
ま
な
く
澄
み
の
ぼ
り
て
、
薄
雲
す
こ
し
ひ
き
て
、
空
の
気
色
す
ご
く
心
細
げ
な
る

に
も
、
見
し
（
姫
君
ノ
）
面
影
は
今
の
心
地
し
て
、
恋
し
き
に
も
、
（
宮
ハ
）
例
の
、
人
や
り

な
ら
ぬ
涙
ぞ
こ
ぼ
れ
ぬ
る
。
（
中

�一
〇
五
）

Ｊ

�（
宮
ガ
）
お
は
し
ま
す
た
び
に
は
、
行
く
末
長
き
事
の
み
契
り
語
ら
ひ
給
ひ
し
（
宮
ノ
）
面
影

（
姫
君
ハ
）
い
つ
の
時
に
か
忘
る
べ
き
心
地
も
し
給
は
ず
。
（
中

�一
〇
六
）

Ｋ

�

宮
は
、
う
ち
臥
し
給
ふ
べ
き
心
地
し
給
は
ず
、
あ
り
し
（
姫
君
ノ
）
面
影
の
、
今
の
心
地
し

て
住
み
給
ひ
し
と
こ
ろ
も
な
つ
か
し
く
、
こ
こ
か
し
こ
見
給
ふ
に
、
…
…
（
下

�一
六
五
）

Ｌ

�

も
ろ
と
も
に
見
し
夜
の
（
姫
君
ノ
）
面
影
な
ど
お
ぼ
し
出
づ
る
に
も
、
さ
や
か
な
る
月
影
も

（
宮
ハ
）
か
き
く
ら
さ
る
る
心
地
し
給
ふ
。
（
下

�一
六
六
）

Ｍ

�

見
し
（
姫
君
ノ
）
面
影
の
恋
し
さ
は
、
（
自
分
ガ
）
こ
の
世
の
ほ
か
に
な
り
ぬ
と
も
、
（
帝
ハ
）

忘
る
べ
き
心
地
も
お
ぼ
さ
れ
ず
。
（
下

�一
八
六
）

と
あ
る
が
、
十
一
例
ま
で
が
宮
が
姫
君
の

�面影

�を
想
起
す
る
場
面
で
あ
る
。
そ
の

中
で
も
Ｊ

�は
姫
君
が
宮
の

�面影

�を
想
起
し
、
Ｍ

�は
帝
が
姫
君
の

�面影

�を
想
起

し
て
い
る
場
面
で
あ
っ
て
、
い
わ
ば
例
外
的
な
二
例
で
あ
る
わ
け
だ
が
、

�の
よ
う
に
、

―６―



宮
が
姫
君
と
情
交
し
た
後
、
宮
が
自
邸
に
戻
る
途
中
姫
君
を
想
起
す
る
場
面
に
表
象
さ

れ
る
ご
と
く
、

�面
影

�の
八
割
以
上
の
用
例
が
姫
君
に
対
す
る
執
着
を
語
っ
て
い
る

の
だ
。
姫
君
が
宮
の

�面影

�を
想
起
す
る
用
例
は
一
例
し
か
な
い
も
の
の
、
宮
が
関

白
姫
君
と
結
婚
し
た
た
め
に
、
姫
君
の
も
と
を
以
前
の
よ
う
に
訪
れ
る
こ
と
が
で
き
な

く
な
っ
た
件
は
、
次
の
よ
う
に
語
ら
れ
て
い
る
。

�

お
な
じ
心
に
（
宮
ガ
）
お
ぼ
し
出
で
ば
、
こ
の
夕
暮
な
ど
は
、
お
ぼ
し
も
立
ち
な
ま
し
な
ど

思
ふ
に
も
、
待
つ
夜
な
夜
な
の
暮
れ
も
む
な
し
く
過
ぎ
ぬ
れ
ば
、
（
姫
君
ハ
）
さ
す
が
に
心

細
う
な
が
め
ら
れ
て
、

さ
り
と
も
と
心
の
う
ち
は
頼
め
ど
も
待
つ
に
む
な
し
き
数
つ
も
り
け
り
（
上

�四
七

�

四
八
）

傍
線
部
の
よ
う
に
、
姫
君
は
宮
の
訪
れ
が
期
待
で
き
そ
う
に
も
な
い
の
で
、
宮
に
対
す

る
恋
慕
を
「
さ
り
と
も
と
」
の
独
詠
歌
に
封
じ
込
め
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
だ
。
ま
た
、

姫
君
が
大
納
言
邸
に
引
き
取
ら
れ
る
直
前
に
、

�（
姫
君
ガ
）
外
を
つ
く
づ
く
と
見
わ
た
し
給
へ
ば
、
吹
き
ま
よ
ふ
木
枯
ら
し
の
音
も
い
と
ど

身
に
し
み
て
、
あ
り
し
曙
の
う
ち
な
が
め
給
ひ
し
（
宮
ノ
）
気
色

�有
様
、
ま
た
い
つ
の
世

に
見
奉
る
べ
き
、
な
ど
（
姫
君
ガ
）
お
ぼ
し
続
け
ら
る
る
に
も
、
も
の
の
み
か
な
し
く
て
、

（
父
邸
ヘ
）
思
ひ
立
ち
給
は
ん
と
も
お
ぼ
さ
れ
ず
。
（
上

�六
三
）

と
あ
る
ご
と
く
、
姫
君
の
宮
へ
の
恋
慕
が
語
ら
れ
て
お
り
、
さ
ら
に
、
姫
君
が
失
踪
し
、

宮
の
結
婚
し
た
関
白
姫
君
の
四
十
九
日
の
喪
が
明
け
た
後
、
山
里
を
訪
問
し
た
宮
は
姫

君
が
障
子
に
残
し
た
二
首
の
歌
を
発
見
す
る
わ
け
だ
が
、
そ
の
中
の
一
首
「
忘
ら
れ
ぬ

心
の
う
ち
は
う
つ
つ
に
て
契
り
し
事
は
夢
に
な
り
つ
つ
」
（
下

�一
六
五
）
は
、
宮
を
恋

慕
す
る
内
容
の
歌
で
あ
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
よ
う
。
姫
君
の
宮
へ
の
恋
慕
に
関
し
て
、

�面
影

�の
用
例
は
一
例
だ
け
で
は
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
に
、
宮
へ
の
恋
慕
に
対
し
て

�面
影

�と
い
う
語
が
用
い
ら
れ
て
は
い
な
い
も
の
の
、
別
の
表
現
で
語
ら
れ
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
よ
り
強
固
な
思
慕
が
あ
ぶ
り
出
さ
れ
て
く
る
こ
と
に
な
る
。

と
こ
ろ
で
、
姫
君
に
と
っ
て
辛
酸
を
な
め
た
幽
閉
事
件
が
あ
っ
た
も
の
の
、
最
初
に

情
交
し
た
宮
と
再
会
し
、
最
後
に
は
宮
は
帝
に
、
姫
君
は
中
宮
と
い
う
、
い
わ
ば
頂
点

に
昇
り
つ
め
た
わ
け
で
あ
る
。
二
人
は
紆
余
曲
折
し
な
が
ら
、
形
式

�内
実
と
も
に
、

幸
福
な
状
態
に
到
達
し
た
と
い
う
点
か
ら
、

�幸
福
物
語

�と
考
え
る
こ
と
は
許
さ
れ

よ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
姫
君
は
大
納
言
の
娘
で
あ
り
、
山
里

↓父
大
納
言
邸

↓宮
中

↓幽

閉

↓山
里

↓宮
邸

↓宮
中
と
い
う
よ
う
に
流
浪
し
た
わ
け
だ
か
ら
、

�貴
種
流
離
譚

�

の
枠
組
み
の
中
で
語
ら
れ
て
い
る
が
、
終
局
的
に
は
恋
慕
す
る
宮
と
の
再
会
後
に
、
宮

の
即
位
に
伴
な
っ
て
中
宮
位
到
達
と
い
う
栄
光
の
座
を
獲
得
し
た
こ
と
で
、
姫
君
の
立

場
は
十
全
な
も
の
と
な
る
。
換
言
す
れ
ば
、
本
物
語
は
姫
君
が
宮
と
再
会
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
栄
光
の
座
を
獲
得
し
て
い
く
過
程
が
語
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
点
か
ら
考
え
る
と
、

宮
と
姫
君
と
の
幸
福
に
至
る

�恋愛
史

�だ
っ
た
の
だ
と
い
え
よ
う
。

四
、『
し
の
び
ね
』
へ
の

�反逆

�

�しの
び
ね
型

�の
元
祖
で
あ
る
『
し
の
び
ね
』
の
骨
格
を
神
野
藤
昭
夫

（
５
）は
、

�男
君
が
女
君
を
見
出
し
、
幸
福
な
生
活
に
入
る
こ
と
。

�男
君
と
権
門
の
姫
君
と
の
結
婚
か
ら
、
悲
嘆
の
女
君
が
出
奔
す
る
こ
と
。

	

女
君
が
、
恋
心
を

深
め
る
帝
と

男
君
へ
の
慕
情
の

板
ば
さ
み
に
な
っ
て

苦
し
み

嘆
く
こ
と
。


事
情
を
知
っ
た
男
君
が
女
君
へ
の
恋
情
を
断
ち
切
っ
て
出
家

�世
を
遂
げ
る
こ
と
。

�

女
君
は
帝

妃
と
し
て
世

俗
的
栄

耀
を
獲
得
し
、
の
ち
に

遺
児

若
君
は
父

入
道
と
再
会
す
る
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こ
と
。

と
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
を
『
小
夜
衣
』
と
比
較
し
て
み
る
と
、
決
定
的
に
異
な
る
の
が

�
�で

あ
る
こ
と
は
歴
然
と
し
て
い
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
『
し
の
び
ね
』
に
女
君
の
外

面
的
栄
達
と
内
面
的
悲
哀
と
い
う
逆
ベ
ク
ト
ル
関
係
が
見
ら
れ
る
の
に
対
し
て
、
『
小

夜
衣
』
で
は
宮
と
姫
君
と
の
再
会
後
に
、
双
方
に
外
面

�内
面
と
も
に
幸
福
と
栄
達
と

が
も
た
ら
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
『
小
夜
衣
』
は
『
し
の
び
ね
』
に
対
し
て

�反措
定

�の
立
場
に
立
つ
物
語
で
あ
っ
た
の
だ
。

ち
な
み
に
、『
風
葉
集
』
に
お
け
る
採
歌
状
況
を
見
る
と
、『
し
の
び
ね
』
は
三
首
採

ら
れ
て
い
る
が
、
現
存
本
に
は
な
く
、
現
存
の
『
し
の
び
ね
』
は
改
作
本
で
あ
る
と
考

え
ら
れ
て
お
り
、
古
本
の
状
況
は
判
然
と
は
し
な
い
が
、
女
君
が
帝
の
恋
慕
を
拒
否
し
、

男
君
に
対
す
る
思
慕
を
強
化
さ
せ
て
い
く
状
況
は
古
本
の
方
が
精
細
に
語
ら
れ
て
い
た

の
で
は
な
い
か
と
神
野
藤

（
５
）は
推
測
し
て
、
男
君
の
出
家
を
め
ぐ
る
女
君
の
思
慕
に
照
射

し
た
の
が
改
作
本
で
あ
る
現
存
本
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。
現
存
本
『
し
の
び
ね
』

の
成
立
時
期
は
一
般
的
に
南
北
朝
時
代
と
考
え
ら
れ
て
い
る

（
６
）が
、
古
本
に
お
い
て
も
最

後
は
男
君
と
女
君
と
の
双
方
が
幸
福
に
な
る
と
い
う
結
末
で
は
な
い
ら
し
く
、
『
小
夜

衣
』
の
結
末
と
は
対
照
的
な
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
『
小
夜
衣
』
の
作
中
和
歌
は
『
風

葉
集
』
に
採
ら
れ
て
は
お
ら
ず
、
成
立
も
未
詳
で
あ
る
が
、
阪
本
龍
門
文
庫
蔵
本

�宮

内
庁
書
陵
部
蔵
乙
本

�多
和
文
庫
蔵
本

�静
嘉
堂
文
庫
蔵
乙
本

�川
越
市
立
図
書
館
蔵

本

�無
窮
会
図
書
館
蔵
本
（
神
習
文
庫
）
の
奥
書
に
貞
治
三
年
（
一
三
六
四
）
二
月
と
あ

る
点
か
ら

（
７
）、
そ
れ
以
前
に
成
立
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
り
、『
小
夜
衣
』
は
『
風
葉
集
』

成
立
の
文
永
八
年
（
一
二
七
一
）
以
降
か
ら
貞
治
三
年
（
一
三
六
四
）
ま
で
の
約
九
十
年

の
間
に
成
立
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
現
存
本
『
し
の
び
ね
』
と
『
小
夜
衣
』
と
の
成
立
時
期
に
は
非

常
に
大
き
な
隔
た
り
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
も
の
の
、
『
小
夜
衣
』
に
お
け
る
男
女
双

方
の
形
式

�内
実
と
も
に
幸
福
な
状
態
に
至
る
と
い
う
結
末
は
、
古
本

�現
存
本
の

『
し
の
び
ね
』
に
は
な
く
、『
小
夜
衣
』
の
独
自
な
も
の
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
す
な

わ
ち
、
『
小
夜
衣
』
に
お
い
て
、
姫
君
が
幽
閉
か
ら
解
放
さ
れ
た
後
の
話
筋
は
『
し
の

び
ね
』
と
は
異
な
る
独
自
性
を
持
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
い
わ
ば
『
小
夜
衣
』
は

『
し
の
び
ね
』
に
対
す
る

�反
逆

�の
物
語
と
し
て
理
解
す
べ
き
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
姫

君
が
冷
泉
院
の
弟
の
帝
で
は
な
く
、
冷
泉
院
の
子
で
あ
り
、
帝
に
と
っ
て
は
甥
に
当
た

る
宮
と
結
婚
し
、
い
わ
ば
甥
が
帝
に
勝
利
し
た
と
い
う
点
に
お
い
て
も
、

�反
逆

�の

意
味
が
内
在
化
さ
れ
て
い
る
の
だ
と
い
え
よ
う
。

お
わ
り
に

『
小
夜
衣
』
は
『
し
の
び
ね
』
の
骨
格
に
依
拠
し
な
が
ら
も
、
女
君
へ
の
帝
寵
に
よ

る
男
君
の

�世
と
い
う

�悲恋

�世
譚

�で
終
結
さ
せ
て
し
ま
っ
た
『
し
の
び
ね
』
に

対
す
る
読
者
の
不
満
が
、
宮
と
姫
君
と
の
再
会
と
二
人
の
幸
福
へ
の
道
程
と
い
う
話
筋

を
要
請
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
れ
と
は
次
元
が
異
な
る
も
の
の
、
夢
浮
橋
巻
が

浮
舟
の

薫
に
対
す
る
拒

絶
で
終
わ
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
読
者
の
不
満
の
た
め
に
、

『
雲
隠
六
帖
』
の
中
の
「
巣
守
」「

法
の
師
」
に
見
ら
れ
る
ご
と
く
、
浮
舟
と
薫
と
の
再

会
並
び
に
結
婚
と
が
語
ら
れ
て
い
る
偽
書
の
出
現
と
類
似
し
た
状
況
が
想
像
さ
れ
る
の

だ
。
確
か
に
『
し
の
び
ね
』
は
御
伽
草
子
の
『
し
ぐ
れ
』
な
ど
に
変
奏
的
に
継
承
さ
れ

て
、

�し
の
び
ね

型

�と
称
さ
れ
る
作

品
群
を

輩
出
し
た
わ
け
だ
が
、
悲
恋
で
終
結
す

る
こ
と
に
飽
き
足
ら
な
い
読
者
側
の
反
応
が
『
小
夜
衣
』
の
よ
う
な

�幸福
物
語

�の

創
作
を
要
請
せ
し
め
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
に
考
え
て
く
る
と
、
前
述
の

「
巣

守
」

や
「

法
の

師
」
が

創
作
さ
れ
た
状
況
と
『
小
夜
衣
』
と
の
そ
れ
が

類
似
性
を
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帯
び
て
く
る
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
。
と
す
れ
ば
、
『
し
の
び
ね
』
か
ら
『
小

夜
衣
』
へ
の
影
響
と
そ
こ
か
ら
の
離
反
に
関
し
て
、
読
者
側
か
ら
の
反
応
を
照
射
す
る

視
座
を
考
慮
し
て
い
く
必
要
が
あ
ろ
う

（
８
）。

注
（

1）
最
近
で
は

�しの
び
ね
型

�作
品
か
ら
御
伽
草
子
に
至
る
文
学
史
的
流
れ
を
菊
地
仁

（「
物
語
文
学
と
お
伽
草
子

�しの
び
ね
型

�物
語
を
め
ぐ
っ
て
」
徳
田
和
夫
編
『
お
伽
草
子

百
花
繚
乱
』
所
収
笠
間
書
院
二
〇
〇
八

�
11）

が
述
べ
て
い
る
。

（

2）
本
文
は
『
中
世
王
朝
物
語
全
集
』
に
よ
り
、
漢
数
字
は
当
該
ペ
ー
ジ
数
を
示
す
。
な

お
、
私
に
表
記
の
一
部
を
改
め
た
個
所
が
あ
る
。

（

3）
他
に
も
「
北
の
方
の
、
そ
の
あ
た
り
（
姫
君
）
を
ば
、
見
じ
、
聞
か
じ
と
お
ぼ
し
た

れ
ば
、
迎
へ
給
は
ず
」
（
上

�三
三
）
と
あ
る
。

（

4）
大
倉
「
『
苔
の
衣
』
論

�『
源
氏
物
語
』
の
新
た
な

�再
生
産

�を
目
指
し
て

�」

（「
学
苑
」
二
〇
一
〇

�
1）

に
お
い
て
、『
苔
の
衣
』
と
『
小
夜
衣
』
と
の

�

継
母

�

に
よ
る

�いじ
め

�に
対
す
る

�非報
復

�に
関
し
て
若
干
触
れ
て
お
い
た
。

（

5）
神
野
藤
昭
夫
「『
し
の
び
ね
物
語
』
の
位
相

�古
本
『
し
の
び
ね
』

�現
存
『
し
の
び

ね
』

�『
し
ぐ
れ
』
の
軌
跡
」
（
『
散
逸
し
た
物
語
世
界
と
物
語
史
』
所
収

若
草
書
房

一

九
九
八

�
2。

初
出
、「
国
文
学
研
究
」
第
六
十
五
集
一
九
七
八

�
6）

（

6）
大
倉
「
し
の
び
ね
」
（『
中
世
王
朝
物
語

�御
伽
草
子
事
典
』
勉
誠
出
版
二
〇
〇
二

�
5）

（

7）
名
古
屋
国
文
研
究
会
『
小
夜
衣
全
釈

付
総
索
引
』
解
説
（
風
間
書
房

一
九
九
九

�

3）
に
よ
れ
ば
、
諸
本
を
二
つ
に
分
類
し
、
第
二
類
は
い
ず
れ
も
『
異
本
堤
中
納
言

物
語
』
の
題
名
を
持
ち
、
本
文
が
途
中
で
終
わ
っ
て
お
り
、
奥
書
を
持
っ
て
い
る
と

い
う
共
通
点
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

（

8）
読
者
側
の
視
線
を
も
考
慮
す
べ
き
点
に
関
し
て
は
、
大
倉
「

�続
宇
治
十
帖
創
作

�

の
形
成
基
盤

�散
逸
物
語
『
心
高
き
春
宮
宣
旨
』『
左
も
右
も
袖
ぬ
ら
す
』『
朝
倉
』

『
川
霧
』
か
ら
の
照
射

�」
（「
学
苑
」
二
〇
〇
八

�
3）

で
述
べ
た
こ
と
が
あ
る
。

（
お
お
く
ら
ひ
ろ
し

日
本
語
日
本
文
学
科
）
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