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『
源
氏
物
語
』
の
語
り
の
方
法
と
し
て
の
呼
称

―
「
男
」「
女
」「
男
君
」「
女
君
」
呼
称
に
注
目
し
て

鵜
　
飼
　
祐
　
江

一
　
語
り
と
「
男
」「
女
」「
男
君
」「
女
君
」
先
行
研
究

玉
上
琢
弥
氏
が
指
摘
し
て
以
来
、『
源
氏
物
語
』
が
光
源
氏
を
知
る
古
女
房
た
ち
に

よ
っ
て
語
ら
れ
る
体
を
な
し
て
い

1
注
る
こ
と
が
着
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
し
か
し
実

際
に
は
、
語
り
手
を
特
定
す
る
こ
と
は
難
し
く
、
む
し
ろ
明
ら
か
に
な
っ
て
き
た
の
は
、

こ
の
作
品
が
し
ば
し
ば
作
中
人
物
の
視
点
や
心
情
に
寄
り
添
っ
て
語
ら
れ
て
い
る
こ
と

で
あ
る
。
語
り
手
が
語
っ
て
い
る
は
ず
の
地
の
文
に
、
敬
語
を
は
じ
め
と
す
る
待
遇
表

現
の
有
無
が
見
ら
れ
た
り
、「
な
つ
か
し
」「
あ
は
れ
な
り
」
等
の
、
誰
か
の
感
情
を
内

包
す
る
形
容
詞
や
形
容
動
詞
が
配
さ
れ
た
り
な
ど
し
て
、
作
中
人
物
の
心
情
や
視
線
が

組
み
込
ま
れ
て
い
る
。
人
物
Ａ
の
心
情
に
寄
り
添
っ
て
い
た
か
と
思
え
ば
、
そ
の
Ａ
の

様
子
を
見
て
い
る
人
物
Ｂ
の
視
線
に
同
化
し
、
時
に
ぐ
っ
と
ひ
い
て
客
観
的
に
語
り
も

す
る
と
い
う
自
在
な
語
り
方
は
、『
源
氏
物
語
』
の
「
語
り
」
の
テ
ク
ニ
ッ
ク
の
一
つ

で
あ
る
。

「
女
」「
男
」、
ま
た
「
女
君
」「
男
君
」
は
、
こ
う
し
た
語
り
と
深
く
関
わ
る
呼
称
と

し
て
早
く
か
ら
注
目
さ
れ
て
き
た
。
玉
上
氏
は
「
屏
風
絵
・
屏
風
歌
か
ら
歌
物
語
、
作

り
物
語
を
通
ず
る
系
譜
を
認
め
う
る
」
と
し
、「
作
り
物
語
と
て
も
そ
の
ク
ラ
イ
マ
ッ

ク
ス
た
る
男
女
出
会
ひ
の
場
で
は
、
物
語
中
の
呼
び
名
を
す
て
て
、
こ
の
『
男
・
女
』

と
な
る
」
と
指

注
注
摘
し
て
い
る
。
清
水
好
子
氏
も
「
伊
勢
物
語
の
『
昔
、
男
あ
り
け
り
』

『
女
…
…
し
け
り
』
と
い
う
形
を
思
い
起
こ
さ
せ
る
し
、
ま
た
、
思
い
起
こ
す
べ
き
技

法
で
あ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
お
そ
ら
く
、
屏
風
絵
の
男
女
の
歌
の
詞
書
以
来
の
恋
の

場
面
を
書
く
伝
統
に
依
る
も
の
で
、
さ
ま
ざ
ま
の
肉
付
け
や
枝
葉
の
根
本
に
、
男
と
女

の
恋
の
場
面
の
あ
る
こ
と
が
、
源
氏
物
語
に
お
い
て
も
、
本
来
目
指
さ
れ
て
い
た
こ
と

で
あ
っ

注
注
た
」
と
、「
男
」「
女
」
呼
称
を
恋
の
場
面
を
描
出
す
る
呼
称
で
あ
る
と
し
た
。

清
水
氏
は
ま
た
「『
お
ん
な
』
と
い
わ
れ
、『
お
ん
な
ぎ
み
』
と
呼
ば
れ
る
と
き
は
狭
く

狭
く
限
ら
れ
て
、
た
だ
男
に
対
す
る
女
と
し
て
見
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の

あ
ら
わ
れ
る
の
は
い
ず
れ
も
恋
の
場
面
、
源
氏
物
語
で
い
え
ば
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
の
場

面
で
あ
る
わ
け

注
注
だ
」
と
も
言
う
。「
男
」「
男
君
」、「
女
」「
女
君
」
は
そ
れ
ぞ
れ
同
義

に
捉
え
ら
れ
、
恋
の
最
高
潮
の
場
面
を
構
築
す
る
呼
称
と
し
て
注
目
さ
れ
て
き
た
と
言

え
る
。
一
方
、「
男
」
と
「
男
君
」、「
女
」
と
「
女
君
」
に
つ
い
て
は
、
そ
の
差
異
に

注
目
す
る
論
も
多

注
注
く
、「
男
」「
女
」
は
身
分
の
低
い
者
に
使
わ
れ
る
傾
向
が
あ
る
こ
と

や
身
分
の
高
い
者
に
使
わ
れ
る
と
き
に
は
よ
り
社
会
的
身
分
を
捨
て
た
切
迫
し
た
場
面

で
あ
る
こ
と
な
ど
が
論
じ
ら
れ
て
い

注
注
る
。

こ
う
し
た
研
究
を
受
け
、
園
明
美
氏
は
、「
男
」「
女
」「
男
君
」「
女
君
」
の
使
い
分

け
を
以
下
の
よ
う
に
整
理
さ
れ

注
注
た
。
す
な
わ
ち
『
源
氏
物
語
』
以
前
の
作
り
物
語
に
つ
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い
て
は
、
歌
詞
や
歌
物
語
で
確
立
し
て
い
た
か
た
ち
を
引
き
継
い
で
、「
男
」「
女
」
は

一
対
の
男
女
の
恋
の
場
面
で
用
い
ら
れ
、「
男
君
」「
女
君
」
は
相
当
な
身
分
の
人
物
に

用
い
ら
れ
つ
つ
、
各
作
品
世
界
に
特
有
の
用
法
が
生
み
出
さ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が

『
源
氏
物
語
』
の
「
男
」「
女
」
に
関
し
て
は
、
相
手
と
共
有
し
得
な
い
心
情
や
、
す
れ

違
う
気
持
を
語
る
文
脈
で
現
れ
、「『
男
』『
女
』
と
い
う
呼
称
が
、
突
き
詰
め
れ
ば
そ

の
根
底
に
、
恋
す
る
相
手
の
存
在
す
ら
排
除
し
た
、『
個
の
問
題
』
を
語
る
と
い
う
特

性
を
持
つ
こ
と
を
示
す
」
と
し
、
一
方
で
「
男
君
」「
女
君
」
は
、「
生
活
圏
内
で
認
め

ら
れ
た
男
女
の
関
係
に
お
い
て
、
周
囲
と
の
関
わ
り
の
中
で
何
ら
か
の
不
安
要
素
が
生

じ
た
時
―
―
つ
ま
り
周
囲
と
の
関
わ
り
の
中
で
の
問
題
と
し
て
語
ら
れ
る
と
い
う
傾
向

が
認
め
ら
れ
た
」
と
し
た
。
さ
ら
に
呼
称
の
組
み
合
わ
せ
に
注
目
し
、「
男
」「
女
」
の

み
の
関
係
は
「
夫
婦
関
係
と
は
認
め
が
た
い
も
の
」、「
男
君
」「
女
君
」
の
み
の
関
係

は
「
生
活
圏
内
に
お
い
て
認
め
ら
れ
た
男
女
関
係
」、「
男
」「
女
」「
男
君
」「
女
君
」

が
混
在
す
る
関
係
は
「
格
段
に
複
雑
な
関
係
性
」
と
ま
と
め
た
。

い
ず
れ
に
せ
よ
「
男
」「
女
」「
男
君
」「
女
君
」
は
、
男
女
を
一
対
の
存
在
と
し
て

恋
物
語
の
主
人
公
と
し
て
描
き
出
す
呼
称
と
捉
え
る
の
が
基
本
的
な
理
解
ら
し
い
。
し

か
し
な
が
ら
『
源
氏
物
語
』
の
用
例
を
確
認
し
て
み
る
と
、
そ
も
そ
も
「
男
」「
女
」、

「
男
君
」「
女
君
」
が
一
対
の
か
た
ち
で
用
い
ら
れ
て
い
る
例
が
極
め
て
少
な
い
。
先
行

研
究
に
お
い
て
も
こ
の
現
象
へ
の
注
意
が
払
わ
れ
て
は
い
る
が
、
呼
称
が
対
に
な
っ
て

現
れ
な
く
と
も
、
片
方
の
呼
称
を
取
り
上
げ
、
相
手
が
想
定
さ
れ
る
場
合
に
は
対
に
な

っ
て
い
る
と
見
な
し
て
考
察
す
る
こ
と
が
多
い
。
し
か
し
、
一
対
の
呼
称
で
あ
る
の
な

ら
、
片
方
の
み
が
現
れ
、
片
方
が
省
略
さ
れ
る
こ
と
の
意
味
も
重
視
さ
れ
る
べ
き
で
あ

ろ
う
。
園
氏
が
「
男
」「
女
」
呼
称
に
つ
い
て
「
相
手
と
共
有
し
得
な
い
心
情
や
、
す

れ
違
う
気
持
を
語
る
文
脈
で
現
れ
る
」
と
指
摘
し
「『
個
の
問
題
』
を
語
る
」
点
に
注

目
さ
れ
た
が
、「
個
」
を
語
る
以
前
の
男
女
一
組
の
関
係
性
に
お
い
て
も
、
恋
と
は
そ

う
し
た
一
対
に
な
ら
ざ
る
も
の
、
と
捉
え
て
「
男
」「
女
」「
男
君
」「
女
君
」
を
対
に

せ
ず
、
あ
る
い
は
意
図
的
に
あ
え
て
対
に
し
な
が
ら
、
ま
ま
な
ら
ぬ
複
雑
な
男
女
の
仲

を
据
え
て
恋
物
語
を
紡
い
で
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

「
女
君
」
に
つ
い
て
は
、
恋
の
場
面
以
外
で
用
い
ら
れ
る
こ
と
も
多
い
。
例
え
ば
紫

の
上
の
場
合
、
多
く
の
「
女
君
」
の
用
例
を
持
つ
が
、
日
常
の
姿
を
捉
え
る
際
に
も
用

い
ら
れ
て
お
り
、
光
源
氏
と
の
恋
愛
関
係
が
底
流
す
る
と
は
言
え
、
情
熱
的
な
恋
愛
場

面
で
あ
る
と
は
言
い
難
い
。
加
え
て
紫
の
上
の
「
女
君
」
呼
称
は
、「
若
君
」「
姫
君
」

呼
称
を
経
た
も
の
で
、
紫
の
上
の
成
長
を
反
映
す
る
呼
称
と
い
う
点
か
ら
も
注
目
さ
れ

ね
ば
な
ら
な
い
。
し
か
も
、
紫
の
上
の
幼
少
期
の
呼
称
に
は
、
光
源
氏
の
視
線
が
呼
称

選
択
に
関
与
し
て
い
る
様
子
が
顕
著
に
窺

8
注
え
、
多
様
な
呼
称
の
取
捨
選
択
に
よ
っ
て
、

紫
の
上
に
寄
せ
る
光
源
氏
の
微
妙
な
心
の
隈
々
を
巧
み
に
語
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
幼

少
期
の
紫
の
上
の
呼
称
の
選
び
方
語
り
方
と
、「
姫
君
」
か
ら
「
女
君
」
へ
の
移
行
の

関
わ
り
も
無
視
で
き
な
い
。

本
稿
で
は
、「
男
」「
女
」「
男
君
」「
女
君
」
呼
称
そ
れ
ぞ
れ
を
改
め
て
検
証
し
、
特

に
「
男
」「
女
」「
男
君
」「
女
君
」
が
ど
の
よ
う
な
場
面
を
描
出
す
る
の
か
、
ま
た

「
女
君
」
に
つ
い
て
は
、
紫
の
上
の
「
姫
君
」
か
ら
「
女
君
」
へ
の
移
行
に
注
目
し
な

が
ら
初
期
の
「
女
君
」
を
中
心
に
、
語
り
の
問
題
を
視
野
に
入
れ
つ
つ
考
察
す
る
。

二
　『
源
氏
物
語
』
の
「
男
君
」「
男
」

用
例
が
少
な
い
「
男
」「
男
君
」
か
ら
確
認
す
る
。『
源
氏
物
語
』
に
お
い
て
、

「
男
」
の
用
例
は
8注
例
あ
る
が
、「
男
」
を
呼
称
と
し
て
持
つ
人
物
に
限
定
す
る
と
、
1注

人
注1
例
（
薫
・
夕
霧
の
子
の
蔵
人
の
少
将
・
惟
光
・
鬚
黒
の
次
男
・
小
野
妹
尼
の
娘
婿
の
中

将
・
雨
夜
品
定
の
左
馬
頭
の
体
験
談
中
の
殿
上
人
・
藤
中
納
言
・
時
方
の
従
者
・
何
某
の
院
の

預
り
の
子
・
匂
宮
・
光
源
氏
・
鬚
黒
・
豊
後
の
介
・
揚
名
の
介
・
夕
霧
）
に
限
ら
れ
る
。
基
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本
的
に
は
脇
役
の
、
身
分
の
高
く
な
い
人
物
に
も
使
わ
れ
る
呼
称
で
あ
り
、
主
人
公
格

で
は
、
光
源
氏
、
夕
霧
、
薫
の
三
人
の
み
に
見
ら
れ
る
。
な
お
、「
男
」
に
は
「
女
」、

「
男
君
」
に
は
「
女
君
」
を
一
対
の
完
全
な
対
応
関
係
の
呼
称
と
し
、
ま
た
そ
れ
以
外

の
呼
称
は
準
対
応
関
係
と
し
て
、
必
要
に
応
じ
て
言
及
す
る
。

源
氏
の
「
男
」
の
用
例
は
全
注
例
、
末
摘
花
、
朧
月
夜
（
注
例
）、
六
条
御
息
所
、

藤
壺
（
注
例
）、
明
石
君
を
相
手
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
う
ち
完
全
な
対
応
の
「
女
」 

呼
称
を
持
つ
の
は
、
六
条
御
息
所
・
明
石
君
で
あ
る
。
六
条
御
息
所
と
は
、
伊
勢
下
向

に
際
し
て
別
れ
を
惜
し
む
場
面
（
賢
木
九
〇
）
で
、
直
前
に
御
息
所
を
「
女
」
と
呼
ん

で
別
れ
を
憂
悶
す
る
様
を
捉
え
た
の
を
受
け
て
、「
男
は
、
さ
し
も
思
さ
ぬ
こ
と
を
だ

に
、
情
の
た
め
に
は
よ
く
言
ひ
つ
づ
け
た
ま
ふ
べ
か
め
れ
ば
、
ま
し
て
お
し
な
べ
て
の

列
に
は
思
ひ
き
こ
え
た
ま
は
ざ
り
し
御
仲
の
、
か
く
て
背
き
た
ま
ひ
な
ん
と
す
る
を
、

口
惜
し
う
も
い
と
ほ
し
う
も
思
し
な
や
む
べ
し
」
と
あ
り
、
源
氏
と
御
息
所
の
別
れ
を

俯
瞰
的
に
綴
っ
て
い
る
。
明
石
君
と
の
用
例
も
別
れ
の
場
面
で
あ
る
（
明
石
二
六
四
）。

藤
壺
の
所
に
忍
ぶ
場
面
（
賢
木
一
〇
八
）
と
想
い
を
伝
え
る
場
面
（
賢
木
一
一
一
：
藤

壺
「
宮
」
で
準
対
応
）
に
も
「
男
」
は
用
い
ら
れ
る
が
、
藤
壺
に
は
「
女
」
呼
称
は
な

く
、
こ
こ
で
は
「
宮
」
の
準
対
応
に
よ
っ
て
「
宮
」
の
あ
り
方
を
失
わ
な
い
藤
壺
と
の

隔
絶
が
露
わ
に
な
る
。「
宮
」
と
呼
ば
れ
る
人
物
へ
の
源
氏
の
不
埒
な
行
為
を
暴
く
効

果
も
あ
ろ
う
か
。
朧
月
夜
も
「
か
の
有
明
の
君
」「
女
君
」
で
準
対
応
し
て
い
る
。
再

会
の
場
面
（
花
宴
三
六
二
：
朧
月
夜
「
か
の
有
明
の
君
」
で
対
応
）
と
密
通
発
覚
の
場
面

（
賢
木
一
四
六
：
前
後
に
「
尚
侍
の
君
」「
女
君
」）
に
見
ら
れ
る
。

末
摘
花
巻
（
二
八
二
）
で
は
、
源
氏
の
男
振
り
に
感
嘆
す
る
命
婦
の
心
中
思
惟
に
先

立
ち
、
末
摘
花
を
「
正
身
は
」、
源
氏
を
「
男
は
」
と
語
る
。
命
婦
の
心
中
を
通
じ
源

氏
に
不
釣
り
合
い
な
「
正
身
」
の
様
子
を
察
す
る
読
者
に
と
り
、
真
実
を
知
ら
ぬ
源
氏

一
人
が
「
男
」
で
あ
る
こ
と
の
滑
稽
さ
が
際
立
つ
。

光
源
氏
の
「
男
」
呼
称
は
、
対
に
な
る
「
女
」
呼
称
の
有
無
に
関
わ
ら
ず
、
密
通
や

別
れ
の
波
乱
を
含
ん
だ
場
面
、
滑
稽
な
恋
の
場
面
を
構
築
し
て
い
る
。
恋
の
側
面
で
は

あ
る
も
の
の
、
恋
の
喜
び
や
絶
頂
を
描
く
も
の
で
は
な
く
、
先
行
研
究
が
指
摘
す
る
屏

風
絵
的
な
風
情
か
ら
は
意
図
的
に
ず
ら
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

夕
霧
の
「
男
」
は
全
注
例
、
誕
生
時
の
性
別
を
言
う
1
例
（
葵
四
一
）
を
除
く
注
例

を
確
認
す
る
と
、
注
例
は
雲
居
雁
が
相
手
で
、
注
例
は
落
葉
宮
で
あ
る
。
雲
居
雁
に
は

対
と
な
る
「
女
」
が
1
例
、
準
対
応
す
る
「
女
君
」
注
例
が
確
認
で
き
る
。
少
女
巻
で

は
、「
女
君
こ
そ
何
心
な
く
幼
く
お
は
す
れ
ど
、
男
は
、
さ
こ
そ
も
の
げ
な
き
ほ
ど
と

見
き
こ
ゆ
れ
、
お
ほ
け
な
く
い
か
な
る
御
仲
ら
ひ
に
か
あ
り
け
ん
、」（
少
女
三
三
）
と
、

二
人
の
幼
恋
の
様
子
を
捉
え
て
い
る
。
叙
述
で
は
「
何
心
な
く
幼
く
」「
も
の
げ
な
き
」 

と
あ
ど
け
な
さ
が
強
調
さ
れ
な
が
ら
、
呼
称
の
「
女
君
」「
男
」
が
恋
情
を
掬
い
取
り
、

叙
述
と
呼
称
の
不
均
衡
が
「
お
ほ
け
な
く
い
か
な
る
御
仲
ら
ひ
」
と
響
き
合
っ
て
二
人

の
た
だ
な
ら
ぬ
仲
を
邪
推
さ
せ
る
。
夕
霧
を
「
男
」、
雲
居
雁
を
「
女
君
」
と
絶
妙
に

呼
び
分
け
て
も
い
て
、
引
き
離
さ
れ
た
こ
と
に
焦
燥
感
を
募
ら
せ
た
夕
霧
と
頼
り
な
く

受
け
身
で
隙
が
あ
る
雲
居
雁
の
、
心
構
え
や
覚
悟
の
違
い
を
浮
き
彫
り
に
す
る
。

藤
裏
葉
巻
で
は
「
三
条
殿
」
に
転
居
し
た
雲
居
雁
と
夕
霧
夫
妻
に
つ
い
て
、「
女
は
、

ま
た
か
か
る
容
貌
の
た
ぐ
ひ
も
な
ど
か
な
か
ら
ん
と
見
え
た
ま
へ
り
。
男
は
、
際
も
な

く
き
よ
ら
に
お
は
す
」（
藤
裏
葉
四
五
七
）
と
あ
る
。
こ
の
直
前
、
二
人
が
歌
を
交
わ
す

場
面
で
は
「
男
君
」「
女
君
」（
藤
裏
葉
四
五
六
、
四
五
七
）
の
一
対
で
あ
る
の
に
、
こ
こ

で
「
女
」「
男
」
で
あ
る
の
は
、
新
婚
の
二
人
を
尋
ね
て
き
た
父
太
政
大
臣
（
頭
中
将
）

の
視
線
に
寄
り
添
っ
て
い
る
か
ら
で
は
な
い
か
。
太
政
大
臣
は
、
娘
と
婿
を
生
身
の
男

女
と
見
つ
め
、
婿
の
比
類
な
い
男
ぶ
り
を
賞
賛
す
る
。
か
つ
て
の
左
大
臣
邸
に
住
ま
う

幸
せ
な
若
い
夫
婦
を
祝
福
す
る
眼
差
し
は
今
日
に
至
る
歳
月
を
も
見
つ
め
、
夕
霧
と
雲

居
雁
の
現
在
を
絵
の
よ
う
に
切
り
取
っ
て
い
る
。
障
害
を
乗
り
越
え
よ
う
や
く
夫
婦
と
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な
っ
た
男
女
の
恋
物
語
の
美
し
い
結
末
で
あ
る
の
だ
が
、
娘
で
あ
る
「
女
」
は
凡
庸
と

評
さ
れ
、
一
幅
の
男
女
の
不
均
衡
が
父
の
眼
差
し
に
よ
っ
て
切
り
取
ら
れ
て
い
る
の
が

暗
示
的
で
あ
る
と
言
え
よ
う
か
。
夕
霧
巻
で
は
、
落
葉
宮
の
母
御
息
所
の
文
を
雲
居
雁

が
奪
う
場
面
で
、「
女
は
、
か
く
求
め
む
と
も
思
ひ
た
ま
へ
ら
ぬ
を
ぞ
、
げ
に
懸
想
な

き
御
文
な
り
け
り
と
心
に
も
入
れ
ね
ば
、
…
…
取
り
し
文
の
こ
と
も
思
ひ
出
で
た
ま
は

ず
。
男
は
他
事
も
お
ぼ
え
た
ま
は
ず
、」（
夕
霧
四
三
〇
）
と
あ
る
。
嫉
妬
を
露
わ
に
し

て
手
紙
を
奪
い
取
る
妻
、
そ
の
妻
を
持
て
余
す
無
粋
で
あ
ざ
と
い
夫
。
恋
の
叙
情
性
と

は
程
遠
い
生
身
の
男
女
の
行
き
つ
い
た
先
が
、
久
し
ぶ
り
の
「
女
」「
男
」
に
よ
っ
て

皮
肉
に
浮
か
び
上
が
る
。
残
る
注
例
の
「
男
」
は
落
葉
宮
が
相
手
で
あ
る
が
、
落
葉
宮

は
呼
称
自
体
が
省
略
さ
れ
「
女
」「
女
君
」
は
な
い
。

夕
霧
は
、
ま
め
人
と
し
て
父
光
源
氏
と
は
異
な
る
恋
を
生
き
た
が
、
そ
の
幼
恋
が
、

「
男
」
と
し
て
雲
居
雁
に
向
き
合
う
も
の
と
し
て
語
ら
れ
た
。
父
光
源
氏
は
密
通
に
お

い
て
「
男
」
で
あ
っ
た
が
、
夕
霧
の
幼
恋
も
親
の
許
さ
ぬ
恋
と
い
う
、
夕
霧
な
り
の
逸

脱
だ
っ
た
。
ま
た
、
藤
裏
葉
巻
以
降
は
、
恋
で
な
い
場
面
に
あ
え
て
一
対
で
使
う
こ
と

で
、
夕
霧
・
雲
居
雁
と
い
う
夫
婦
を
様
々
に
考
え
さ
せ
る
。
一
方
、
落
葉
宮
に
向
き
合

う
「
男
」
は
、
官
職
を
脱
ぎ
捨
て
恋
す
る
夕
霧
を
再
び
浮
き
彫
り
に
す
る
が
、
落
葉
宮

に
は
呼
称
自
体
が
省
略
さ
れ
、
夕
霧
の
懸
想
が
一
方
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
暴
い
て

い
る
。
な
お
落
葉
宮
は
、
柏
木
と
も
「
男
」「
女
」
を
持
た
な
い
。

薫
の
「
男
」
は
1
例
、
相
手
は
浮
舟
で
「
朔
日
ご
ろ
の
夕
月
夜
に
、
す
こ
し
端
近
く

臥
し
て
な
が
め
出
だ
し
た
ま
へ
り
。
男
は
、
過
ぎ
に
し
方
の
あ
は
れ
を
も
思
し
出
で
、

女
は
、
今
よ
り
添
ひ
た
る
身
の
う
さ
を
嘆
き
加
へ
て
、
か
た
み
に
も
の
思
は
し
」（
浮

舟
一
四
四
―
一
四
五
）
と
、
対
の
「
女
」
が
見
ら
れ
る
。
こ
の
「
男
」「
女
」
に
つ
い
て

『
新
全
集
』
頭
注
は
「
男
女
一
幅
の
画
面
を
思
わ
せ
る
が
、
し
か
し
な
が
ら
そ
の
心
と

心
は
断
絶
し
て
い
る
」
と
指
摘
す
る
。
呼
称
は
「
男
」「
女
」
と
完
全
に
一
対
で
、
い

か
に
も
典
型
的
な
恋
の
場
面
で
あ
る
か
に
印
象
づ
け
な
が
ら
、「
男
」
は
過
去
の
「
あ

は
れ
」
を
「
女
」
は
今
後
の
憂
さ
を
思
う
と
い
う
通
い
合
わ
な
い
心
情
が
あ
り
、
呼
称

と
叙
述
の
隔
絶
に
よ
っ
て
か
え
っ
て
こ
の
二
人
の
心
の
断
絶
が
浮
か
び
上
が
る
語
り
と

な
っ
て
い
る
。

続
い
て
「
男
君
」
呼
称
を
考
察
す
る
。『
源
氏
物
語
』
の
「
男
君
」
は
全
注注
例
。
人

物
別
で
見
る
と
特
定
で
き
る
の
は
注
人
注注
例
（
薫
・
左
近
の
少
将
（
浮
舟
に
求
婚
す
る
）・

小
野
の
妹
尼
の
娘
婿
の
中
将
・
光
源
氏
・
鬚
黒
・
夕
霧
・
真
木
柱
の
子
）。
ま
ず
そ
の
用
例
の

少
な
さ
に
驚
か
さ
れ
る
。「
男
君
」
は
、「
君
」
に
よ
っ
て
最
低
限
の
敬
意
を
保
ち
つ
つ

も
官
職
は
特
定
し
な
い
、
い
か
に
も
汎
用
性
が
高
い
呼
称
で
あ
る
が
、
実
際
の
使
用
例

は
非
常
に
少
な
い
。
特
定
可
能
な
人
物
も
注
人
と
極
め
て
限
定
的
で
あ
る
。
先
に

「
男
」
呼
称
で
確
認
し
た
三
人
の
用
例
数
が
源
氏
注
例
、
夕
霧
11
例
、
薫
注
例
と
比
較

的
多
い
。

突
出
し
て
用
例
が
多
い
夕
霧
に
お
い
て
、
恋
の
相
手
が
特
定
で
き
る
の
は
11
例
中
11

例
で
あ
る
。
最
後
の
1
例
の
み
相
手
が
落
葉
宮
で
「
宮
」
で
対
応
す
る
。
残
る
10
例
は

全
て
雲
居
雁
が
相
手
で
、
呼
称
の
対
応
が
あ
る
の
は
注
例
で
あ
る
。
呼
称
が
な
い
注
例

の
う
ち
1
例
は
引
き
離
さ
れ
る
二
人
を
不
憫
が
る
大
宮
に
寄
り
添
う
視
線
で
雲
居
雁
と

の
仲
が
想
定
さ
れ
（
少
女
四
六
）、
他
注
例
は
内
大
臣
に
隠
れ
て
の
束
の
間
の
逢
瀬
の
場

面
（
少
女
五
七
、
五
八
）
に
見
ら
れ
る
。
完
全
な
対
の
「
女
君
」
が
新
婚
の
三
条
殿
の

場
面
に
注
例
（
藤
裏
葉
四
五
七
・
四
五
八
）
見
ら
れ
、
そ
の
他
「
女
」
注
例
（
少
女
四
九
・

藤
裏
葉
四
四
一
）、「
姫
君
」
1
例
（
少
女
五
四
）、「
わ
が
北
の
方
」
1
例
（
若
菜
下
二
〇

三
）、「
上
」
1
例
（
横
笛
三
六
〇
）
の
準
対
応
が
あ
り
、
夕
霧
の
「
男
君
」
は
、
雲
居

雁
と
の
夫
婦
関
係
を
語
る
呼
称
と
言
え
る
。
た
だ
し
、
夫
婦
と
な
っ
て
か
ら
の
「
わ
が

北
の
方
」「
上
」
は
、
母
と
し
て
の
雲
居
雁
を
描
出
し
て
い
る
。
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大
将
殿
は
、
君
た
ち
を
御
車
に
乗
せ
て
、
月
の
澄
め
る
に
ま
か
で
た
ま
ふ
。
道
す
が
ら
、

箏
の
琴
の
変
り
て
い
み
じ
か
り
つ
る
音
も
耳
に
つ
き
て
、
恋
し
く
お
ぼ
え
た
ま
ふ
。
わ
が

北
の
方
は
、
故
大
宮
の
教
へ
き
こ
え
た
ま
ひ
し
か
ど
、
心
に
も
し
め
た
ま
は
ざ
り
し
ほ
ど

に
別
れ
た
て
ま
つ
り
た
ま
ひ
に
し
か
ば
、
ゆ
る
る
か
に
も
弾
き
と
り
た
ま
は
で
、
男
君
の

御
前
に
て
は
、
恥
ぢ
て
さ
ら
に
弾
き
た
ま
は
ず
、
何
ご
と
も
た
だ
お
い
ら
か
に
う
ち
お
ほ

ど
き
た
る
さ
ま
し
て
、
子
ど
も
あ
つ
か
ひ
を
暇
な
く
次
々
し
た
ま
へ
ば
、
を
か
し
き
と
こ

ろ
も
な
く
お
ぼ
ゆ
。
さ
す
が
に
、
腹
あ
し
く
て
も
の
ね
た
み
う
ち
し
た
る
、
愛
敬
づ
き
て

う
つ
く
し
き
人
ざ
ま
に
ぞ
も
の
し
た
ま
ふ
め
る
。（
若
菜
下
二
〇
三
）

こ
の
君
い
た
く
泣
き
た
ま
ひ
て
、
つ
だ
み
な
ど
し
た
ま
へ
ば
、
乳
母
も
起
き
騒
ぎ
、
上
も

御
殿
油
近
く
取
り
寄
せ
さ
せ
た
ま
て
、
耳
は
さ
み
し
て
そ
そ
く
り
つ
く
ろ
ひ
て
、
抱
き
て

ゐ
た
ま
へ
り
。
い
と
よ
く
肥
え
て
、
つ
ぶ
つ
ぶ
と
を
か
し
げ
な
る
胸
を
あ
け
て
乳
な
ど
く

く
め
た
ま
ふ
。
児
も
、
い
と
う
つ
く
し
う
お
は
す
る
君
な
れ
ば
、
白
く
を
か
し
げ
な
る
に
、

御
乳
は
い
と
か
は
ら
か
な
る
を
、
心
を
や
り
て
慰
め
た
ま
ふ
。
男
君
も
寄
り
お
は
し
て
、

「
い
か
な
る
ぞ
」
な
ど
の
た
ま
ふ
。（
横
笛
三
六
〇
）

若
菜
巻
の
例
は
、「
わ
が

0

0

北
の
方
は
」
と
夕
霧
視
点
で
始
ま
っ
た
一
文
が
、「
男
君
の
御

前
」
と
視
点
者
を
変
え
、
夕
霧
を
「
男
君
」
と
し
て
意
識
す
る
雲
居
雁
の
女
心
を
看
取

さ
せ
る
の
だ
が
、
落
葉
宮
の
存
在
が
影
を
落
と
す
横
笛
巻
へ
の
布
石
の
よ
う
に
、「
男

君
」
と
の
呼
称
の
格
差
が
夕
霧
に
兆
す
倦
怠
感
を
窺
わ
せ
る
。

薫
の
注
例
の
内
、
1
例
は
出
生
時
の
性
別
を
指
す
。
恋
の
場
面
の
用
例
は
注
例
（
宿

木
四
二
九
、
四
四
四
、
四
五
二
）
あ
る
が
、
大
君
で
も
浮
舟
で
も
な
く
、
中
の
君
が
相
手

で
あ
る
。
対
と
な
る
「
女
君
」
が
1
例
、
匂
宮
の
子
を
懐
妊
中
の
中
の
君
に
見
ら
れ
る

（
宿
木
四
四
四
）。
薫
が
中
の
君
に
想
い
を
告
げ
る
場
面
だ
が
、
薫
の
告
白
は
不
毛
で
し

か
な
い
。「
男
」
で
な
く
、「
男
君
」
の
告
白
で
あ
る
点
は
、
薫
の
理
性
を
感
じ
さ
せ
、

密
通
を
働
く
つ
も
り
で
も
な
く
失
恋
を
わ
か
っ
た
う
え
で
告
白
を
す
る
、
薫
ら
し
い
恋

の
あ
り
方
を
読
み
取
ら
せ
る
。
薫
と
大
君
の
場
面
に
は
「
男
君
」「
女
君
」
呼
称
は
な

い
。
先
に
見
た
「
男
」
に
対
応
し
て
い
た
の
も
、
大
君
で
は
な
く
浮
舟
で
あ
っ
た
。

最
後
に
光
源
氏
の
「
男
君
」
を
確
認
す
る
。
源
氏
の
用
例
は
注
例
。
登
場
頻
度
、
呼

称
用
例
の
多
さ
に
照
ら
す
と
、
源
氏
の
「
男
君
」
の
使
用
は
ひ
ど
く
少
な
い
。
そ
の
注

例
を
見
る
と
、
1
例
は
葵
の
上
が
相
手
で
「
女
君
」
な
ど
の
呼
称
は
な
い
（
紅
葉
賀
三

二
三
）。
残
る
注
例
の
相
手
は
全
て
紫
の
上
で
あ
る
。
新
枕
の
場
面
で
「
女
君
」（
葵
七

〇
）、
他
の
注
例
は
ま
だ
幼
い
紫
の
上
が
相
手
で
、「
君
」「
姫
君
」
で
対
応
す
る
。

君
は
、
男
君
の
お
は
せ
ず
な
ど
し
て
さ
う
ざ
う
し
き
夕
暮
れ
な
ど
ば
か
り
ぞ
、
尼
君
を
恋

ひ
き
こ
え
た
ま
ひ
て
、
う
ち
泣
き
な
ど
し
た
ま
へ
ど
、（
若
紫
二
六
一
）

男
君
は
、
朝
拝
に
参
り
た
ま
ふ
と
て
、
さ
し
の
ぞ
き
た
ま
へ
り
。「
今
日
よ
り
は
、
お
と

な
し
く
な
り
た
ま
へ
り
や
」
と
て
う
ち
笑
み
た
ま
へ
る
、
い
と
め
で
た
う
愛
敬
づ
き
た
ま

へ
り
。
い
つ
し
か
雛
を
し
す
ゑ
て
そ
そ
き
ゐ
た
ま
へ
る
、
…
…
と
こ
ろ
せ
き
ま
で
遊
び
ひ

ろ
げ
た
ま
へ
り
。「
儺
や
ら
ふ
と
て
、
犬
君
が
こ
れ
を
こ
ぼ
ち
は
べ
り
に
け
れ
ば
、
つ
く

ろ
ひ
は
べ
る
ぞ
」
と
て
、
い
と
大
事
と
思
い
た
り
。「
げ
に
い
と
心
な
き
人
の
し
わ
ざ
に

も
は
べ
る
な
る
か
な
。
い
ま
つ
く
ろ
は
せ
は
べ
ら
む
。
今
日
は
言
忌
し
て
、
な
泣
い
た
ま

ひ
そ
」
と
て
、
出
で
た
ま
ふ
気
色
と
こ
ろ
せ
き
を
、
…
…
姫
君
も
立
ち
出
で
て
見
た
て
ま

つ
り
た
ま
ひ
て
、
雛
の
中
の
源
氏
の
君
つ
く
ろ
ひ
た
て
て
、
内
裏
に
参
ら
せ
な
ど
し
た
ま

ふ
。（
紅
葉
賀
三
二
〇
―
三
二
一
）

一
方
、
完
全
に
対
に
な
る
「
女
君
」
は
新
枕
を
語
る
場
面
で
用
い
ら
れ
、
後
朝
の
様

子
が
俯
瞰
的
な
視
点
で
切
り
取
ら
れ
て
い
る
。

思
し
放
ち
た
る
年
月
こ
そ
、
た
だ
さ
る
方
の
ら
う
た
さ
の
み
は
あ
り
つ
れ
、
忍
び
が
た
く
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な
り
て
、
心
苦
し
け
れ
ど
、
い
か
が
あ
り
け
む
、
人
の
け
ぢ
め
見
た
て
ま
つ
り
分
く
べ
き

御
仲
に
も
あ
ら
ぬ
に
、
男
君
は
と
く
起
き
た
ま
ひ
て
、
女
君
は
さ
ら
に
起
き
た
ま
は
ぬ
朝

あ
り
。（
葵
七
〇
）

紫
の
上
に
は
注0
例
余
り
の
「
女
君
」
呼
称
が
あ
る
が
、「
男
君
」
と
完
全
な
対
に
な

っ
て
い
る
の
は
、
新
枕
の
こ
の
1
例
の
み
で
あ
る
。
し
か
し
、
見
て
き
た
よ
う
に
「
男

君
」
と
「
女
君
」
が
対
に
な
っ
て
い
る
用
例
が
そ
も
そ
も
限
ら
れ
て
お
り
、
完
全
な
一

対
を
な
す
源
氏
と
紫
の
上
の
「
男
君
」「
女
君
」
は
希
少
な
一
例
で
あ
る
。
夕
霧
と
雲

居
雁
に
も
、
新
婚
の
二
人
を
捉
え
る
「
男
君
」「
女
君
」（
藤
裏
葉
四
五
六
）
が
見
ら
れ

た
が
、
源
氏
と
紫
の
上
の
「
男
君
」「
女
君
」
も
遂
に
迎
え
た
新
枕
の
場
面
を
印
象
的

に
切
り
取
っ
て
い
る
。
一
方
で
、
よ
う
よ
う
結
ば
れ
た
二
人
を
捉
え
る
叙
述
は
「
と
く

起
き
」
た
源
氏
と
「
さ
ら
に
起
き
」
な
い
紫
の
上
の
不
調
和
な
関
係
性
で
も
あ
り
、
あ

え
て
恋
の
喜
び
に
は
光
を
向
け
ず
、
呼
称
と
の
ず
れ
に
よ
っ
て
紫
の
上
の
衝
撃
に
焦
点

を
当
て
て
ゆ
く
。

「
男
」「
男
君
」
が
用
い
ら
れ
る
の
は
、
従
来
の
指
摘
通
り
多
く
が
恋
の
場
面
で
は
あ

っ
た
。
た
だ
、
そ
も
そ
も
全
体
的
に
用
例
数
が
少
な
く
、
主
要
人
物
の
用
例
は
数
え
る

ほ
ど
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
恋
の
場
面
に
女
君
と
一
対
で
用
い
ら
れ
る
も
の
の
よ
う
に
言

わ
れ
て
き
た
が
、「
女
」
や
「
女
君
」
で
一
対
と
な
る
用
例
は
ご
く
ご
く
少
数
で
、
準

対
応
す
る
呼
称
さ
え
な
い
こ
と
が
少
な
く
な
い
。
ま
た
恋
の
絶
頂
や
幸
福
な
恋
愛
の
場

面
を
構
築
し
て
い
る
と
は
言
い
難
く
、
む
し
ろ
密
通
や
別
離
や
心
情
の
す
れ
違
い
を
こ

そ
描
い
て
ゆ
く
。

「
男
」
と
「
男
君
」
の
使
い
分
け
に
つ
い
て
は
、
光
源
氏
の
密
通
に
お
い
て
「
男
」

が
選
び
取
ら
れ
て
、「
男
君
」
よ
り
破
滅
的
な
人
物
像
を
描
き
出
し
て
い
る
。「
男
」
が

恋
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
を
描
く
呼
称
と
指
摘
さ
れ
る
ゆ
え
ん
だ

9
注
が
、
で
は
、
密
通
を
描

く
の
が
「
男
」
呼
称
か
と
言
え
ば
、
柏
木
に
は
「
男
」
は
見
ら
れ
な
い
（「
男
君
」
も
な

し
）。
鬚
黒
に
は
「
男
」
が
1
例
（
真
木
柱
三
六
七
）
あ
る
が
、
玉
鬘
か
ら
文
の
返
事
が

な
い
こ
と
に
「
男
胸
つ
ぶ
れ
て
、
思
ひ
暮
ら
し
た
ま
ふ
」（
真
木
柱
三
六
七
）
と
、
密
通

の
場
面
で
は
な
い
。
源
氏
の
罪
深
い
恋
愛
を
暴
く
の
が
「
男
」
呼
称
な
の
で
あ
り
、
そ

れ
は
、
歌
の
詞
書
な
ど
の
「
男
」「
女
」
が
喚
起
す
る
一
幅
の
画
中
の
恋
す
る
男
女
の

イ
メ
ー
ジ
と
は
か
け
離
れ
て
い
る
。
一
方
で
、
父
帝
を
裏
切
り
帝
の
妻
・
継
母
と
の
不

義
を
働
く
源
氏
を
捉
え
る
の
に
は
「
男
君
」
で
は
障
り
が
あ
る
の
だ
ろ
う
。
あ
る
い
は

物
語
は
、
そ
う
し
た
罪
深
い
恋
に
生
き
る
男
主
人
公
を
「
男
」
と
俯
瞰
的
に
捉
え
、
読

者
に
た
だ
目
撃
さ
せ
、
止
め
よ
う
の
な
い
物
語
の
展
開
を
描
き
切
っ
て
い
る
の
か
も
し

れ
な
い
。

「
男
君
」「
女
君
」
は
「
男
」「
女
」
に
比
べ
夫
婦
関
係
に
根
ざ
す
と
い
う
指
摘
が

あ
注1
注
り
、
夕
霧
と
雲
居
雁
に
照
ら
し
て
も
「
男
君
」
呼
称
に
は
安
定
し
た
関
係
性
が
確
認

で
き
る
。「
男
」
夕
霧
の
幼
恋
は
、
内
大
臣
に
妨
害
さ
れ
、
年
を
重
ね
て
再
び
「
男
」

と
呼
ば
れ
た
と
き
に
は
「
女
」
雲
居
雁
に
対
峙
し
な
が
ら
落
葉
宮
へ
の
浮
気
心
が
兆
し

て
い
た
。
比
べ
て
「
男
君
」
と
あ
る
と
き
に
は
夫
婦
の
安
寧
が
あ
る
の
だ
が
、
こ
の
物

語
は
安
寧
が
抱
え
る
マ
ン
ネ
リ
ズ
ム
を
も
鋭
く
突
い
て
お
り
、
屏
風
絵
的
な
恋
物
語
と

は
や
は
り
一
線
を
画
し
て
い
る
。

光
源
氏
の
場
合
「
男
君
」
は
、
葵
の
上
と
紫
の
上
を
相
手
に
用
い
ら
れ
て
い
た
。
婚

姻
の
か
た
ち
か
ら
も
揺
ぎ
無
い
「
北
の
方
」
で
あ
る
葵
の
上
に
対
し
た
「
男
君
」
が
紫

の
上
に
も
用
い
ら
れ
、
源
氏
と
紫
の
上
の
間
に
夫
婦
的
な
絆
を
窺
わ
せ
る
効
果
が
あ
る

の
だ
が
、
そ
れ
は
夫
婦
に
な
る
以
前
、
紫
の
上
が
ま
だ
幼
い
時
分
に
集
中
し
て
い
る
。

源
氏
と
紫
の
上
の
一
対
は
あ
え
て
歪
め
て
い
る
ら
し
く
、
源
氏
の
「
男
君
」
に
対
応
す

る
紫
の
上
は
「
君
」「
姫
君
」
と
幼
い
の
だ
が
、
源
氏
が
先
ん
じ
て
「
男
君
」
と
呼
ば

れ
る
こ
と
で
紫
の
上
に
「
女
君
」
と
呼
ば
れ
る
将
来
が
期
待
さ
れ
る
わ
け
で
、「
男
君
」 
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呼
称
に
よ
っ
て
、
二
人
の
未
来
像
が
予
感
的
に
描
き
出
さ
れ
て
い
る
。「
男
君
」
と

「
君
」「
姫
君
」
の
対
応
は
、
紫
の
上
の
幼
少
期
か
ら
特
別
な
絆
を
築
い
て
き
た
二
人
の

関
係
も
象
徴
的
に
示
し
て
お
り
、
新
枕
で
「
女
君
」
と
し
て
よ
う
や
く
対
と
な
る
前
か

ら
、
既
に
源
氏
の
伴
侶
と
な
る
べ
く
造
型
さ
れ
て
い
る
。
早
く
か
ら
源
氏
が
「
男
君
」

と
呼
ば
れ
る
こ
と
で
、
紫
の
上
の
成
長
を
待
つ
年
齢
差
と
、
つ
い
に
理
想
的
な
「
男

君
」「
女
君
」
に
至
り
着
く
新
枕
と
を
、
際
立
た
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。

三
　「
女
」「
女
君
」

次
に
「
女
」「
女
君
」
呼
称
に
つ
い
て
簡
単
に
確
認
す
る
。
対
に
な
っ
て
い
る
関
係

に
つ
い
て
は
「
男
」「
男
君
」
で
既
に
触
れ
た
の
で
、
そ
れ
以
外
は
全
て
一
対
の
か
た

ち
か
ら
は
外
れ
た
用
例
と
い
う
こ
と
に
な
る
。『
源
氏
物
語
』
に
お
い
て
「
女
」
の
用

例
は
、
278
例
。
一
般
的
な
女
性
を
意
味
す
る
例
を
除
き
、「
女
」
が
呼
称
と
し
て
見
ら

れ
る
人
物
は
注注
人
120
例
。
右
近
や
浮
舟
の
乳
母
な
ど
女
房
階
級
に
も
使
用
さ
れ
る
。
主

要
人
物
と
し
て
は
、
藤
壺
・
花
散
里
を
除
く
、
源
氏
の
妻
や
恋
人
に
は
概
ね
確
認
さ
れ

る
。
一
方
「
女
君
」
は
全
117
例
。
呼
称
と
し
て
は
、
18
人
116
例
が
確
認
で
き
る
。
葵
の

上
、
紫
の
上
、
花
散
里
な
ど
源
氏
の
妻
を
は
じ
め
、
源
氏
の
恋
人
に
概
ね
確
認
で
き
、

続
編
の
大
君
、
中
の
君
、
浮
舟
に
も
見
ら
れ
る
。「
男
」「
男
君
」
と
比
べ
用
例
数
が
格

段
に
多
い
。「
女
」「
女
君
」
の
両
方
を
有
す
る
の
は
、
正
編
で
は
明
石
君
・
葵
の
上
・

空
蝉
・
朧
月
夜
・
雲
居
雁
・
末
摘
花
・
玉
鬘
・
紫
の
上
・
夕
顔
・
六
条
御
息
所
、
続
編

で
は
浮
舟
・
大
君
・
中
の
君
の
1注
人
で
あ
る
。

「
女
君
」
に
つ
い
て
田
中
恭
子
氏
は
次
の
よ
う
に
ま
と
め
て
い
る
。

「
女
君
」
は
、
実
質
的
に
夫
婦
関
係
（
な
い
し
は
そ
れ
に
準
ず
る
関
係
）
が
あ
る
（
あ
っ

た
）
夫
の
男
君
に
対
す
る
妻
の
意
と
し
て
用
い
ら
れ
、
そ
れ
は
、
世
間
に
向
け
て
で
な
く
、

全
く
の
夫
婦
二
者
関
係
の
中
で
、
用
い
ら
れ
て
い
る
。「
女
君
」
な
る
呼
称
の
多
く
与
え

ら
れ
た
女
性
の
面
々
を
見
れ
ば
瞭
然
た
る
よ
う
に
、
紫
の
上
や
宇
治
の
中
の
君
や
雲
居
雁

は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
源
氏
や
匂
宮
、
夕
霧
の
、
実
質
的
な
愛
妻
と
し
て
造
型
さ
れ
て
い

注注
注
る
。

確
か
に
「
女
君
」
は
、
紫
の
上
、
雲
居
雁
、
中
の
君
に
多
く
、
田
中
氏
の
指
摘
の
通

り
、
夫
婦
関
係
の
安
定
を
窺
わ
せ
る
。
一
方
で
「
女
」
と
「
女
君
」
を
比
較
す
る
と
、

「
女
」
の
み
を
持
つ
者
は
身
分
が
低
く
、
彼
女
た
ち
の
「
女
」
に
は
対
応
す
る
「
男
」

が
見
ら
れ
な
い
こ
と
が
多
い
。「
女
」「
女
君
」
両
方
を
持
つ
場
合
は
、
身
分
が
高
い
と

「
女
君
」
が
「
女
」
の
用
例
を
上
回
る
が
、
朧
月
夜
と
六
条
御
息
所
は
例
外
で
、「
女
」

が
「
女
君
」
を
上
回
る
。
朧
月
夜
は
右
大
臣
の
六
女
で
尚
侍
、
六
条
御
息
所
は
先
の
皇

太
子
妃
で
斎
宮
の
母
と
、
天
皇
（
皇
太
子
）
と
関
わ
る
公
的
存
在
で
あ
る
。
本
来
「
尚

侍
」
や
「
御
息
所
」
と
呼
ば
れ
る
べ
き
二
人
が
、「
女
君
」
で
す
ら
な
く
「
女
」
と
呼

ば
れ
る
と
き
、
公
的
立
場
を
捨
て
、
生
身
の
存
在
と
し
て
光
源
氏
と
の
愛
に
向
き
合
う

姿
が
浮
か
び
上
が
り
、
源
氏
と
の
緊
迫
し
た
、
ま
た
結
局
の
と
こ
ろ
成
就
す
る
こ
と
が

な
い
破
滅
的
な
恋
の
場
面
が
構
築
さ
れ
る
。

限
定
的
な
使
用
の
「
男
」「
男
君
」
呼
称
に
は
、
恋
の
場
面
の
印
象
を
も
た
ら
す
効

果
が
認
め
ら
れ
た
が
、「
女
」「
女
君
」
は
用
例
も
多
く
、
朧
月
夜
や
六
条
御
息
所
の
よ

う
な
例
が
あ
る
一
方
で
、
む
し
ろ
大
半
は
必
ず
し
も
恋
の
場
面
と
言
え
な
い
。
こ
れ
は
、

普
段
、
公
の
身
分
で
あ
る
官
職
を
伴
う
呼
称
で
呼
ば
れ
る
男
性
に
と
っ
て
、
そ
の
官
職

を
捨
て
た
「
男
」「
男
君
」
呼
称
は
特
別
で
あ
り
、
想
う
女
性
を
相
手
に
一
人
の
男
性

と
し
て
向
き
合
う
視
点
が
持
ち
込
ま
れ
得
る
の
だ
ろ
う
。
朧
月
夜
と
六
条
御
息
所
の

「
女
」
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
し
か
し
、
ほ
と
ん
ど
の
一
般
的
な
女
性
た
ち
は
公

の
身
分
を
有
さ
ず
、
基
本
的
に
は
〈
家
の
女
〉
で
あ
り
、
夫
な
ど
男
性
と
の
繋
が
り
が

生
活
の
全
て
と
い
う
場
合
も
あ
る
。
常
に
「
女
」「
女
君
」
で
あ
る
た
め
に
、「
男
」
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「
男
君
」
呼
称
ほ
ど
に
は
明
確
な
、
恋
の
視
点
を
持
ち
込
む
呼
称
た
り
得
な
い
の
で
は

な
い
か
。

「
女
君
」
呼
称
に
は
夫
婦
の
安
定
が
あ
る
と
す
る
田
中
氏
の
指
摘
は
、「
女
君
」
呼
称

を
多
く
有
す
る
の
が
、
紫
の
上
、
雲
居
雁
、
中
の
君
の
三
人
で
あ
る
こ
と
か
ら
も
頷
け

る
が
、「
女
君
」
呼
称
を
持
つ
人
物
側
か
ら
確
認
す
る
と
、
相
手
が
不
在
な
、
例
え
ば

一
人
思
い
悩
む
場
面
で
も
し
ば
し
ば
使
用
さ
れ
て
お
り
、
夫
婦
の
安
定
は
、
実
は
そ
れ

ぞ
れ
の
伴
侶
で
あ
る
光
源
氏
や
夕
霧
の
「
男
君
」
呼
称
に
こ
そ
鮮
明
で
あ
る
。「
男
」

「
男
君
」
は
、
通
常
身
分
な
ど
公
的
立
場
を
背
負
っ
て
生
き
る
男
た
ち
か
ら
、
色
々
な

も
の
を
削
ぎ
落
と
す
呼
称
で
あ
る
が
、
身
分
の
高
い
女
性
の
「
女
」
呼
称
に
つ
い
て
も
、

同
じ
効
果
を
認
め
得
る
。
既
に
指
摘
の
あ
る
よ
う
に
、「
男
」「
男
君
」
ま
た
「
女
」
呼

称
は
、
不
倫
の
よ
う
な
破
滅
的
で
切
迫
し

注1
注
た
、
あ
る
い
は
安
定
的
な
男
女
の
恋
の
場
面

を
構
築
す
る
一
助
と
し
て
、
意
図
的
に
使
用
さ
れ
て
い
る
と
考
え
得
る
。
た
だ
し
一
方

で
、
幼
い
紫
の
上
を
相
手
に
使
い
重
ね
ら
れ
る
「
男
君
」、
あ
る
い
は
末
摘
花
巻
や
藤

裏
葉
巻
、
夕
霧
巻
の
「
男
」、
薫
を
め
ぐ
る
用
例
な
ど
、
恋
の
場
面
を
持
ち
込
む
呼
称

で
あ
る
こ
と
を
逆
手
に
と
っ
て
、
今
後
の
展
開
の
期
待
や
皮ア
イ
ロ
ニ
ー肉
、
作
中
人
物
の
情
動

な
ど
を
持
ち
込
む
表
現
技
法
が
見
ら
れ
る
こ
と
も
改
め
て
指
摘
し
た
い
。

例
え
ば
紫
の
上
に
は
注
例
の
「
女
」
呼
称
が
あ
る
が
、
ど
ち
ら
も
野
分
の
垣
間
見
の

場
面
で
、「
女
も
ね
び
と
と
の
ひ
、
飽
か
ぬ
こ
と
な
き
御
さ
ま
ど
も
な
る
を
」（
野
分
二

六
六
）、「
女
の
御
答
へ
は
聞
こ
え
ね
ど
」（
野
分
二
七
一
）
と
、
垣
間
見
る
夕
霧
の
視
線

に
同
化
す
る
叙
述
の
中
で
、
紫
の
上
が
「
女
」、
源
氏
が
「
大お
と
ど臣
」
と
呼
ば
れ
る
。
垣

間
見
る
者
の
視
線
の
中
に
、
恋
の
場
面
を
持
ち
込
む
「
女
」
呼
称
を
用
い
る
こ
と
で
、

尊
敬
す
る
父
大
臣
の
素
晴
ら
し
い
愛
妻
を
、
一
人
の
生
身
の
「
女
」
と
し
て
見
つ
め
る

夕
霧
の
心
隈
が
抉
ら
れ
て
い

注1
注
る
。
前
節
で
見
た
、
命
婦
の
眼
差
し
を
通
じ
て
末
摘
花
が

「
正
身
」
源
氏
が
「
男
」
と
呼
ば
れ
（
末
摘
花
二
八
二
）、
新
婚
の
雲
居
雁
と
夕
霧
を
見

つ
め
る
太
政
大
臣
の
視
線
の
中
で
「
女
」「
男
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
（
藤
裏
葉
四
五
七
）

の
も
同
様
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
れ
ら
「
男
」「
男
君
」「
女
」
呼
称
に
比
べ
、「
女
君
」
は
、
一
般
性

が
高
く
用
例
も
多
い
。
人
生
の
大
半
を
夫
を
初
め
と
す
る
男
女
の
関
係
に
生
き
る
女
性

た
ち
に
と
っ
て
、「
女
君
」
呼
称
は
異
な
る
レ
ベ
ル
の
問
題
を
孕
ん
で
い
そ
う
で
あ
る
。

そ
こ
で
、「
女
君
」
呼
称
の
用
例
を
特
に
多
く
持
つ
紫
の
上
の
、
初
期
の
「
女
君
」
呼

称
に
注
目
し
、
更
に
考
察
を
試
み
た
い
。

四
　
紫
の
上
の
「
女
君
」

紫
の
上
に
は
、
多
種
多
様
な
呼
称
用
例
が
確
認
で
き
る
が
、
こ
の
う
ち
「
女
君
」
は
、

「
姫
君
」「
北
の
方
」
等
の
特
定
の
身
分
や
立
場
に
因
ん
だ
呼
称
と
違
い
、
漠
然
と
貴
人

で
あ
る
こ
と
は
示
す
も
の
の
、
そ
れ
以
上
の
情
報
は
あ
ま
り
持
た
な
い
。
会
話
文
中
で

呼
び
か
け
る
類
の
呼
称
で
は
な
く
、
そ
れ
だ
け
に
語
り
が
大
き
く
関
わ
る
呼
称
で
あ
る

と
考
え
ら
れ
る
。

紫
の
上
の
「
女
君
」
で
特
筆
す
べ
き
な
の
は
、
最
初
か
ら
「
女
君
」
と
呼
ば
れ
る
状

況
に
あ
る
の
で
は
な
く
、「
若
君
」
や
「
姫
君
」
を
通
過
し
た
、
そ
の
成
長
の
先
に

「
女
君
」
が
あ
る
点
で
あ
る
。
し
か
も
、
一
度
に
「
女
君
」
に
移
行
す
る
の
で
は
な
く
、

「
女
君
」
と
呼
ば
れ
始
め
て
か
ら
も
、「
姫
君
」
呼
称
に
振
り
戻
さ
れ
て
い
る
。

早
く
に
こ
の
現
象
に
注
目
し
た
玉
上
氏
は
、「
姫
君
」
と
「
女
君
」
が
交
互
に
現
れ

る
須
磨
巻
に
お
い
て
、「
こ
の
場
面
で
注
目
し
た
い
の
は
、
作
者
が
紫
の
上
の
こ
と
を
、

あ
る
時
に
は
姫
君
と
呼
び
、
他
の
場
面
で
は
女
君
と
呼
ん
で
い
る
点
で
あ
る
。
女
君
と

呼
ば
れ
た
時
は
、
光
る
源
氏
が
紫
の
上
を
女
と
し
て
意
識
し
、
み
つ
め
て
い
る
と
考
え

る
べ
き
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
紫
の
上
は
、
ま
だ
姫
君
と
も
呼
ば
れ
て
い
る
。
若
く
、

う
い
う
い
し
く
、
娘
々
し
て
い
る
の
で
あ
る
」
と
注
し

注1
注
た
。「
女
君
」
と
「
姫
君
」
呼
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称
の
行
き
つ
戻
り
つ
は
、
紫
の
上
の
成
長
を
反
映
す
る
も
の
で
あ
り
、
源
氏
の
願
望
と
、

そ
れ
に
追
い
つ
か
な
い
紫
の
上
自
身
の
幼
さ
に
起
因
す
る
と
い
う
指
摘
で
あ
る
。
し
か

し
な
が
ら
、「
女
君
」「
姫
君
」
呼
称
に
纏
わ
る
視
線
・
意
識
は
、
光
源
氏
の
も
の
だ
け

な
の
だ
ろ
う
か
。「
男
」「
男
君
」「
女
」
の
よ
う
に
、
破
滅
的
あ
る
い
は
安
定
的
な
恋

の
場
面
と
し
て
印
象
づ
け
る
、
語
り
手
の
俯
瞰
的
な
視
線
が
持
ち
込
ま
れ
る
こ
と
は
な

い
の
だ
ろ
う
か
。

紫
の
上
の
「
女
君
」
呼
称
の
初
例
は
紅
葉
賀
巻
で
あ
る
。
こ
の
巻
で
は
、
祖
母
を
恋

し
が
る
様
子
や
雛
人
形
で
遊
ぶ
姿
な
ど
紫
の
上
の
幼
さ
を
強
調
す
る
描
写
も
多
く
、

「
幼
き
人
」（
紅
葉
賀
三
一
七
）「
姫
君
」（
紅
葉
賀
三
一
七
・
三
二
一
）
と
呼
ば
れ
て
い
る
。

一
方
で
、
二
節
に
見
た
よ
う
に
、
光
源
氏
に
つ
い
て
は
既
に
「
男
君
」
呼
称
が
用
い
ら

れ
、

男
君
は
、
朝
拝
に
参
り
た
ま
ふ
と
て
、
さ
し
の
ぞ
き
た
ま
へ
り
。
…
…
い
つ
し
か
、
雛
を

し
す
ゑ
て
そ
そ
き
ゐ
た
ま
へ
る
、
…
…
と
こ
ろ
せ
き
ま
で
遊
び
ひ
ろ
げ
た
ま
へ
り
。
…

「
…
今
日
は
言
忌
み
し
て
、
な
泣
い
た
ま
ひ
そ
」
と
て
、
出
で
た
ま
ふ
気
色
と
こ
ろ
せ
き

を
、
…
…
姫
君
も
立
ち
出
で
て
見
た
て
ま
つ
り
た
ま
ひ
て
、
雛
の
中
の
源
氏
の
君
つ
く
ろ

ひ
た
て
て
、
内
裏
に
参
ら
せ
な
ど
し
た
ま
ふ
。（
紅
葉
賀
三
二
〇
―
三
二
一
）

と
、「
男
君
」
に
対
す
る
「
女
君
」
た
る
べ
き
未
来
が
期
待
さ
れ
な
が
ら
も
、
不
釣
り

合
い
に
幼
い
紫
の
上
が
象
ら
れ
て
い
る
。

そ
の
同
じ
紅
葉
賀
巻
に
「
女
君
」
呼
称
が
登
場
す
る
。

1 

つ
く
づ
く
と
臥
し
た
る
に
も
、
や
る
方
な
き
心
地
す
れ
ば
、
例
の
、
慰
め
に
は
、
西
の
対

に
ぞ
渡
り
た
ま
ふ
。
し
ど
け
な
く
う
ち
ふ
く
だ
み
た
ま
へ
る
鬢
ぐ
き
、
あ
ざ
れ
た
る
袿
姿

に
て
、
笛
を
な
つ
か
し
う
吹
き
す
さ
び
つ
つ
、
の
ぞ
き
た
ま
へ
れ
ば
、
女
君
、
あ
り
つ
る

花
の
露
に
ぬ
れ
た
る
心
地
し
て
、
添
ひ
臥
し
た
ま
へ
る
さ
ま
、
う
つ
く
し
う
ら
う
た
げ
な

り
。
愛
敬
こ
ぼ
る
る
や
う
に
て
、
お
は
し
な
が
ら
と
く
も
渡
り
た
ま
は
ぬ
、
な
ま
恨
め
し

か
り
け
れ
ば
、
例
な
ら
ず
背
き
た
ま
へ
る
な
る
べ
し
、
端
の
方
に
つ
い
ゐ
て
、「
こ
ち
や
」

と
の
た
ま
へ
ど
お
ど
ろ
か
ず
、「
入
り
ぬ
る
磯
の
」
と
口
す
さ
び
て
口
お
ほ
ひ
し
た
ま
へ
る

さ
ま
、
い
み
じ
う
さ
れ
て
う
つ
く
し
。（
紅
葉
賀
三
三
一
）

臥
し
た
ま
ま
で
目
を
合
わ
さ
ず
、
訪
れ
が
減
っ
た
男
を
詰
る
古
歌
の
一
節
を
口
覆
い

し
て
口
ず
さ
む
紫
の
上
の
姿
が
、
初
め
て
使
わ
れ
る
「
女
君
」
に
よ
っ
て
、
新
鮮
な
驚

き
を
も
っ
て
描
か
れ
て
い
る
。
と
は
言
え
、
こ
の
頃
の
紫
の
上
は
、
源
氏
が
自
分
の

「
男
」
だ
と
聞
い
て
も
、
乳
母
の
老
い
て
醜
い
「
男
」
と
違
っ
て
良
か
っ
た
と
思
う
程

度
で
（
紅
葉
賀
三
二
二
）、
男
女
の
機
微
を
理
解
し
て
お
ら
ず
、
こ
の
嫉
妬
も
言
わ
ば
ポ

ー
ズ
、
利
発
な
少
女
の
ま
ま
ご
と
に
過
ぎ
な

注1
注
い
。
こ
の
場
面
は
「
の
ぞ
き
た
ま
へ
れ

ば
」
と
い
う
動
作
、「
心
地
し
て
」「
う
つ
く
し
う
ら
う
た
げ
な
り
」
な
ど
、
源
氏
の
視

線
に
同
化
し
つ
つ
展
開
し
て
お
り
、「
女
君
」
呼
称
も
、
一
つ
に
は
源
氏
の
姿
が
引
き

寄
せ
た
呼
称
で
あ
る
よ
う
だ
。
こ
の
直
前
、
源
氏
は
、
皇
子
（
冷
泉
帝
）
を
出
産
し
た

藤
壺
と
和
歌
を
贈
答
し
て
お
り
、
そ
の
苦
悩
を
癒
す
べ
く
「
例
の
、
慰
め
」
に
紫
の
上

を
訪
う
の
だ
が
、
乱
れ
た
袿
姿
と
髪
で
、
笛
を
吹
き
つ
つ
足
を
向
け
る
仕
草
は
、
男
が

女
の
も
と
に
通
う
そ
れ
に
他
な
ら
な
い
。
大
人
の
「
女
君
」
を
求
め
る
仕
草
が
、
脇
息

に
寄
り
臥
し
て
拗
ね
て
い
た
少
女
を
「
女
君
」
に
見
せ
る
。「
女
君
」
呼
称
は
、
大
人

の
振
舞
を
真
似
始
め
た
紫
の
上
と
、「
女
君
」
を
求
め
る
光
源
氏
の
心
持
と
の
双
方
に
、

光
を
当
て
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。

こ
の
用
例
1
と
一
続
き
の
場
面
で
紫
の
上
は
、
源
氏
の
眼
差
し
に
同
化
す
る
地
の
文

に
お
い
て
、
再
び
「
姫
君
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
（
紅
葉
賀
三
三
二
、
三
三
三
）。
葵
の
上

を
訪
う
予
定
だ
っ
た
源
氏
は
、
心
細
げ
な
「
姫
君
」
の
鬱
屈
を
捨
て
置
け
ず
、
結
局
、
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外
出
を
取
り
や
め
る
。
源
氏
の
外
出
を
「
慕
ひ
き
こ
え
」、
内
裏
に
二
三
日
泊
ま
れ
ば

屈
し
て
し
ま
う
紫
の
上
が
愛
し
く
て
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
れ
ま
で
（
紅
葉
賀
三
一
七
）

と
同
様
の
場
面
で
あ
る
。
図
ら
ず
も
葵
の
上
と
源
氏
の
愛
を
競
っ
た
紫
の
上
は
、
未
だ

幼
い
「
姫
君
」
だ
か
ら
こ
そ
、
光
源
氏
を
引
き
留
め
得
た
。
し
か
し
、
一
方
で
源
氏
は

既
に
「
男
君
」
で
あ
り
、
藤
壺
と
の
恋
に
苦
悩
す
る
「
男
」
で
も
あ
っ
て
、
そ
の
仕
草

と
共
に
、
少
女
が
「
女
君
」
と
俯
瞰
さ
れ
る
一
瞬
も
あ
っ
た
。
一
連
の
「
姫
君
」
呼
称

の
中
に
ぽ
つ
ん
と
置
か
れ
た
「
女
君
」
呼
称
は
、
幼
い
紫
の
上
を
見
守
る
光
源
氏
の
、

青
年
と
し
て
の
心
中
に
光
を
当
て
る
。
だ
が
、
大
事
な
の
は
む
し
ろ
そ
う
し
た
心
中
を

有
す
る
光
源
氏
が
「
姫
君
」
の
様
々
な
姿
を
大
事
に
慈
し
ん
で
い
る
こ
と
、
ま
た
そ
の

延
長
線
上
の
姿
に
「
女
君
」
を
発
見
し
て
い
た
こ
と
で
は
な
か
ろ
う
か
。

物
語
は
、
二
人
が
「
男
君
」「
女
君
」
と
な
る
未
来
を
期
待
さ
せ
な
が
ら
、
し
か
し
、

紫
の
上
の
成
長
を
ゆ
っ
く
り
と
辿
っ
て
ゆ
く
。
花
宴
巻
で
も
源
氏
の
視
線
に
同
化
し
て

「
姫
君
」（
花
宴
三
六
〇
）
が
使
わ
れ
、
そ
の
直
後
に
は
、「
若
君
」
ま
で
も
が
確
認
で
き

る
（
花
宴
三
六
一
）。
葵
巻
で
用
い
ら
れ
る
「
姫
君
」
で
も
、「
姫
君
の
い
と
う
つ
く
し

げ
に
つ
く
ろ
ひ
た
て
て
お
は
す
る
を
」（
葵
二
七
）、「
姫
君
、
い
と
う
つ
く
し
う
ひ
き

つ
く
ろ
ひ
て
お
は
す
」（
六
八
）、「
姫
君
の
何
ご
と
も
あ
ら
ま
ほ
し
う
と
と
の
ひ
は
て

て
、」（
六
九
）
と
愛
育
す
る
対
象
を
慈
し
む
源
氏
の
視
線
を
重
ね
な
が
ら
、「
と
と
の

ひ
は
」
つ
ま
で
の
、
紫
の
上
の
成
長
の
過
程
が
辿
ら
れ
、
そ
の
丁
寧
な
「
姫
君
」
の
姿

の
積
み
重
ね
の
上
に
、
よ
う
や
く
二
例
目
の
「
女
君
」、
先
に
も
確
認
し
た
新
枕
の
場

面
が
あ
る
。

注 

い
か
が
あ
り
け
む
、
人
の
け
ぢ
め
見
た
て
ま
つ
り
分
く
べ
き
御
仲
に
も
あ
ら
ぬ
に
、
男
君

は
と
く
起
き
た
ま
ひ
て
、
女
君
は
さ
ら
に
起
き
た
ま
は
ぬ
朝あ
し
たあ
り
。（
葵
七
〇
）

光
源
氏
や
紫
の
上
の
視
点
や
感
情
を
一
切
交
え
る
こ
と
な
く
、
源
氏
は
「
男
君
」、

紫
の
上
は
「
女
君
」
と
呼
ば
れ
、
実
質
的
な
夫
婦
と
な
っ
た
二
人
の
「
朝
」
が
俯
瞰
的

に
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
紫
の
上
の
成
長
を
あ
る
意
味
待
ち
か
ね
て
い
た
「
男
君
」
に
対

し
、
思
い
も
寄
ら
な
い
事
態
に
お
の
の
き
臥
せ
る
紫
の
上
は
、
後
朝
の
や
り
取
り
な
ど

毛
頭
で
き
な
い
。
紫
の
上
の
内
実
が
未
熟
で
あ
る
こ
と
を
丁
寧
に
描
き
な
が
ら
、
し
か

し
呼
称
の
上
で
は
「
男
君
」「
女
君
」
と
呼
ん
で
ゆ
く
。
源
氏
の
行
為
を
嫌
だ
、
酷
い
、

と
恨
む
「
女
君
」
と
、
そ
う
し
た
「
女
君
」
の
素
直
な
感
情
の
発
露
が
愛
し
く
て
な
ら

な
い
「
男
君
」。
そ
こ
に
は
、「
若
君
」「
姫
君
」
の
時
間
が
丁
寧
に
描
か
れ
て
き
た

「
女
君
」
な
ら
で
は
の
個
性
と
、
そ
の
時
間
を
大
事
に
慈
し
ん
で
き
た
「
男
君
」「
女

君
」
な
ら
で
は
の
関
係
性
が
あ
る
。
俯
瞰
的
に
「
男
君
」「
女
君
」
と
呼
ぶ
こ
と
で
、

特
別
な
個
性
と
関
係
性
の
二
人
だ
か
ら
こ
そ
の
「
男
君
」「
女
君
」
関
係
と
し
て
枠
取

ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

特
筆
す
べ
き
は
、
次
の
場
面
で
あ
る
。
新
枕
の
後
、
源
氏
が
紫
の
上
の
裳
着
を
執
り

行
お
う
と
考
え
る
一
続
き
の
場
面
に
お
い
て
、
紫
の
上
に
は
、
ま
ず
「
姫
君
」
が
、
続

い
て
「
女
君
」
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。

注 

こ
の
姫
君
を
、
今
ま
で
世
人
も
そ
の
人
と
も
知
り
き
こ
え
ぬ
も
も
の
げ
な
き
や
う
な
り
、

父
宮
に
知
ら
せ
き
こ
え
て
む
、
と
思
ほ
し
な
り
て
、
御
裳
着
の
こ
と
、
人
に
あ
ま
ね
く
は

の
た
ま
は
ね
ど
、（
葵
七
六
）

注 

な
べ
て
な
ら
ぬ
さ
ま
に
思
し
ま
う
く
る
御
用
意
な
ど
、
い
と
あ
り
が
た
け
れ
ど
、
女
君
は

こ
よ
な
う
疎
み
き
こ
え
た
ま
ひ
て
、
年
ご
ろ
よ
ろ
づ
に
頼
み
き
こ
え
て
、
ま
つ
は
し
き
こ

え
け
る
こ
そ
あ
さ
ま
し
き
心
な
り
け
れ
、
と
悔
し
う
の
み
思
し
て
、
さ
や
か
に
も
見
あ
は

せ
た
て
ま
つ
り
た
ま
は
ず
、
…
…
（
葵
七
六
）

用
例
注
は
「
思
ほ
し
な
り
て
」
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
源
氏
に
同
化
し
て
「
姫
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君
」
呼
称
が
使
わ
れ
る
。
実
質
的
な
夫
婦
と
な
っ
た
新
枕
後
も
、
源
氏
の
眼
差
し
に
寄

り
添
う
と
き
、
紫
の
上
は
、
時
に
「
姫
君
」
と
も
呼
ば
れ
る
の
で
あ
る
。
一
方
用
例
注

で
は
、
そ
の
源
氏
の
心
配
り
を
紫
の
上
が
「
こ
よ
な
う
疎
」
ん
で
い
る
姿
が
俯
瞰
さ
れ

る
。「
た
ま
ふ
」
と
あ
る
か
ら
語
り
手
に
よ
る
語
り
で
あ
る
が
、「
女
君
は
…
…
疎
」
む

と
紫
の
上
の
心
中
に
寄
り
添
っ
た
表
現
で
も
あ
る
。
信
頼
を
裏
切
ら
れ
た
と
源
氏
を
恨

む
紫
の
上
は
や
は
り
子
ど
も
染
み
て
い
る
が
、
そ
の
「
女
君
」
ら
し
か
ら
ぬ
心
ざ
ま
こ

そ
が
、「
姫
君
」
と
も
慈
し
む
源
氏
に
と
っ
て
の
「
女
君
」
な
の
で
あ
る
。
あ
り
ふ
れ

た
恋
の
場
面
と
は
異
な
る
二
人
の
仲
を
、
あ
る
い
は
そ
の
中
で
育
ま
れ
た
紫
の
上
の
個

性
を
、
あ
え
て
「
女
君
」
と
枠
取
る
こ
と
で
、
光
源
氏
の
伴
侶
た
る
女
主
人
公
の
あ
り

様
を
端
的
に
指
し
示
し
て
い
る
。

そ
の
後
も
賢
木
巻
で
は
、
源
氏
に
同
化
す
る
地
の
文
で
「
女
君
」
と
「
姫
君
」
が
使

わ
れ
て
い
る
。

注 

も
の
心
細
く
、
な
ぞ
や
、
世
に
経
れ
ば
う
さ
こ
そ
ま
さ
れ
と
思
し
立
つ
に
は
、
こ
の
女
君

の
い
と
ら
う
た
げ
に
て
あ
は
れ
に
う
ち
頼
み
き
こ
え
た
ま
へ
る
を
ふ
り
棄
て
む
こ
と
い
と

か
た
し
。（
賢
木
一
一
三
）

注 

律
師
の
い
と
尊
き
声
に
て
、
…
…
ま
づ
姫
君
の
心
に
か
か
り
て
、
思
ひ
出
で
ら
れ
た
ま
ふ

ぞ
、
い
と
わ
ろ
き
心
な
る
や
。（
賢
木
一
一
七
）

源
氏
が
、
紫
の
上
を
置
い
て
は
出
家
で
き
な
い
と
考
え
る
、
非
常
に
似
通
っ
た
場
面

で
あ
る
が
、
用
例
注
は
「
女
君
」、
注
は
「
姫
君
」
と
あ
る
。
出
家
と
い
う
一
つ
の
テ

ー
マ
に
お
い
て
二
つ
の
呼
称
で
同
じ
感
情
が
語
ら
れ
、
紫
の
上
を
愛
妻
と
も
愛
娘
と
も

見
つ
め
続
け
る
、
光
源
氏
の
愛
の
か
た
ち
を
窺
わ
せ
る
。
ま
た
用
例
注
は
「
女
君
」
は

「
女
君
の
い
と
ら
う
た
げ
に
て
あ
は
れ
」
と
見
る
源
氏
に
同
化
す
る
と
同
時
に
、「
あ
は

れ
に
う
ち
頼
み
き
こ
え
た
ま
へ
る
」
の
主
語
で
も
あ
り
、
紫
の
上
の
立
場
に
寄
り
添
う

語
り
と
も
な
っ
て
い
る
。

須
磨
巻
で
は
、
主
に
「
女
君
」
を
用
い
る
中
、
注
例
の
「
姫
君
」（
須
磨
一
六
一
、
一

九
二
）
を
挟
み
、
最
終
的
に
「
女
君
」
に
統
一
さ
れ
て
ゆ
く
。「
姫
君
」（
須
磨
一
六
一
）

は
、
紫
の
上
を
愛
娘
の
よ
う
に
慈
し
む
源
氏
の
眼
差
し
を
照
ら
し
、
頼
み
少
な
い
彼
女

を
都
に
残
す
哀
れ
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
。
残
さ
れ
る
紫
の
上
も
「
心
細
う
の
み
思
ひ

た
ま
へ
る
」（
須
磨
一
六
二
）
の
だ
が
そ
の
主
語
は
「
女
君
も
」
と
あ
っ
て
、
幼
い
姫
君

故
の
不
安
か
ら
で
は
な
い
の
だ
が
、
源
氏
は
、
後
ろ
髪
を
引
か
れ
つ
つ
も
、
流
離
先
へ

同
行
は
で
き
な
い
と
改
め
て
思
う
。
だ
が
「
女
君
は
、『
い
み
じ
か
ら
む
道
に
も
、
お

く
れ
き
こ
え
ず
だ
に
あ
ら
ば
』
と
お
も
む
け
て
、
恨
め
し
げ
」（
須
磨
一
六

注1
注
二
）
で
あ
っ

た
。
別
れ
は
誰
し
も
心
細
い
が
、
都
に
残
す
源
氏
の
思
い
や
り
を
「
恨
め
し
げ
」
に
見

つ
め
、
流
離
も
厭
わ
な
い
「
女
君
」
の
姿
は
、
新
枕
の
後
に
も
通
じ
る
紫
の
上
の
個
性

か
も
し
れ
な
い
。
ま
た
こ
の
源
氏
の
危
機
に
、「
女
君
」
と
し
て
留
守
を
預
か
る
と
い

う
精
神
的
成
熟
が
問
わ
れ
て
い
る
と
い
う
、
物
語
の
展
開
も
窺
え
よ
う
。

こ
う
し
た
揺
れ
を
経
て
、「
女
君
」
と
の
別
れ
の
場
面
が
描
出
さ
れ
る
。

注 

御
鬢
か
き
た
ま
ふ
と
て
、
鏡
台
に
寄
り
た
ま
へ
る
に
、
面
痩
せ
た
ま
へ
る
影
の
、
我
な
が

ら
い
と
あ
て
に
き
よ
ら
な
れ
ば
、「
こ
よ
な
う
こ
そ
お
と
ろ
へ
に
け
れ
。
こ
の
影
の
や
う
に

や
痩
せ
て
は
べ
る
。
あ
は
れ
な
る
わ
ざ
か
な
」
と
の
た
ま
へ
ば
、
女
君
、
涙
を
一
目
浮
け

て
見
お
こ
せ
た
ま
へ
る
、
い
と
忍
び
が
た
し
。（
須
磨
一
七
三
）

源
氏
の
瞳
に
映
る
紫
の
上
が
「
女
君
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
と
も
、
涙
を
浮
か
べ
る
動

作
主
と
し
て
の
紫
の
上
が
「
女
君
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
と
も
取
れ
る
例
で
あ
る
。
こ
れ

を
受
け
て
俯
瞰
的
な
地
の
文
に
お
い
て
も
「
そ
の
日
は
、
女
君
に
御
物
語
の
ど
か
に
聞

こ
え
暮
ら
し
た
ま
ひ
て
、
例
の
夜
深
く
出
で
た
ま
ふ
。」（
一
八
五
）「
恋
し
き
人
多
く
、
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女
君
の
思
し
た
り
し
さ
ま
、
春
宮
の
御
事
、
…
」（
一
八
八
）
と
、
二
人
の
別
れ
が
、

源
氏
の
庇
護
の
思
い
と
恋
情
を
重
ね
な
が
ら
描
か
れ
て
ゆ
く
。
そ
し
て
、
こ
の
須
磨
巻

に
お
け
る
、
都
の
人
々
か
ら
の
文
を
受
け
取
る
場
面
に
お
い
て
、
最
後
の
「
姫
君
」

（
須
磨
一
九
二
）
が
用
い
ら
れ
、
複
合
型
の
呼
称
に
お
い
て
も
「
二
条
院
の
姫
君
」（
須

磨
二
〇
七
）
を
最
後
に
、「
姫
君
」
は
消
失
し
、「
女
君
」
に
統
一
さ
れ
る
。

紫
の
上
の
「
女
君
」
呼
称
は
、「
姫
君
」
か
ら
「
女
君
」
へ
と
い
う
成
長
に
重
ね
て

使
わ
れ
る
よ
う
で
あ
り
な
が
ら
、
一
度
に
移
行
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
そ
の

揺
れ
る
呼
称
を
作
中
人
物
の
視
線
や
語
り
手
の
俯
瞰
的
視
線
に
注
目
し
て
再
確
認
す
る

と
、
新
枕
以
後
に
繰
り
返
さ
れ
る
「
姫
君
」
は
全
て
源
氏
の
心
情
に
寄
り
添
う
も
の
で
、

か
つ
時
に
は
源
氏
の
視
線
を
通
じ
て
も
「
女
君
」
呼
称
が
使
わ
れ
て
い
た
。
一
方
で
紫

の
上
の
心
情
に
寄
り
添
う
、
あ
る
い
は
俯
瞰
的
に
見
つ
め
る
と
き
に
は
「
女
君
」
が
用

い
ら
れ
、
源
氏
の
瞳
に
は
「
姫
君
」
と
映
る
彼
女
が
既
に
「
女
君
」
へ
と
成
長
し
て
い

る
こ
と
を
看
取
さ
せ
る
。
幼
い
ま
ま
の
紫
の
上
を
求
め
る
源
氏
の
意
識
だ
け
が
「
姫

君
」
を
な
か
な
か
手
放
さ
な
い
ら
し
い
、
あ
る
い
は
女
君
へ
と
成
長
を
遂
げ
て
も
源
氏

の
庇
護
が
な
け
れ
ば
生
き
ら
れ
な
い
紫
の
上
を
炙
り
出
し
て
も
い
る
。「
姫
君
」
か
ら

「
女
君
」
へ
の
呼
称
の
揺
れ
に
は
、「
姫
君
」
で
も
あ
る
「
女
君
」
を
愛
す
る
源
氏
の
心

情
が
あ
り
、
そ
の
果
て
に
至
り
着
い
た
「
女
君
」
で
あ
る
か
ら
こ
そ
の
紫
の
上
の
妻
と

し
て
の
意
義
が
刻
ま
れ
る
。
紫
の
上
の
場
合
、
そ
の
「
女
君
」
呼
称
は
、
幼
少
期
か
ら

愛
育
し
妻
と
し
た
紫
の
上
へ
の
源
氏
の
愛
情
の
か
た
ち
、
生
涯
を
貫
く
二
人
の
絆
の
あ

り
方
を
反
映
し
つ
つ
、
ま
た
そ
の
中
で
培
わ
れ
た
紫
の
上
の
姿
を
語
る
も
の
と
し
て
使

用
さ
れ
て
い
る
。

揺
れ
る
呼
称
の
中
で
、
紫
の
上
の
心
情
に
寄
り
添
い
な
が
ら
用
い
ら
れ
た
「
女
君
」

は
、「
姫
君
」
と
の
揺
れ
が
な
く
な
る
と
紫
の
上
に
多
用
さ
れ
て
ゆ
く
。
雲
林
院
に
籠

も
る
源
氏
の
歌
に
「
女
君
も
う
ち
泣
き
た
ま
ひ
ぬ
。
…
…
風
吹
け
ば
ま
づ
ぞ
み
だ
る
る

色
か
は
る
浅
茅
が
露
に
か
か
る
さ
さ
が
に
」
と
返
歌
す
る
（
賢
木
一
一
八
）、
い
わ
ば
普

通
の
「
女
君
」
の
姿
は
、
新
枕
か
ら
二
年
ほ
ど
経
っ
て
よ
う
や
く
登
場
す
る
。
雲
林
院

か
ら
戻
る
源
氏
の
目
に
「
女
君
は
、
日
ご
ろ
の
ほ
ど
に
、
ね
び
ま
さ
り
た
ま
へ
る
心

地
」（
賢
木
一
二
一
）
に
映
る
の
だ
が
、
こ
の
場
面
を
別
本
の
御
物
本
で
は
「
ひ
め
君
」

と
呼
ぶ
。
写
本
も
揺
れ
る
よ
う
に
、
長
い
歳
月
の
微
妙
な
狭
間
に
、
幼
少
期
か
ら
愛
育

し
妻
と
し
た
紫
の
上
へ
の
源
氏
の
愛
情
の
か
た
ち
と
、
そ
の
源
氏
に
育
ま
れ
た
紫
の
上

と
い
う
人
物
の
個
性
が
象
ら
れ
て
い
よ
う
。
若
菜
巻
以
降
に
は
、「
対
の
上
」「
紫
の

上
」
と
と
も
に
主
要
な
呼
称
と
し
て
使
用
さ
れ
、「
女
君
」
と
呼
ば
れ
る
と
き
に
は
、

源
氏
と
の
繋
が
り
を
見
つ
め
、
結
び
つ
き
を
確
認
し
、
死
を
迎
え
る
時
ま
で
そ
れ
を
背

負
っ
て
生
き
よ
う
と
す
る
紫
の
上
が
描
か
れ
て
ゆ
く
。「
女
君
」
は
、
肉
親
の
縁
の
薄

さ
故
に
、
源
氏
と
の
深
い
絆
の
意
味
に
向
き
合
う
人
物
を
呼
ぶ
呼
称
と
な
っ
て
い

注1
注
る
。

五
　
ま
と
め

通
常
、
呼
称
は
、
森
一
郎
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
「
そ
の
人
物
の
内
な
る
位
相
を
象

徴
的
に
映
し
出
す
形
象
的
言
語
、
内
在
的
言
語
」
で
あ

注1
注

り
、
作
中
人
物
の
官
職
、
居
所
、

家
族
関
係
、
人
生
行
程
と
い
っ
た
様
々
な
位
相
の
一
つ
を
象
徴
的
に
照
ら
し
出
す
も
の

で
あ
る
。「
男
」「
男
君
」「
女
」
呼
称
は
、
こ
れ
ら
の
呼
称
と
は
異
質
で
あ
り
、
作
中

人
物
を
官
職
そ
の
他
の
立
場
を
脱
ぎ
捨
て
た
生
身
の
「
男
」「
男
君
」「
女
」、
す
な
わ

ち
特
別
な
位
相
を
持
た
な
い
男
と
女
と
し
て
据
え
、
恋
の
場
面
を
構
築
す
る
効
果
が
あ

る
。
屏
風
歌
や
歌
物
語
の
伝
統
を
背
景
に
、
画
中
や
歌
の
贈
答
を
見
つ
め
る
の
と
同
様

な
俯
瞰
的
な
視
点
、
こ
こ
を
恋
の
場
面
と
し
て
見
る
枠
組
が
持
ち
込
ま
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
そ
の
よ
う
に
枠
取
っ
た
上
で
、『
源
氏
物
語
』
の
「
男
」「
女
」
の
恋
の
場
面
は
、

恋
の
絶
頂
や
幸
福
と
は
か
け
離
れ
た
側
面
を
語
っ
て
ゆ
く
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
夫
婦
間

の
安
定
が
あ
る
と
言
わ
れ
る
「
男
君
」「
女
君
」
に
お
い
て
も
同
じ
で
あ
る
。
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恋
や
夫
婦
愛
が
語
ら
れ
る
に
違
い
な
い
と
期
待
さ
せ
る
呼
称
を
あ
え
て
用
い
て
場
面

を
枠
取
っ
た
上
で
、
理
解
し
合
え
な
い
男
女
を
描
く
。
そ
れ
故
に
こ
そ
恋
の
難
し
さ
が

際
立
ち
、
男
女
の
繋
が
り
の
本
質
的
な
面
白
さ
と
難
解
さ
が
浮
か
び
上
が
る
の
だ
。
そ

も
そ
も
「
男
」「
女
」「
男
君
」「
女
君
」
が
一
対
で
使
用
さ
れ
る
こ
と
は
非
常
に
少
な

く
、
単
独
で
使
用
さ
れ
る
「
女
」「
女
君
」
の
多
さ
が
確
認
で
き
る
。
一
対
の
か
た
ち

を
あ
え
て
外
し
て
語
る
『
源
氏
物
語
』
で
は
、
幸
せ
で
円
満
で
あ
っ
て
欲
し
い
の
に
そ

う
は
な
ら
な
い
、
男
女
の
関
係
性
の
難
し
さ
を
こ
そ
暴
い
て
ゆ
く
。
も
は
や
恋
か
ら
は

程
遠
い
夫
婦
の
諍
い
（
夕
霧
巻
）、
寄
り
添
い
な
が
ら
心
は
遠
く
離
れ
た
男
女
（
浮
舟

巻
）
を
、
あ
え
て
「
男
」「
女
」
呼
称
で
枠
取
っ
て
、
皮
肉
を
醸
し
出
す
の
で
あ
る
。

ま
た
『
源
氏
物
語
』
の
呼
称
は
、
人
物
本
人
の
性
質
（
位
相
）
を
照
ら
し
出
す
ば
か

り
で
な
く
、
し
ば
し
ば
そ
う
呼
ぶ
作
中
人
物
の
感
情
を
内
在
化
す
る
も
の
で
も
あ
っ
た
。

一
見
中
立
的
な
文
章
に
お
い
て
も
、
呼
称
に
注
視
す
る
こ
と
で
、
作
中
人
物
た
ち
の
心

情
や
視
線
を
汲
み
取
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
呼
称
の
技
法
に
照

ら
し
た
と
き
、「
男
」「
女
」
に
つ
い
て
も
、
紫
の
上
の
「
女
」
呼
称
、
藤
裏
葉
巻
の
三

条
殿
転
居
の
際
の
夕
霧
夫
妻
へ
の
「
男
」「
女
」
呼
称
な
ど
、
作
中
人
物
の
心
隈
を
読

み
取
ら
せ
る
用
例
も
指
摘
で
き
る
。

な
か
で
も
独
特
な
用
法
を
編
み
出
し
て
い
る
ら
し
い
の
が
「
女
君
」
呼
称
で
あ
る
。

安
定
的
な
男
女
関
係
の
呼
称
と
い
う
点
で
は
、
恋
の
場
面
に
起
源
を
持
ち
つ
つ
も
、
身

分
を
持
た
な
い
女
性
た
ち
の
む
し
ろ
日
常
の
呼
称
と
し
て
あ
り
、
恋
の
場
面
と
は
無
関

係
に
用
例
数
も
多
い
。
特
に
紫
の
上
の
場
合
、「
若
君
」「
姫
君
」
か
ら
「
女
君
」
へ
と

い
う
人
生
行
程
の
一
環
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
、
屏
風
絵
の
中
の
人
物
に
は
あ
り
得
な
い
、

「
女
君
」
へ
の
道
程
が
象
ら
れ
て
い
た
。
し
か
も
、
光
源
氏
に
は
、
紫
の
上
が
「
君
」

「
姫
君
」
の
と
き
か
ら
一
早
く
「
男
君
」
が
用
い
ら
れ
、
よ
う
や
く
新
枕
の
場
面
に
お

い
て
俯
瞰
的
に
、「
男
君
」「
女
君
」
と
い
う
一
対
の
夫
婦
と
し
て
枠
取
ら
れ
る
。「
男

君
」
光
源
氏
に
「
君
」
や
「
姫
君
」
で
対
応
し
て
き
た
紫
の
上
の
道
の
り
が
、「
男
君
」 

に
対
す
る
理
想
的
な
「
女
君
」
に
至
る
時
間
と
し
て
枠
取
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
の
新
枕
の
場
面
は
「
男
君
」「
女
君
」
と
俯
瞰
さ
れ
な
が
ら
、
し
か
し
女
君
が
拗

ね
て
返
歌
も
し
な
い
と
い
う
、
通
常
の
恋
の
場
面
、
男
女
の
関
係
と
は
、
少
し
異
な
る

内
実
を
描
い
て
い
る
。
ま
た
、
新
枕
の
前
後
で
展
開
す
る
「
姫
君
」「
女
君
」
呼
称
の

行
き
つ
戻
り
つ
の
中
に
、
そ
う
見
つ
め
る
源
氏
の
視
線
、「
姫
君
」
で
も
あ
る
「
女
君
」 

を
愛
す
る
源
氏
の
意
識
を
も
掬
い
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は
「
姫
君
」
を
経
た

「
女
君
」
で
あ
る
か
ら
こ
そ
の
、
光
源
氏
に
と
っ
て
の
「
女
君
」
と
い
う
関
係
性
、
紫

の
上
と
い
う
「
女
君
」
の
個
性
を
造
型
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

＊『
源
氏
物
語
』
本
文
の
引
用
は
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
』（
小
学
館
）
に
よ
る
。

＊ 

呼
称
検
索
は
『
源
氏
物
語
　
Ｃ
Ｄ
―

Ｒ
Ｏ
Ｍ
　
角
川
古
典
大
観
』（
角
川
書
店
）
を
参
考
と
し
た
。

注
1
　 

玉
上
琢
弥
「
源
氏
物
語
の
読
者
」（『
源
氏
物
語
評
釈
別
巻
一
　
源
氏
物
語
研
究
』、
角
川
書

店
、
一
九
六
六
年
）。

注
　
玉
上
琢
弥
「
屏
風
絵
と
歌
と
物
語
と
―
源
氏
物
語
の
本
性
（
そ
の
三
）
―
」（
前
掲
注
1
書

に
同
じ
　
＊
初
出
「
屏
風
絵
と
歌
と
物
語
と
」『
国
語
国
文
』
二
二
―
一
、
一
九
五
三
年
一

月
）。

注
　
清
水
好
子
「
源
氏
物
語
の
作
風
Ⅰ
」（『
清
水
好
子
論
文
集
　
第
一
巻
　
源
氏
物
語
の
作
風
』 

武
蔵
野
書
院
、
二
〇
一
四
年
　
＊
初
出
「
源
氏
物
語
の
作
風
」『
国
語
国
文
』
二
二
―
一
、
一

九
五
三
年
一
月
）。

注
　
清
水
好
子
『
源
氏
の
女
君
　
増
補
版
』
塙
書
房
、
一
九
六
七
年
。

注
　 
長
谷
川
成
樹
「
源
氏
物
語
の
人
物
呼
称
―
『
女
君
』
に
つ
い
て
―
」（『
日
本
文
学
論
集
』

四
、
一
九
八
〇
年
三
月
）・「
源
氏
物
語
に
お
け
る
人
物
呼
称
を
め
ぐ
っ
て
―
『
女
君
』
を

中
心
に
―
」（『
日
本
文
学
研
究
』
二
三
、
一
九
八
四
年
一
月
）、
宮
川
葉
子
「
源
氏
物
語
姫

君
考
」（『
緑
岡
詞
林
』
七
、
一
九
八
三
年
三
月
）、
森
本
元
子
「
源
氏
物
語
の
『
女
』
考
」



─ 注1 ─

（『
源
氏
物
語
の
探
求
』
八
、
風
間
書
房
、
一
九
八
三
年
六
月
）、
西
田
禎
元
「『
源
氏
物
語
』 

ヒ
ロ
イ
ン
の
呼
称
」（『
言
語
文
化
研
究
』
六
、
一
九
八
六
年
三
月
）、
森
一
郎
『
源
氏
物
語

生
成
論
―
局
面
集
中
と
継
起
的
展
開
』（
世
界
思
想
社
、
一
九
八
六
年
）・「
源
氏
物
語
の
人

物
造
形
と
人
物
呼
称
の
連
関
」・「
源
氏
物
語
の
人
物
造
型
と
人
物
呼
称
の
連
関
（
そ
の

二
）」（『
源
氏
物
語
の
主
題
と
表
現
世
界
―
人
物
造
型
と
表
現
方
法
―
』
勉
誠
社
、
一
九
九

四
年
）、
佐
久
間
啓
子
「
源
氏
物
語
に
お
け
る
『
女
、
女
君
』
に
つ
い
て
」（『
平
安
朝
文
学

研
究
　
作
家
と
作
品
』
有
精
堂
、
一
九
七
一
年
三
月
）、
田
中
恭
子
「『
女
君
』
に
つ
い
て

―
源
氏
物
語
の
人
物
呼
称
の
中
か
ら
―
」（『
中
古
文
学
』
一
六
、
一
九
七
五
年
九
月
）・

「
源
氏
物
語
の
人
物
造
型
に
お
け
る
呼
称
の
意
義
」（『
関
根
慶
子
教
授
退
官
記
念
　
寝
覚
物

語
対
校
・
平
安
文
学
論
集
』
風
間
書
房
、
一
九
七
五
年
）、
古
泉
俊
「
玉
鬘
の
呼
称
―
視
点

者
的
呼
称
・
体
現
者
的
呼
称
―
」（『
王
朝
文
学
研
究
誌
』
一
、
一
九
九
二
年
九
月
）、
な
ど
。

注
　 

前
掲
注
注
佐
久
間
論
文
、
田
中
論
文
な
ど
。
田
中
氏
は
、「『
女
君
』
は
、
恋
物
語
の
女
主

人
公
の
普
遍
的
な
呼
称
で
あ
る
た
め
、
し
ば
し
ば
言
及
さ
れ
て
い
る
が
、
一
般
に
、『
女

君
』
は
、『
男
君
』
に
対
し
恋
す
る
女
を
意
味
す
る
と
か
、『
女
』
と
い
う
語
と
と
も
に
、

恋
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
の
場
面
で
用
い
ら
れ
る
、
と
か
い
わ
れ
て
き
た
。
こ
れ
で
も
当
ら

な
い
わ
け
で
は
な
い
だ
ろ
う
が
、
大
雑
把
な
と
ら
え
方
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
よ
う
で
あ

る
。
と
い
う
の
も
、
こ
れ
で
は
、
こ
と
ば
が
ち
が
え
ば
用
法
も
意
味
も
区
別
し
て
使
い
わ

け
て
い
る
作
者
の
作
為
を
無
視
し
て
『
女
』
も
『
女
君
』
も
同
義
に
し
て
し
ま
う
恐
れ
も

あ
る
し
、
た
と
え
ば
葵
の
上
や
鬚
黒
北
の
方
に
与
え
ら
れ
た
『
女
君
』
の
例
は
、
必
ず
し

も
源
氏
や
鬚
黒
大
将
と
い
う
男
君
の
恋
慕
の
対
象
に
な
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
が

説
明
で
き
な
く
な
る
だ
ろ
う
」（
前
掲
注
注
「『
女
君
』
に
つ
い
て
―
源
氏
物
語
の
人
物
呼

称
の
中
か
ら
―
」）
と
す
る
。

注
　 

園
明
美
『
源
氏
物
語
の
理
路
―
呼
称
と
史
的
背
景
を
糸
口
と
し
て
―
』
風
間
書
房
、
二
〇

一
二
年
。

8
　 

拙
稿
「『
児
』
と
呼
ば
れ
た
紫
の
上
」（『
日
本
文
学
』
一
〇
四
、
二
〇
〇
八
年
三
月
）・「
若

紫
巻
に
お
け
る
紫
の
上
の
呼
称
―
十
種
類
の
呼
称
が
描
く
も
の
―
」（『
東
京
女
子
大
学
紀

要
論
集
』
五
九
―
二
、
二
〇
〇
九
年
三
月
）。

9
　
前
掲
注
注
、
注
注
。

10
　 

前
掲
注
注
田
中
論
文
「『
女
君
』
に
つ
い
て
―
源
氏
物
語
の
人
物
呼
称
の
中
か
ら
―
」
に
同
じ
。

11
　 

前
掲
注
注
田
中
論
文
「『
女
君
』
に
つ
い
て
―
源
氏
物
語
の
人
物
呼
称
の
中
か
ら
―
」
に
同
じ
。

1注
　 「
男
」「
女
」
と
敬
称
が
除
か
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、「
息
づ
ま
る
よ
う
に
緊
迫
し
た
恋
の

場
面
が
多
く
、
そ
の
場
合
に
は
身
分
や
地
位
を
か
な
ぐ
り
捨
て
た
ひ
と
り
の
男
、
女
で
あ

る
と
い
え
よ
う
」（
前
掲
注
注
佐
久
間
論
文
）
と
し
、「『
女
』
は
、
君
と
い
う
敬
称
も
つ
か

な
い
こ
と
で
わ
か
る
よ
う
に
、
全
く
の
下
衆
女
を
示
す
場
合
か
、
社
会
や
家
庭
と
い
う
属

性
を
抜
き
に
し
た
存
在
と
し
て
描
く
時
に
限
ら
れ
る
。
こ
れ
は
「
男
」
に
関
し
て
も
同
断

で
あ
る
」（
前
掲
注
注
田
中
論
文
「
源
氏
物
語
の
人
物
造
型
に
お
け
る
呼
称
の
意
義
」）
な

ど
の
指
摘
が
あ
る
。

1注
　 

森
一
郎
氏
は
、
こ
の
野
分
の
「
女
」
に
つ
い
て
、「
紫
上
の
女
と
し
て
の
限
り
な
い
魅
力
的

な
美
し
さ
に
『
目
移
る
べ
く
も
』
な
か
っ
た
夕
霧
の
眼
と
心
が
紫
上
を
『
女
』
と
見
た
心

情
に
即
し
て
『
女
』
と
呼
ん
だ
の
で
あ
る
と
解
し
た
い
」（「
源
氏
物
語
の
表
現
方
法
―
視

点
・
文
体
・
人
物
呼
称
・
敬
語
法
―
」『
学
大
国
文
』
三
五
、
一
九
九
二
年
二
月
）
と
言
う
。

源
氏
の
存
在
を
排
除
し
、
夕
霧
が
「
男
」
と
な
っ
て
「
女
」
紫
の
上
に
対
座
す
る
と
は
と

ら
な
い
が
、
紫
の
上
を
「
女
」
と
捉
え
る
眼
差
し
に
は
、
確
か
に
夕
霧
の
心
情
が
介
入
し

て
い
る
も
の
と
考
え
る
。

1注
　
玉
上
琢
弥
『
源
氏
物
語
評
釈
第
三
巻
』
角
川
書
店
、
一
九
六
五
年
。

1注
　
今
西
祐
一
郎
氏
は
、
当
該
箇
所
の
「
女
君
」
に
つ
い
て
、
大
人
び
た
姿
態
を
示
し
た
紫
の

上
に
用
い
ら
れ
た
「
例
外
」
と
す
る
（「
姫
君
・
女
君
・
上
」『
源
氏
物
語
の
鑑
賞
と
基
礎
知

識
注注
　
紅
葉
賀
・
花
宴
』
至
文
堂
、
二
〇
〇
二
年
）。

1注
　「
女
君
」
が
「
ひ
め
君
」
と
あ
る
本
も
あ
る
（
別
本
（
御
物
本
））。

1注
　 

拙
稿
「『
紫
の
上
』
と
い
う
呼
称
―
『
対
の
上
』
か
ら
『
紫
の
上
』
へ
」（『
東
京
女
子
大
学

紀
要
論
集
』
六
六
―
二
、
二
〇
一
六
年
三
月
）。

18
　
前
掲
注
注
森
論
文
「
源
氏
物
語
の
人
物
造
型
と
人
物
呼
称
の
連
関
」
に
同
じ
。

【
付
記
】
本
稿
は
、
日
本
文
学
協
会
第
三
五
回
研
究
発
表
大
会
（
二
〇
一
五
年
七
月
五
日
　
於
・

奈
良
女
子
大
学
）
に
お
け
る
口
頭
発
表
の
一
部
を
も
と
に
作
成
し
た
も
の
で
す
。
発
表
の
席

上
及
び
発
表
後
に
、
御
意
見
、
御
教
示
を
賜
り
ま
し
た
先
生
方
に
、
心
よ
り
御
礼
申
し
上
げ

ま
す
。

 

（
う
が
い
　
さ
ち
え
　
　
元
本
学
日
本
語
日
本
文
学
科
）


