
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

「
臥
す
」
の
文
学
史
ー
源
氏
物
語
以
前
ー 

    
 

 
 

 
 

 
 

一 

は
じ
め
に 

 
 

「
寝
」
「
臥
す
」
「
大
殿
籠
る
」
は
、
元
来
は
眠
り
に
関
わ
る
語
で
あ
る
が
、
平

安
文
学
で
は
男
女
の
関
わ
り
を
い
う
表
現
と
し
て
も
用
い
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
を

私
た
ち
は
拡
大
解
釈
し
類
推
し
て
、
一
様
に
男
女
が
契
り
を
結
ぶ
表
現
と
解
し
て
き

た
。
し
か
し
、
語
が
異
な
る
以
上
、
語
義
は
異
な
る
。
語
義
か
ら
す
れ
ば
「
寝
」
は

眠
る
と
い
う
行
為
を
、
「
臥
す
」
は
横
に
な
る
動
作
を
、
「
大
殿
籠
る
」
の
「
籠
る
」

は
動
作
を
表
す
が
、
「
大
殿
」
は
宮
殿
や
立
派
な
邸
宅
の
意
で
古
く
は
寝
殿
に
籠
り

休
息
す
る
意
の
尊
敬
表
現
だ
か
ら
、
む
し
ろ
状
態
を
表
し
て
い
よ
う
。
こ
れ
ら
三
語

は
平
安
貴
族
の
日
常
を
綴
る
と
同
時
に
、
恋
愛
や
夫
婦
生
活
に
お
け
る
男
女
の
関
わ

り
を
描
い
て
い
く
。
で
は
、
こ
の
三
語
は
ど
の
よ
う
に
使
い
分
け
ら
れ
て
い
る
の
か
、

そ
れ
を
、
ま
ず
、
「
臥
す
」
か
ら
考
え
て
い
き
た
い
。 

 

と
い
う
の
は
、
男
女
の
情
交
の
意
と
し
て
は
、
「
寝
」
は
和
歌
に
は
比
較
的
認
め

ら
れ
る
が
、
地
の
文
に
は
ほ
と
ん
ど
認
め
ら
れ
な
い
。
逆
に
、
「
臥
す
」
は
和
歌
で

は
散
見
す
る
程
度
で
、
地
の
文
に
は
比
較
的
よ
く
認
め
ら
れ
る
。「
大
殿
籠
る
」(
「
殿

籠
る
」
を
含
め
る)

は
散
文
に
し
か
用
い
ら
れ
な
い
が
、
散
文
の
「
寝
」
と
は
ち
が
っ

て
情
交
を
表
す
表
現
と
し
て
も
用
い
ら
れ
て
い
る
。
〈
注
１
〉
こ
う
し
た
、
語
に
よ

っ
て
相
反
し
た
現
象
が
浮
か
び
上
が
る
の
は
ま
こ
と
に
興
味
深
い
。
散
文
で
の
「
臥

す
」
表
現
が
、
作
品
の
特
性
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
て
く
る
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。 

  
 

 
 

 
 

 
 

二 

「
臥
す
」
と
「
伏
す
」 

 
 

「
臥
す
」
表
現
を
考
え
る
前
に
、
「
伏
す
」
と
の
相
違
を
見
て
お
こ
う
。
辞
書
や 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

中 

川 
 

正 

美 

 

索
引
で
は
「
伏
す
」
と
「
臥
す
」
が
一
括
し
て
説
明
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
万
葉
集

の
用
字
で
は
「
臥
」
「
伏
」
が
共
に
認
め
ら
れ
る
が
、
語
義
に
即
し
て
使
い
分
け
て

い
る
か
に
見
え
て
、
必
ず
し
も
そ
う
と
は
い
え
な
い
。
平
安
仮
名
文
の
注
釈
書
で
も
、

本
文
に
当
て
て
い
る
漢
字
と
、
注
や
現
代
語
で
の
訳
出
が
異
な
っ
て
い
る
場
合
も
よ

く
見
受
け
ら
れ
る
。
「
伏
す
」
と
「
臥
す
」
の
相
違
が
那
辺
に
あ
る
の
か
、
そ
れ
が

よ
く
わ
か
る
の
は
、
動
物
や
植
物
に
用
い
ら
れ
た
場
合
で
あ
る
。 

 

①
か
け
ま
く
も 

ゆ
ゆ
し
き
か
も 

…
あ
か
ね
さ
す 

 

日
の
こ
と
ご
と 

 

し
し
じ

も
の(

鹿
自
物)

 
 

い
這
ひ
ふ
し
つ
つ(

伊
浪
比
伏
管)

 

… 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
(

万
葉
集
・
一
・
一
九
九
・
人
麻
呂) 

 

②
秋
萩
を
し
が
ら
み
伏
せ
て
鳴
く
鹿
の
目
に
は
見
え
ず
て
音
の
さ
や
け
さ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
(

古
今
集
・
秋
・
二
七)

 

①
②
は
「
伏
す
」
で
、
①
の
高
市
皇
子
の
挽
歌
で
は
舎
人
が
喪
服
を
着
て
悲
嘆
す
る

さ
ま
を
「
し
し
じ
も
の(

鹿
自
物)

」
、
獣
で
も
な
い
の
に
「
い
這
ひ
伏
し
」
、
這
い

つ
く
ば
っ
て
と
詠
ん
で
、
鹿
や
猪
が
頭
を
下
げ
て
身
を
低
く
す
る
動
作
に
喩
え
て
い

る
。
仮
名
書
き
の
「
犬
じ
も
の 

道
に
伏
し
て
や(

伊
奴
時
母
能
道
尓
布
斯
弖
夜)

」(

八

八
六)

で
も
、
犬
が
足
を
踏
ん
張
っ
て
体
を
倒
し
、
頭
を
低
く
す
る
動
作
に
喩
え
、
枕

詞
の
「
天
雲
の
向
伏
す
」
も
雲
が
下
方
に
低
く
垂
れ
て
い
る
状
態
を
表
し
て
い
る
。

平
安
和
歌
で
も
②
の
よ
う
に
、
こ
れ
は
下
二
段
だ
が
、
鹿
が
萩
を
脚
に
か
ら
ま
せ
倒

す
動
作
で
萩
が
倒
さ
れ
て
低
く
な
る
さ
ま
を
い
っ
て
い
る
。 

 

そ
れ
に
対
し
て
、
「
臥
す
」
は
魚
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。 

 

③
沖
辺
行
き
辺
に
行
き
今
や
妹
が
た
め
我
が
漁
れ
る
藻
臥
束
鮒 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
(

万
葉
集
・
四
・
六
二
五
・
高
安
王) 

 

④
賀
茂
川
の
瀬
に
臥
す
鮎
の
い
を
と
り
て
寝
で
こ
そ
明
か
せ
夢
に
見
え
つ
や 
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(

大
和
物
語
・
七
〇
・
三
〇
〇) 

 
⑤
あ
り
と
て
も
幾
世
か
は
経
る
唐
国
の
虎
ふ
す
野
辺
に
身
を
も
投
げ
て
む 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
拾
遺
集
・
雑
恋
・
一
二
二
七
・
国
用)

 

 

⑥
大
き
な
る
木
の
風
に
吹
き
倒
さ
れ
て
、
根
を
さ
さ
げ
て
横
た
は
れ
臥
せ
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
(

枕
草
子
・
無
徳
な
る
も
の
・
二
三
一) 

③
は
高
安
王
が
女
性
に
鮒
を
贈
る
歌
で
、
岩
波
文
庫(

二
〇
一
三
年
一
月)

で
は
「
藻

に
隠
れ
て
い
る
一
束
の(
握
り
こ
ぶ
し)

ほ
ど
の
長
さ
の
鮒
」
と
注
し
、
新
編
日
本
古

典
文
学
全
集
で
は
「
苞
の
中
に
藻
と
と
も
に
詰
め
て
生
き
た
ま
ま
届
け
ら
れ
た
小
鮒

を
い
う
か
」
と
注
し
て
い
る
が
、
包
ま
れ
て
横
に
な
っ
て
い
る
姿
を
い
う
の
だ
ろ
う
。

④
も
賀
茂
川
堤
に
住
む
監
の
命
婦
が
忠
文
の
息
子
に
鮎
を
獲
っ
て
贈
り
、
浅
瀬
を
床

と
し
て
横
た
わ
る
鮎
の
漁
を
し
て
、
眠
ら
ず
に
夜
を
明
か
し
た
私
の
姿
が
夢
に
見
え

た
で
し
ょ
う
か
と
恋
情
を
訴
え
た
歌
で
、
鮎
は
横
た
わ
る
体
、
⑤
で
は
既
に
夫
が
い

る
女
に
本
気
で
懸
想
し
た
男
が
、
つ
ら
い
の
で
い
っ
そ
身
を
投
げ
た
い
と
訴
え
て
い

る
が
、
こ
の
「
ふ
す
」
は
釈
迦
の
前
世
の
故
事
、
捨
身
諮
虎
を
用
い
て
い
る
か
ら
、

犬
や
鹿
の
よ
う
に
頭
を
下
げ
て
姿
勢
を
低
く
す
る
の
で
は
な
く
、
飢
え
て
横
た
わ
る

さ
ま
を
い
う
の
だ
か
ら
、
「
臥
す
」
で
あ
ろ
う
。
⑥
で
は
大
木
が
風
に
吹
き
倒
さ
れ

「
横
た
は
れ
」
た
、
そ
の
横
倒
し
の
状
態
を
「
臥
す
」
と
い
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、

「
臥
す
」
は
横
長
の
状
態
で
倒
れ
て
い
る
さ
ま
や
そ
の
動
作
を
表
し
、
一
方
の
「
伏

す
」
は
頭
部
を
下
げ
姿
勢
を
低
く
す
る
さ
ま
や
動
作
を
表
す
語
な
の
で
あ
る
。 

 

人
間
で
も
そ
れ
は
同
じ
で
あ
る
。 

 

⑦
ひ
さ
か
た
の 

天
の
原
よ
り 

…
し
し
じ
も
の(

十
六
自
物)

 
 

膝
折
り
伏
し
て

(

膝
折
伏)

 
 

た
わ
や
女
の 

 

襲
取
り
懸
け
…(

万
葉
・
三
七
九
・
大
伴
坂
上
郎
女) 

 

⑧
挿
せ
ど
も
老
い
も
隠
れ
ぬ
こ
の
春
ぞ
花
の
面
は
伏
せ
つ
べ
ら
な
る 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
(

後
撰
集
・
春
下
九
六
・
躬
恒) 

⑦
は
天
平
五
年
一
一
月
に
大
伴
氏
の
氏
神
を
祀
る
時
に
と
り
あ
え
ず
作
っ
た
歌
で
、

恋
の
成
就
を
鹿
で
も
な
い
の
に
膝
を
「
折
伏
」
せ
て
祈
願
す
る
と
詠
ん
で
お
り
、
⑧ 

は
躬
恒
が
延
喜
の
御
代
に
召
し
上
げ
ら
れ
て
挿
し
を
賜
っ
た
と
き
の
歌
で
、
花
を
挿

し
て
も
老
醜
を
さ
ら
す
だ
け
な
の
で
す
か
ら
花
も
面
目
な
げ
に
顔
を
伏
せ
て
し
ま
う

し
だ
い
、
邪
気
を
払
う
ど
こ
ろ
か
老
い
も
隠
せ
ま
せ
ん
と
「
面
伏
せ
」
を
用
い
て
へ

り
く
だ
り
、
喜
び
を
奏
す
る
歌
で
あ
る
。 

 

⑨
む
し
衾
な
ご
や
が
下
に
臥
せ
れ
ど
も(

雖
臥)

妹
と
し
寝
ね
ば
肌
し
寒
し
も 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
(

万
葉
集
・
五
二
四
・
藤
原
麻
呂)

 

 

⑩
天
地
の 

初
め
の
時
ゆ
…
玉
藻
な
す(

玉
藻
成)

 
 

靡
き

こ

い

ふ

し

許
伊
臥(

靡
許
伊
臥)

 
 

行
く
水
の 

留
め
か
ね
つ
と
… 

 
 

 
 

 
 

(

万
葉
集
・
二
〇
・
四
二
一
四
・
家
持) 

 

⑪
…
蛾
羽
の 

 

衣
だ
に
着
ず
に 

 

鯨
魚
取
り 

 

海
の
浜
辺
に 

 

う
ら
も
な
く 

 

臥

し
た
る(

所
宿)

人
は 

 

母
父
に 

 

愛
子
に
か
あ
ら
む 

 

若
草
の 

 

妻
か
あ
り
け

む
… 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
(

万
葉
集
・
一
三
・
三
三
三
六)

 

⑨
は
藤
原
麻
呂
が
大
伴
坂
上
郎
女
に
、
カ
ラ
ム
シ
の
柔
ら
か
な
夜
具
の
下
で
臥
し
て

い
る
が
、
あ
な
た
と
共
寝
し
て
い
な
い
の
で
膚
寒
く
て
し
か
た
が
な
い
と
独
り
寝
の

寂
し
さ
を
触
感
で
訴
え
て
お
り
、
⑩
の
家
持
が
婿
の
母
の
死
を
弔
問
す
る
挽
歌
で
は
、

病
臥
の
さ
ま
を
「
玉
藻
な
す(

玉
藻
成)

 
 

靡
き

こ

い

ふ

し

許
伊
臥(

靡
許
伊
臥)

」
と
玉
藻
が
靡

く
さ
ま
に
喩
え
て
お
り
、
⑪
は
行
路
死
人
を
無
心
に
横
た
わ
っ
て
い
る
と
哀
悼
し
て

い
る
。
い
ず
れ
も
寝
に
就
い
た
り
、
病
臥
し
た
り
浜
辺
に
横
た
わ
っ
て
い
る
さ
ま
を

「
臥
す
」
と
い
っ
て
い
る
。
「
こ
ゆ
」
は
複
合
語
で
し
か
認
め
ら
れ
な
い
が
、
転
げ

回
っ
て
哀
し
み
を
表
す
「
こ
い
ま
ろ
ぶ
」
、
展
転
反
側
し
て
思
い
悩
む
「
こ
い
ふ
す
」

も
体
を
横
た
え
る
動
作
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
「
臥
す
」
は
動
物
に
し
ろ
大
木
に

し
ろ
人
間
に
し
ろ
、
「
伏
す
」
が
頭
を
低
く
す
る
姿
勢
、
い
わ
ば
下
方
へ
の
移
動
を

い
う
の
と
は
違
っ
て
、
大
地
に
立
つ
も
の
が
横
長
に
倒
れ
て
い
る
さ
ま
、
ま
た
そ
の

動
作
を
い
っ
て
い
る
。
「
う
つ
ぶ
し
臥
す
」
が
平
中
物
語
や
落
窪
物
語
源
氏
物
語
に

認
め
ら
れ
る
か
ら
、
「
臥
す
」
自
体
に
下
向
き
に
横
に
な
る
と
い
う
意
は
な
い
。
こ

こ
で
取
り
あ
げ
る
平
安
仮
名
文
の
「
臥
す
」
は
こ
の
基
準
に
従
っ
て
判
断
し
た
も
の

で
、
必
ず
し
も
、
底
本
そ
の
ま
ま
で
は
な
い
。 
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三 

平
安
仮
名
文
の
「
臥
す
」
概
観 

 
 

で
は
、
平
安
仮
名
文
の
「
臥
す
」
は
ど
の
よ
う
に
認
め
ら
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。 

 

①
現
に
は
臥
せ
ど
寝
ら
れ
ず
起
き
か
へ
り
昨
日
の
夢
を
い
つ
か
忘
れ
む 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
(

後
撰
集
・
恋
五
・
九
二
五) 

 

②
恋
し
き
を
慰
め
か
ね
て
菅
原
や
伏
見
に
来
て
も
寝
ら
れ
ざ
り
け
り 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
(

拾
遺
集
・
恋
五
・
九
三
八
・
重
之) 

 

③ 
 

埋
火
の
い
き
て
う
れ
し
と
思
ふ
に
は
我
が
ふ
と
こ
ろ
に
抱
き
て
ぞ
寝
る 

 
 

と
て
、
か
き
抱
き
て
臥
し
た
ま
ひ
ぬ
。 

 
 

 
 

 
 

 
 
(

落
窪
物
語
・
二
・
一
五
三) 

「
臥
す
」
は
、
①
で
「
臥
せ
ど
寝
ら
れ
ず
」
②
で
「
臥
し
…
寝
る
」
と
詠
ん
で
い
る

よ
う
に
、
「
寝
る
」
た
め
に
身
体
を
横
た
え
る
動
作
で
、
情
交
そ
の
も
の
を
い
う
の

で
は
な
い
。
い
ず
れ
も
「
臥
し
」
て
眠
り
に
就
く
体
勢
を
整
え
て
も
眠
れ
な
い
と
詠

ん
で
い
る
の
だ
が
、
①
は
昨
夜
の
夢
の
よ
う
な
密
会
を
忘
れ
る
な
ん
て
と
て
も
で
き

な
い
と
後
朝
の
興
奮
と
余
韻
を
謳
い
上
げ
る
喜
び
の
歌
、
逆
に
②
は
「
臥
し
」
を
連

想
さ
せ
る
伏
見
の
地
に
来
て
も
そ
の
名
に
反
し
て
何
の
か
い
も
な
い
と
恋
の
苦
悩
を

訴
え
る
歌
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
和
歌
の
「
臥
す
」
表
現
は
、
「
臥
す
」
動
作
を

し
て
も
眠
れ
な
い
こ
と
を
前
提
と
し
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
方
向
に
展
開
さ
せ
て
い
く
。 

 

ま
た
、
③
は
男
君
が
無
事
女
君
を
救
出
し
て
据
え
、
喜
び
と
満
足
の
う
ち
に
共
寝

す
る
場
面
だ
が
、
和
歌
で
は
「
抱
き
て
ぞ
寝
る
」
、
散
文
で
は
「
か
き
抱
き
て
臥
し

ぬ
」
と
、
同
じ
く
「
抱
く
」
に
続
け
な
が
ら
、
和
歌
に
は
「
寝
」
、
散
文
に
は
「
臥

す
」
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
「
寝
」
に
つ
い
て
は
別
稿
で
詳
述
す
る
が
、
一
で
、
仮

名
作
品
で
は
共
寝
の
「
寝
」
は
も
っ
ぱ
ら
和
歌
に
認
め
ら
れ
、
散
文
部
分
に
は
ほ
と

ん
ど
認
め
ら
れ
な
い
と
述
べ
た
が
、
こ
こ
に
も
そ
の
使
い
分
け
が
現
れ
て
い
よ
う
。 

 
 

さ
て
、
こ
う
し
た
「
臥
す
」
が
、
平
安
仮
名
文
で
ど
の
よ
う
に
認
め
ら
れ
る
の
か

概
観
し
よ
う
。
「
臥
す
」
に
は
四
段
活
用
と
、
「
宮
の
御
方
に
臥
せ
た
て
ま
つ
り
た

ま
ひ
つ
。
」(

う
つ
ほ
物
語
蔵
開
上
三
四
七)

の
よ
う
な
下
二
段
活
用
が
あ
る
が
、
こ
こ

で
は
、
四
段
活
用
の
「
臥
す
」
と
「
入
り
臥
す
」
「
臥
し
沈
む
」
な
ど
の
複
合
語
を

取
り
上
げ
、
そ
れ
ら
が
平
安
仮
名
作
品
に
ど
の
よ
う
に
認
め
ら
れ
る
か
調
査
し
、
そ

の
総
数
と
、
そ
の
う
ち
男
女
の
情
交
と
考
え
ら
れ
る
数
を
括
弧
の
内
に
示
し
た
。 

 
 
 

古
今
集
四(

〇)
 

後
撰
集
六(

〇)
 

拾
遺
集
八(

一)
 

 
 

竹
取
物
語
四(

〇)
 

伊
勢
物
語
四(

〇)
 

大
和
物
語
七(

三)
 

平
中
物
語
一

(

〇)
 

 

蜻
蛉
日
記
一
七(

一)
 

落
窪
物
語
九
三(

三
七)

 

う
つ
ほ
物
語
九
四

(

二
五)

 

枕
草
子
二
六(

五)
 

和
泉
式
部
日
記
一
〇(

二)
 

源
氏
物
語
二
一
三

(

〇)
 

紫
式
部
日
記
五(

〇)
 

 
 

こ
う
し
て
み
る
と
、
「
臥
す
」
語
彙
は
三
代
集
に
は
ほ
と
ん
ど
認
め
ら
れ
な
い
し
、

情
交
の
意
は
拾
遺
集
の
一
例
に
す
ぎ
な
い
。
そ
の
傾
向
は
作
中
和
歌
も
同
じ
で
、
八

〇
頁
の
表
で
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
「
臥
す
」
自
体
、
和
歌
に
は
さ
し
て
用
い
ら
れ
て

い
な
い
。
散
文
で
も
竹
取
物
語
や
歌
物
語
の
初
期
物
語
に
は
ほ
と
ん
ど
認
め
ら
れ
ず
、

蜻
蛉
日
記
で
一
七
例
認
め
ら
れ
る
の
だ
が
、
作
品
の
長
さ
を
鑑
み
て
比
較
す
る
と
、

短
す
ぎ
て
比
較
し
に
く
い
初
期
物
語
や
和
泉
式
部
日
記
・
紫
式
部
日
記
は
さ
て
お
き
、

落
窪
物
語
で
突
出
し
て
多
用
さ
れ
て
お
り
、
総
数
は
異
な
る
が
、
う
つ
ほ
物
語
と
源

氏
物
語
は
相
似
た
使
用
状
況
と
い
え
る
。
と
こ
ろ
が
、
男
女
の
情
交
と
考
え
ら
れ
る

「
臥
す
」
、
以
後
「
共
臥
し
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
が
、
「
共
臥
し
」
と
い
う
観
点

か
ら
見
れ
ば
、
中
期
物
語
の
落
窪
物
語
や
う
つ
ほ
物
語
で
は
ぐ
ん
と
多
用
さ
れ
る
よ

う
に
な
っ
て
い
る
の
に
、
源
氏
物
語
で
は
一
例
も
見
出
せ
な
い
。
情
交
は
若
干
だ
が
、

「
大
殿
籠
る
」
で
示
さ
れ
て
い
る
。
と
は
い
え
、
「
臥
す
」
で
男
女
の
関
わ
り
を
語

っ
て
い
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
作
品
の
長
さ
に
比
し
て
の
使
用
比
率
が
似
て
い
る
と

い
っ
て
も
、
作
品
個
々
の
表
現
の
あ
り
よ
う
は
異
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
よ
う
。 

  
 

 
 

 
 

 
 

四 

初
期
物
語 

 
 
 

竹
取
物
語
と
歌
物
語
の
初
期
物
語
で
は
、
「
臥
す
」
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
用
い
ら

れ
て
い
る
。 

 

①
大
納
言
、
南
海
の
浜
に
吹
き
寄
せ
ら
れ
た
る
に
や
あ
ら
む
と
思
ひ
て
、
息
づ
き
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臥
し
た
ま
へ
り
。
舟
に
あ
る
を
の
こ
ど
も
、
国
に
告
げ
た
れ
ど
も
、
国
の
司
ま

う
で
と
ぶ
ら
ふ
に
も
、
え
起
き
上
が
り
た
ま
は
で
、
船
底
に
臥
し
た
ま
へ
り
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

(

竹
取
物
語
・
四
七) 

 

②
立
ち
て
見
、
ゐ
て
見
、
見
れ
ど
、
去
年
に
似
る
べ
く
も
あ
ら
ず
。
う
ち
泣
き
て

あ
ば
ら
な
る
板
敷
に
、
月
の
か
た
ぶ
く
ま
で
臥
せ
り
て
、
去
年
を
思
ひ
出
で
て

よ
め
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

(

伊
勢
物
語
・
四
・
一
一
六)

 

 

③
昔
、
男
、
身
は
賤
し
く
て
、
い
と
二
な
き
人
を
思
ひ
か
け
た
り
け
り
。
す
こ
し

頼
み
ぬ
べ
き
さ
ま
に
や
あ
り
け
む
、
臥
し
て
思
ひ
、
起
き
て
思
ひ
、
思
ひ
わ
び

て
詠
め
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
(

伊
勢
物
語
・
九
三
・
一
九
五)

 

 

④
そ
れ
を
兵
衛
の
督
の
君
、
あ
や
君
と
聞
こ
え
け
る
時
、
曹
司
に
し
ば
し
ば
お
は

し
け
り
。
お
は
し
絶
え
に
け
れ
ば
、
常
夏
の
枯
れ
た
る
に
つ
け
て
、
か
く
な
む
、 

 
 

 
 

 
 

 

か
り
そ
め
に
君
が
ふ
し
見
し
常
夏
の
ね
も
か
れ
に
し
を
い
か
で
咲
き
け
む 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

(
大
和
物
語
・
一
〇
八
・
三
三
四) 

 

⑤
大
和
の
国
な
り
け
る
人
の
娘
、
い
と
清
ら
に
て
あ
り
け
る
を
、
京
よ
り
来
た
り

け
る
男
の
垣
間
見
て
見
け
る
に
、
い
と
を
か
し
げ
な
り
け
れ
ば
、
盗
み
て
か
き

抱
き
て
馬
に
う
ち
乗
せ
て
逃
げ
て
い
に
け
り
。
…
日
暮
れ
て
、
龍
田
山
に
宿
り

ぬ
。
草
の
中
に
あ
ふ
り
を
解
き
敷
き
て
、
女
を
抱
き
て
臥
せ
り
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
(

大
和
物
語
・
一
五
四
・
三
八
八) 

 

⑥
平
中
、
そ
の
あ
ひ
け
る
つ
と
め
て
、
人
お
こ
せ
む
と
思
ひ
け
る
に
、
司
の
か
み
、

に
は
か
に
も
の
へ
い
ま
す
と
て
寄
り
い
ま
し
て
、
寄
り
臥
し
た
り
け
る
を
、
追

ひ
起
こ
し
て
、
「
今
ま
で
寝
た
り
け
る
」
と
て
、
逍
遙
し
に
遠
き
所
へ
率
て
い

ま
し
て
、 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
(

大
和
物
語
・
一
〇
三
・
三
二
六)

 

 

①
の
竹
取
物
語
は
、
大
伴
御
行
大
納
言
が
、
龍
の
首
の
珠
を
取
ろ
う
と
築
紫
に
漕

ぎ
出
し
、
逆
に
龍
に
疾
風
を
吹
き
か
け
ら
れ
、
二
度
と
し
な
い
と
誓
言
し
て
、
明
石

の
浜
に
打
ち
上
げ
ら
れ
た
時
の
状
態
で
、
南
海
の
浜
と
思
っ
た
大
納
言
は
息
づ
か
い

も
荒
く
横
た
わ
り
、
起
き
上
が
れ
ず
に
船
底
に
横
た
わ
っ
た
ま
ま
だ
と
い
う
。
こ
の

二
例
の
「
臥
す
」
は
病
臥
を
表
し
、
燕
の
子
安
貝
を
捕
ろ
う
と
し
て
落
ち
た
石
上
中

納
言
も
白
目
を
む
い
て
「
臥
す
」
、
横
た
わ
っ
て
お
り
、
か
ぐ
や
姫
に
昇
天
さ
れ
て

し
ま
っ
た
翁
媼
も
不
死
の
薬
も
飲
ま
ず
「
病
み
臥
せ
り
」
と
、
四
例
す
べ
て
が
病
臥

の
意
で
用
い
ら
れ
て
い
る
。 

 
 

②
の
伊
勢
物
語
で
は
深
く
愛
し
て
い
た
女
を
失
っ
た
男
が
、
翌
年
の
正
月
、
女
と

共
に
過
ご
し
た
思
い
出
の
対
に
赴
き
、
あ
の
折
と
は
違
っ
て
几
帳
や
敷
物
な
ど
の
調

度
が
取
り
払
わ
れ
て
が
ら
ん
と
し
て
い
る
板
敷
き
に
横
に
な
っ
て
、
あ
の
日
、
あ
の

時
の
こ
と
を
思
い
出
し
な
が
ら
過
ご
し
た
と
い
う
。
こ
れ
は
横
た
わ
っ
た
ま
ま
、
も

の
思
い
に
ふ
け
る
「
臥
す
」
で
あ
る
。
平
中
物
語
三
段
の
長
歌
も
「
臥
す
床
の 

涙

の
川
と 

な
り
ぬ
れ
ば
」
と
、
床
に
横
た
わ
っ
て
恋
の
も
の
思
い
に
ふ
け
る
「
臥
す
」

が
認
め
ら
れ
る
。 

 
 

そ
し
て
、
③
で
は
「
臥
す
」
と
対
義
の
「
起
く
」
を
用
い
て
、
「
臥
し
て
思
ひ
」

「
起
き
て
思
ひ
」
と
四
六
時
中
、
い
つ
も
恋
い
慕
う
お
方
の
こ
と
を
思
い
続
け
る
と

い
う
。
こ
れ
は
「
起
き
臥
し
誰
を
恋
ひ
つ
ら
む
」(

大
和
物
語
四
六
段)

と
い
う
よ
う

に
、
常
時
の
意
で
用
い
る
「
臥
す
」
で
あ
る
。 

 
 

こ
の
大
和
物
語
に
な
っ
て
、
共
臥
し
が
和
歌
に
も
地
の
文
に
も
認
め
ら
れ
る
。
④

は
藤
原
師
尹
が
宗
于
の
娘
に
通
っ
て
い
た
が
、
途
絶
え
て
し
ま
っ
た
の
で
、
女
が
枯

れ
た
常
夏
に
付
け
て
、
「
か
り
そ
め
に
君
が
臥
し
見
し
床
」
と
詠
み
贈
っ
て
、
か
り

そ
め
の
共
臥
し
で
し
た
の
ね
と
訴
え
て
お
り
、
⑤
で
は
大
和
の
娘
を
都
か
ら
来
た
男

が
盗
み
出
し
て
、
龍
田
山
で
女
を
抱
い
て
共
臥
し
を
し
て
い
る
。
④
⑤
で
は
「
床
」

「
抱
き
て
」
を
用
い
る
こ
と
で
共
臥
し
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。 

 
⑥
は
平
中
が
武
蔵
守
の
娘
と
契
っ
た
翌
朝
、
も
の
に
寄
り
か
か
っ
て
眠
っ
て
い
た

と
こ
ろ
、
長
官
に
起
こ
さ
れ
て
逍
遙
に
伴
わ
れ
、
次
々
と
職
務
が
重
な
っ
て
女
の
許

に
行
け
な
く
な
り
、
帰
っ
た
時
に
は
女
は
出
家
し
て
し
ま
っ
て
い
た
と
い
う
の
だ
が
、

こ
の
「
寄
り
臥
す
」
は
就
寝
の
意
で
あ
る
。 

 

こ
の
よ
う
に
、
初
期
物
語
の
段
階
で
既
に
、
「
臥
す
」
の
用
法
、
ａ
病
臥
・
ｂ
就

「臥す」の文学史
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寝
・
ｃ
も
の
思
い
・
ｄ
常
時
の
す
べ
て
の
用
法
が
認
め
ら
れ
る
。
た
だ
、
こ
れ
ら
の

「
臥
す
」
が
初
期
作
品
を
性
格
づ
け
て
い
る
か
と
い
う
と
、
そ
こ
ま
で
は
い
え
な
い
。 

  
 

 
 

 
 

 
 

五 
蜻
蛉
日
記 

 
 

蜻
蛉
日
記
に
は
「
臥
し
な
が
ら
」
が
三
例
認
め
ら
れ
る
。 

①
前
栽
の
花
い
ろ
い
ろ
に
咲
き
乱
れ
た
る
を
見
や
り
て
、
臥
し
な
が
ら
か
く
ぞ
言
は

る
る
。
か
た
み
に
怨
む
る
さ
ま
の
こ
と
ど
も
あ
る
べ
し
。 

 
 

 
 

 
 

も
も
く
さ
に
乱
れ
て
見
ゆ
る
花
の
色
は
た
だ
白
露
の
お
く
に
や
あ
る
ら
む 

 

と
う
ち
言
ひ
た
れ
ば
、
か
く
言
ふ
。 

身
の
あ
き
を
思
ひ
乱
る
る
花
の
上
の
露
の
心
は
言
へ
ば
さ
ら
な
り 

 

な
ど
言
ひ
て
、
例
の
つ
れ
な
う
な
り
ぬ
。 

 
 

 
 
 

 
 
(

蜻
蛉
日
記
・
上
・
一
一
一)

 

こ
れ
は
天
徳
元
年
七
月
、
兼
家
と
共
臥
し
し
て
い
る
折
の
こ
と
で
、
互
い
に
不
満
が

あ
っ
た
の
か
、
兼
家
が
道
綱
母
を
花
に
喩
え
、
そ
の
色
が
乱
れ
て
い
る
の
は
白
露
が

置
い
た
せ
い
だ
ろ
う
か
と
い
い
か
け
て
い
る
。
筆
者
が
涙
を
た
め
て
い
た
の
だ
ろ
う

か
。
思
い
乱
れ
て
い
る
様
子
が
顔
に
出
て
い
る
が
、
そ
れ
は
私
に
心
を

お隔
い
て
い
る

か
ら
だ
ろ
う
か
、
打
ち
明
け
て
ほ
し
い
と
い
わ
れ
た
筆
者
は
、
あ
な
た
に
飽
き
ら
れ

た
身
の
つ
ら
さ
で
思
い
乱
れ
て
い
る
の
が
見
て
と
れ
た
の
な
ら
、
ま
し
て
心
の
中
は

い
わ
ず
と
も
明
ら
か
で
し
ょ
う
に
と
返
し
て
、
「
例
の
」
よ
そ
よ
そ
し
く
な
っ
て
し

ま
っ
た
。
そ
の
た
め
か
、
早
く
に
出
て
行
こ
う
と
す
る
兼
家
と
綱
の
引
き
合
い
の
よ

う
な
贈
答
の
後
、
結
局
兼
家
は
留
ま
る
。
こ
の
場
面
を
特
徴
づ
け
る
の
は
、
ま
ず
、

「
臥
し
な
が
ら
」
と
共
臥
し
の
状
態
で
と
断
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
そ
こ
か
ら
具
体
的

な
語
ら
い
の
経
緯
が
描
出
さ
れ
、
二
人
の
感
情
の
経
緯
が
和
歌
で
語
ら
れ
て
い
く
。

こ
こ
に
、
共
臥
し
す
る
か
否
か
と
い
う
初
期
物
語
の
外
面
か
ら
の
記
述
で
は
描
出
し

得
な
い
、
男
女
の
語
ら
い
が
臨
場
感
を
持
っ
て
細
や
か
に
示
さ
れ
て
い
く
。 

 
 

康
保
三
年
三
月
、
筆
者
宅
で
兼
家
が
急
に
苦
し
み
出
し
て
、
苦
痛
を
お
し
て
帰
ろ

う
す
る
際
、
こ
ん
な
状
態
で
辞
去
す
る
の
を
詫
び
、
泣
く
筆
者
を
慰
め
、
も
う
再
会

で
き
な
い
か
も
し
れ
な
い
、
「
『
か
く
て
死
な
ば
、
こ
れ
こ
そ
は
見
た
て
ま
つ
る
べ

き
限
り
な
め
れ
』
な
ど
臥
し
な
が
ら
い
み
じ
う
語
ら
ひ
て
泣
く
」 

(

上
一
四
〇)

 

姿
、

女
房
た
ち
に
ま
で
「
こ
こ
に
は
い
か
で
思
ひ
き
こ
え
た
る
と
か
見
る
」
と
筆
者
へ
の

愛
を
ひ
た
す
ら
語
る
姿
が
、
事
細
か
に
紙
幅
を
費
や
し
て
綴
ら
れ
て
い
く
場
面
も
、

筆
者
と
し
て
は
ぜ
ひ
と
も
書
き
と
ど
め
て
お
き
た
い
、
兼
家
の
愛
情
だ
っ
た
ろ
う
。

そ
れ
を
可
能
と
し
て
い
る
の
が
「
臥
し
な
が
ら
」
と
い
う
、
新
た
な
表
現
で
あ
る
。 

 

②
心
地
も
苦
し
け
れ
ば
、
几
帳
さ
し
隔
て
て
う
ち
臥
す
と
こ
ろ
に
、
こ
こ
に
あ
る

人
ひ
や
う
と
寄
り
来
て
言
ふ
、
「
撫
子
の
種
取
ら
む
と
し
は
べ
り
し
か
ど
、
根

も
な
く
な
り
に
け
り
。
呉
竹
も
一
筋
倒
れ
て
は
べ
り
し
。
つ
く
ろ
は
せ
し
か
ど
」

な
ど
言
ふ
。
…
い
ら
へ
も
せ
で
、
あ
な
も
の
苦
ほ
し
、
い
と
た
と
し
へ
な
き
さ

ま
に
も
あ
べ
か
な
る
か
な
と
思
ひ
臥
し
て
、
さ
ら
に
動
く
ま
じ
け
れ
ば
、 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
(

蜻
蛉
日
記
・
中
・
二
五
二) 

②
は
一
ヶ
月
に
及
ぶ
鳴
滝
参
籠
か
ら
兼
家
に
強
引
に
京
に
連
れ
戻
さ
れ
た
夜
の
こ
と

で
、
筆
者
は
「
几
帳
さ
し
隔
て
て
う
ち
臥
」
し
て
い
る
。
そ
れ
は
疲
れ
が
出
た
の
で

兼
家
に
失
礼
に
な
ら
ぬ
よ
う
几
帳
を
立
て
て
病
臥
し
た
体
だ
が
、
そ
の
実
、
決
ま
り

悪
く
て
兼
家
と
の
間
に
几
帳
を
立
て
、
応
対
な
ど
し
な
い
と
拗
ね
て
い
る
に
ほ
か
な

ら
な
い
。
そ
こ
へ
留
守
居
の
者
が
撫
子
の
種
や
呉
竹
の
報
告
を
始
め
た
の
で
、
兼
家

に
茶
化
さ
れ
る
事
態
と
な
り
、
筆
者
も
お
か
し
か
っ
た
が
「
つ
ゆ
ば
か
り
笑
ふ
気
色

も
見
せ
ず
」
、
方
塞
が
り
と
な
っ
た
兼
家
に
一
緒
に
方
違
え
し
な
い
か
と
誘
わ
れ
て

も
返
事
も
し
な
い
で
、
「
思
ひ
臥
し
て
」
横
に
な
っ
た
ま
ま
で
動
こ
う
と
し
な
い
で

い
た
と
記
す
。
蜻
蛉
日
記
に
は
「
思
ひ
臥
す
」
が
三
例
、
「
臥
し
て
思
ふ
」
一
例
が

見
え
、
兼
家
と
の
仲
を
あ
れ
こ
れ
と
思
う
、
も
の
思
い
の
「
臥
す
」
が
目
に
付
く
が
、

そ
れ
ら
と
は
別
に
、
こ
う
し
た 

活
き
活
き
と
し
た
明
る
く
も
あ
る
夫
婦
生
活
も
綴
ら

れ
て
い
て
、
ま
こ
と
に
印
象
深
い
。 

  
 

 
 

 
 

 
 

六 

落
窪
物
語
１ 
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落
窪
物
語
で
は
他
の
物
語
に
比
し
て
「
臥
す
」
が
多
用
さ
れ
て
い
る
と
述
べ
た
が
、

巻
一
に
五
二
例
、
巻
二
に
三
四
例
、
巻
三
に
四
例
、
巻
四
に
三
例
と
、
巻
に
よ
っ
て

偏
り
が
あ
り
、
巻
一
と
巻
二
に
多
用
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
物
語
に
は
蔵
人
少
将
道
頼

(

以
後
、
「
男
君
」
と
記
す)

と
落
窪
の
女
君
、
そ
れ
ぞ
れ
に
仕
え
る
帯
刀
と
あ
こ
ぎ
、

継
母
が
女
君
を
与
え
よ
う
と
し
た
典
薬
助
、
男
君
の
復
讐
で
入
れ
替
わ
っ
た
面
白
駒

と
四
君
の
四
組
の
男
女
の
関
わ
り
が
語
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
四
組
の
男
女
の
情
交
が
巻

一
と
巻
二
で
語
ら
れ
て
お
り
、
そ
こ
に
「
臥
す
」
が
多
用
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。 

 

男
君
と
女
君
の
交
情
と
幸
い
は
帯
刀
と
あ
こ
ぎ
の
そ
れ
と
連
動
し
て
語
ら
れ
る
。 

 

①
二
人
臥
し
て
、
か
た
み
に
君
の
御
心
ば
へ
な
ど
を
語
る
。
今
宵
雨
降
れ
ば
、
よ

も
お
は
せ
じ
と
て
、
う
ち
た
ゆ
み
て
臥
し
た
り
。 

 
(

落
窪
物
語
・
一
・
三
四) 

ま
ず
、
帯
刀
が
あ
こ
ぎ
に
文
を
贈
っ
て
結
ば
れ
、
そ
の
寝
物
語
の
中
で
互
い
の
主
人

に
つ
い
て
語
り
あ
う
と
い
う
、
仕
え
る
者
た
ち
の
世
界
が
描
出
さ
れ
、
続
い
て
、
男

君
が
女
君
に
興
味
を
持
っ
て
文
を
贈
る
経
緯
が
綴
ら
れ
て
い
く
。
①
は
男
君
を
手
引

き
す
る
こ
と
に
な
っ
た
帯
刀
が
、
雨
降
り
な
の
で
い
ら
っ
し
ゃ
る
ま
い
と
油
断
し
て
、

あ
こ
ぎ
を
呼
び
出
し
、
仲
良
く
共
臥
し
を
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
と
、
そ
こ
へ

予
期
に
反
し
て
男
君
が
現
れ
た
の
で
、
帯
刀
は
、
再
び
女
君
の
御
前
に
戻
っ
た
あ
こ

ぎ
と
女
君
を
格
子
の
は
さ
ま
か
ら
垣
間
見
さ
せ
、
男
君
の
命
で
あ
こ
ぎ
を
女
君
か
ら

遠
ざ
け
「
率
て
行
き
て
臥
し
ぬ
。
物
も
言
は
で
、
寝
入
り
た
る
さ
ま
を
つ
く
り
て
臥
」

（
三
八
）
し
て
、
あ
こ
ぎ
が
侵
入
に
気
づ
い
て
も
「
『
何
わ
ざ
か
せ
む
。
寝
な
む
』

と
抱
き
て
臥
し
た
れ
ば
」(

三
九)

と
、
抱
き
込
め
て
行
か
せ
な
い
。 

 

②
少
将
捕
ら
へ
な
が
ら
、
装
束
解
き
て
臥
し
た
ま
ひ
ぬ
。
…
衣
ど
も
の
い
と
あ
や

し
う
袴
の
い
と
わ
ろ
び
す
ぎ
た
る
も
思
ふ
に
、
た
だ
今
死
ぬ
る
も
の
に
も
が
な

と
泣
く
さ
ま
、
い
と
い
み
じ
げ
な
る
気
色
な
れ
ば
、
わ
づ
ら
は
し
く
お
ぼ
え
て
、

も
の
も
言
は
で
臥
い
た
り
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

(

一
・
三
九) 

一
方
、
男
君
は
女
君
を
捕
ら
え
て
装
束
を
脱
い
で
臥
し
、
満
足
な
衣
装
も
つ
け
て

い
な
い
女
君
が
恥
ず
か
し
さ
に
動
転
し
て
泣
く
な
か
、
何
も
い
わ
な
い
で
行
為
に
及

ぶ
。
「
も
の
も
言
は
で
」
と
語
る
の
は
「
言
ふ
」
の
が
常
の
よ
う
で
、
こ
の
後
男
君

も
、
侵
入
と
い
う
無
体
な
行
為
に
及
ん
だ
の
は
一
度
も
返
事
を
く
だ
さ
ら
な
い
か
ら

だ
、
こ
う
な
る
の
も
宿
世
だ
っ
た
と
思
っ
て
い
ま
す
と
「
語
ら
せ
た
て
ま
つ
り
て
、

臥
し
た
ま
へ
れ
ば
、
女
、
死
ぬ
べ
き
心
地
し
た
ま
ふ
」
と
、
い
い
わ
け
し
、
な
だ
め
、

想
い
を
語
っ
て
共
臥
し
す
る
の
だ
が
、
ひ
た
す
ら
恥
を
思
う
女
君
に
は
届
か
な
い
。 

 

こ
の
よ
う
に
、
こ
の
物
語
で
は
男
君
と
女
君
の
情
交
を
「
臥
す
」
で
表
現
し
て
い

る
の
だ
が
、
述
べ
た
よ
う
に
「
臥
す
」
自
体
は
横
た
わ
る
動
作
を
表
す
だ
け
で
し
か

な
い
。
そ
れ
は
「
寝
」
で
あ
っ
て
も
同
じ
だ
が
、
そ
の
「
寝
」
も
古
事
記
で
は
「
二

人
」
「
率
寝
」
「
さ
寝
」
「
争
は
ず
寝
」
「
御
宿
」
「
一
夜
御
寝
」
と
い
う
表
現
が

あ
っ
て
情
交
と
知
ら
れ
る
。
〈
注
２
〉
平
安
和
歌
や
仮
名
文
で
も
こ
う
し
た
語
が
加

え
ら
れ
た
り
、
男
が
「
行
く
」
な
ど
と
述
べ
て
情
交
を
表
現
し
て
い
る
。
「
臥
す
」

も
同
様
で
、
①
②
か
ら
は
そ
う
し
た
情
交
を
表
す
「
臥
す
」
表
現
が
明
ら
か
で
あ
る
。

そ
れ
は
大
別
し
て
次
の
三
種
の
表
現
を
と
る
。 

 
 

 

イ 

「
二
人
」
「
二
所
」
「
君
と
」
な
ど
、
「
臥
す
」
当
人
や
相
手
を
明
示
す

る 

 
 

ロ
「
装
束
解
き
て
」
「
抱
き
て
」
「
率
て
行
き
て
」
な
ど
、
動
作
を
明
示
す
る 

ハ
「
語
ら
せ
た
て
ま
つ
り
て
」
「
も
の
も
言
は
で
」
な
ど
、
話
し
か
け
を
明
示

す
る 

で
、
こ
れ
ら
は
和
歌
に
も
物
語
に
も
認
め
ら
れ
る
、
情
交
の
「
臥
す
」
表
現
で
あ
る
。 

 

一
方
、
女
君
の
衝
撃
も
ま
た
、
「
臥
す
」
で
語
ら
れ
て
い
る
。 

 
③
返
り
事
書
く
べ
く
も
お
ぼ
え
ね
ば
、
た
だ
衣
を
ひ
き
被
き
て
臥
し
た
り
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

(

一
・
四
八)

 

後
朝
の
文
が
届
い
て
も
女
君
は
「
心
地
悪
し
」
と
返
事
も
し
な
い
。
さ
ら
に
昼
間
に

男
君
の
文
が
届
い
て
も
返
事
を
書
く
気
に
な
れ
ず
「
衣
を
ひ
き
被
き
て
臥
し
」
て
い

る
。
女
君
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
拒
否
で
あ
る
。
そ
れ
は
ず
っ
と
続
い
て
い
て
、

男
君
を
迎
え
る
た
め
に
あ
こ
ぎ
が
調
度
や
衣
装
を
手
配
し
、
女
君
の
髪
を
繕
お
う
と
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し
て
も
「
『
心
地
悪
し
』
と
て
、
た
だ
臥
し
に
臥
し
」(

四
九)

て
い
た
。
け
れ
ど
も
、

男
君
が
訪
れ
る
と
「
臥
し
」
て
い
る
の
は
失
礼
だ
と
起
き
よ
う
と
す
る
。
そ
れ
を
男

君
は
具
合
が
悪
い
の
な
ら
そ
の
ま
ま
で
と
語
り
か
け
て
「
臥
し
た
ま
ひ
ぬ
」
。 

 

④
今
宵
は
、
袴
も
い
と
香
ば
し
、
袴
も
衣
も
単
も
あ
れ
ば
、
例
の
人
心
地
し
た
ま

ひ
て
、
男
も
つ
つ
ま
し
か
ら
ず
臥
し
た
ま
ひ
ぬ
。
今
宵
は
時
々
御
い
ら
へ
し
た

ま
ふ
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
(

一
・
五
二)

 

こ
の
日
は
、
女
君
は
装
束
も
整
い
、
人
心
地
が
着
い
て
、
そ
れ
を
敏
感
に
察
し
た
男 

君
も
「
つ
つ
ま
し
か
ら
ず
臥
」
す
。
女
君
は
食
事
も
出
せ
な
い
恥
に
「
わ
り
な
う
苦 

し
」
と
「
臥
し
」
も
す
る
が
あ
こ
ぎ
に
助
け
ら
れ
、
三
日
の
夜
、
大
雨
に
も
か
か
わ 

ら
ず
訪
れ
た
男
君
の
愛
を
信
じ
る
よ
う
に
な
る
。
夜
が
明
け
て
も
男
君
は
帰
り
憂
く 

て
「
臥
し
」
続
け
、
「
昼
ま
で
二
所
臥
い
た
ま
へ
る
」
と
互
い
に
心
を
許
し
て
愛
し 

合
う
さ
ま
が
呈
示
さ
れ
る
。
以
後
、
二
人
の
愛
は
、
男
君
の
訪
れ
る
さ
ま
、
女
君
が 

継
母
の
讒
言
に
よ
っ
て
折
檻
で
物
置
に
閉
じ
籠
め
ら
れ
、
典
薬
助
に
与
え
ら
れ
る
危 

機
を
ど
う
に
か
乗
り
越
え
、
助
け
出
さ
れ
て
二
条
の
邸
に
据
え
ら
れ
た
時
、
面
白
駒 

を
使
っ
て
継
母
に
仕
返
し
を
し
た
時
、
と
い
っ
た
ふ
う
に
、
二
人
の
仲
が
、
要
所
々 

々
で
の
女
君
と
の
共
臥
し
で
語
ら
れ
て
い
く
。
二
人
の
愛
の
経
緯
と
幸
福
が
情
交
を 

表
す
「
臥
す
」
表
現
で
語
ら
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。 

 

⑤
翁
、
装
束
解
き
て
臥
し
て
、
か
き
寄
す
れ
ば
、
女
、
「
あ
が
君
、
か
く
な
し
た

ま
ひ
そ
。
い
み
じ
き
痛
き
ほ
ど
は
起
き
て
押
さ
へ
た
る
な
む
少
し
休
ま
る
心
地

す
る
。
後
を
思
さ
ば
今
宵
は
た
だ
臥
し
た
ま
へ
れ
」
と
言
ふ
。
い
と
わ
び
し
く

て
い
た
う
病
む
。
あ
こ
ぎ
「
今
宵
ば
か
り
に
て
こ
そ
あ
れ
。
御
忌
日
な
れ
ば
、

な
ほ
た
だ
臥
し
た
ま
へ
れ
」
と
言
へ
ば
さ
も
あ
る
こ
と
と
や
思
ひ
け
む
、
「
さ

ら
ば
こ
れ
に
寄
り
か
か
り
た
ま
へ
」
と
て
、
前
に
寄
り
臥
せ
ば
、
詫
び
詫
び
お

し
か
か
り
て
泣
き
ゐ
た
り
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
(

二
・
一
二
六)

 

そ
の
典
薬
助
が
女
君
に
迫
る
場
面
は
ど
う
か
。
典
薬
助
は
「
装
束
解
き
て
臥
し
て
、

か
き
寄
す
」
。
こ
れ
は
情
交
を
表
す
「
臥
す
」
表
現
の
ロ
で
、
②
で
男
君
が
押
し
入

っ
た
と
き
も
「
装
束
解
き
て
臥
し
た
ま
ひ
ぬ
」
で
あ
っ
た
。
ま
さ
に
女
君
の
危
機
で

あ
る
。
女
君
は
こ
れ
よ
り
前
、
継
母
が
典
薬
助
を
引
き
入
れ
た
時
に
胸
が
痛
い
と
温

石
を
頼
ん
だ
の
だ
が
、
温
石
を
渡
さ
れ
て
も
ま
だ
胸
が
痛
む
か
ら
「
今
宵
は
た
だ
臥

し
た
ま
へ
れ
」
と
哀
訴
し
、
あ
こ
ぎ
も
忌
日
だ
か
ら
「
た
だ
臥
し
た
ま
へ
れ
」
と
い

い
添
え
た
の
で
、
典
薬
助
は
女
君
の
「
前
に
寄
り
臥
」
す
に
と
ど
め
、
危
機
を
逃
れ

た
と
い
う
。
し
か
し
、
「
装
束
解
き
」
「
か
き
寄
す
」
行
為
は
い
う
ま
で
も
な
く
、

老
齢
の
好
色
な
典
薬
助
に
「
寄
り
臥
」
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
な
ど
、
気
味
悪
い
ば
か
り

で
あ
っ
た
ろ
う
。
女
君
は
い
や
い
や
寄
り
か
か
っ
て
泣
く
ほ
か
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

典
薬
助
と
の
一
夜
目
は
、
情
交
表
現
の
「
臥
す
」
ロ
を
巧
み
に
用
い
る
こ
と
で
、
危

機
感
を
煽
っ
て
い
る
。
こ
の
窮
地
を
危
機
一
髪
で
逃
れ
た
女
君
は
、
翌
晩
は
あ
こ
ぎ

の
機
転
で
典
薬
助
を
閉
め
出
し
、
お
腹
を
下
さ
せ
て
撃
退
す
る
と
い
う
滑
稽
な
一
幕

と
し
て
終
わ
り
、
女
君
は
男
君
に
助
け
出
さ
れ
る
。 

 
 

で
は
、
面
白
駒
と
四
君
は
ど
う
か
。 

 
 

⑥
北
の
方
聞
き
て
、
さ
ら
に
も
の
も
お
ぼ
え
ず
、
あ
き
れ
惑
ふ
。
お
と
ど
は
、
「
老

い
の
上
に
、
い
み
じ
き
恥
見
つ
る
世
か
な
」
と
爪
弾
き
を
し
、
入
り
て
居
た
ま

へ
り
。
四
君
は
帳
の
内
に
据
ゑ
た
り
け
る
に
、
ふ
と
入
り
来
て
臥
し
に
け
れ
ば
、

え
逃
げ
ず
。
…
誰
も
誰
も
嘆
き
明
か
す
に
、
四
日
よ
り
は
泊
ま
る
と
言
ひ
し
と

思
ひ
て
、
無
期
に
臥
せ
り
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
(

二
・
一
六
一)

 

男
君
が
許
し
難
く
思
っ
た
継
母
の
虐
待
、
そ
の
一
つ
が
女
君
を
典
薬
助
に
与
え
よ
う

と
し
た
こ
と
で
、
男
君
は
そ
の
仕
返
し
に
、
四
君
に
婿
取
ら
れ
る
と
見
せ
か
け
て
、

面
白
駒
と
あ
だ
名
さ
れ
嘲
笑
さ
れ
て
い
る
従
兄
弟
を
身
代
わ
り
に
す
る
。
そ
ん
な
こ

と
と
は
つ
ゆ
知
ら
ぬ
中
納
言
家
の
人
々
は
、
継
母
も
女
房
た
ち
も
よ
い
婿
を
取
っ
た

と
喜
び
、
四
君
も
「
か
か
る
痴
れ
者
と
も
知
ら
で
臥
し
」(

二
・
一
五
五)

て
結
ば
れ
、

後
朝
の
歌
に
不
審
を
抱
き
つ
つ
も
露
顕
の
日
を
迎
え
た
。
そ
こ
に
現
れ
た
の
が
面
白

駒
で
あ
っ
た
。
し
か
も
、
四
君
に
は
男
君
よ
り
前
か
ら
通
っ
て
い
る
と
主
張
す
る
。

継
母
も
父
中
納
言
も
呆
れ
て
そ
の
場
か
ら
去
る
な
か
、
面
白
駒
は
四
君
の
御
帳
台
に
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「
ふ
と
入
り
来
て
臥
し
」
、
あ
ま
つ
さ
え
、
婚
姻
が
成
っ
た
翌
朝
か
ら
は
際
限
な
く

共
臥
し
し
て
起
き
て
こ
な
い
。
以
後
も
「
い
つ
と
な
く
臥
し
」(

一
六
三)

「
も
の
も

言
は
で
臥
し
ぬ
」(

一
六
四)

と
面
白
駒
の
野
放
図
な
好
色
さ
が
迷
惑
な
も
の
と
し
て

描
か
れ
て
い
く
。 

 
 

こ
の
よ
う
に
、
落
窪
物
語
で
情
交
の
「
臥
す
」
表
現
は
、
男
君
と
女
君
に
二
三
例
、

帯
刀
と
あ
こ
ぎ
に
六
例
、
面
白
駒
と
四
君
に
五
例
認
め
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
情
交
の

「
臥
す
」
表
現
は
、
男
君
と
女
君
の
愛
の
始
発
と
そ
の
経
緯
、
主
人
た
ち
の
幸
福
に

関
わ
る
、
仕
え
る
者
た
ち
の
活
躍
と
成
果
、
女
君
の
危
機
の
描
出
、
男
君
の
仕
返
し

を
効
果
的
に
語
る
面
白
駒
の
飽
く
な
き
好
色
を
描
出
す
る
が
た
め
に
、
初
期
物
語
と

は
一
転
し
て
、
散
文
に
多
く
用
い
ら
れ
た
と
お
ぼ
し
い
。 

  
 

 
 

 
 

 
 

七 

落
窪
物
語
２ 

 
 

落
窪
物
語
で
顕
著
な
の
は
共
臥
し
だ
け
で
は
な
い
。
「
臥
し
」
た
状
態
で
物
事
を

見
聞
き
し
、
思
案
し
、
も
の
思
い
を
す
る
状
況
が
語
ら
れ
て
い
る
。
男
君
は
几
帳
の

内
に
「
臥
し
て
」
継
母
の
姿
を
垣
間
見
、
鏡
筥
の
詐
取
、
憎
ま
れ
口
や
差
別
的
な
い

い
よ
う
を
つ
ぶ
さ
に
見
聞
き
し
て
怒
り
、
女
君
を
い
た
わ
し
く
思
い
、
少
納
言
の
君

が
語
る
交
野
の
少
将
に
は
対
抗
心
を
燃
や
し
て
い
る
。 

 

そ
の
継
母
も
ま
た
、
「
臥
し
」
て
思
案
し
て
い
る
。 

 

①
北
の
方
聞
き
は
て
て
、
い
と
ね
た
し
と
思
ふ
。
「
例
の
腹
立
て
よ
」
と
言
ひ
つ

る
は
、
さ
き
ざ
き
我
が
腹
立
つ
を
聞
き
た
る
に
や
あ
ら
む
、
語
り
に
け
る
に
や

あ
ら
む
と
、
い
と
ね
た
し
。
つ
く
づ
く
臥
し
て
思
ふ
に
、
ゆ
き
方
な
け
れ
ば
、

な
ほ
お
と
ど
に
申
し
て
ま
し
と
思
へ
ど
、
容
貌
は
よ
し
、
さ
き
ざ
き
直
衣
な
ど

見
る
に
、
よ
き
人
な
ら
ば
も
て
出
で
や
し
た
ま
は
む
と
危
く
て
、
な
ほ
「
帯
刀

に
あ
ひ
た
る
」
と
言
ひ
な
し
て
、
…
」 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
(

一
・
九
七) 

女
君
に
通
う
男
君
を
垣
間
見
し
た
継
母
は
「
つ
く
づ
く
臥
し
て
」
、
自
慢
の
婿
の
蔵

人
少
将
に
優
る
男
君
に
衝
撃
を
受
け
、
立
腹
し
が
ち
だ
と
か
ら
か
わ
れ
た
の
も
し
ゃ

く
に
さ
わ
り
、
ど
う
し
て
や
ろ
う
か
と
考
え
る
が
、
良
い
方
法
を
思
い
つ
か
な
い
。

夫
に
告
げ
よ
う
か
と
思
う
け
れ
ど
、
容
貌
や
直
衣
か
ら
は
身
分
が
高
い
人
の
よ
う
だ

か
ら
、
夫
が
結
婚
を
認
め
る
か
も
し
れ
な
い
、
と
葛
藤
し
、
や
は
り
従
者
の
帯
刀
と

契
っ
て
い
る
と
い
い
つ
け
よ
う
と
結
論
す
る
。
こ
こ
か
ら
、
女
君
の
閉
じ
籠
め
、
男

君
の
救
出
と
仕
返
し
、
女
君
の
据
え
婚
か
ら
正
妻
へ
と
、
物
語
が
大
き
く
動
い
て
い

く
の
だ
が
、
こ
こ
で
注
意
し
た
い
の
は
、
継
母
で
も
「
臥
し
て
思
ふ
」
こ
と
で
あ
る
。

四
で
述
べ
た
よ
う
に
、
「
臥
す
」
に
は
横
た
わ
っ
て
も
の
思
い
を
す
る
と
い
う
用
法

が
あ
っ
て
主
人
公
た
る
男
女
の
姿
と
し
て
語
ら
れ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
い
わ
ば

敵
役
の
継
母
が
「
臥
し
て
」
事
態
に
葛
藤
し
、
あ
れ
こ
れ
と
思
案
す
る
の
は
、
単
な

る
継
子
い
じ
め
の
性
な
い
継
母
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、
当
時
の
日
常
で
も
あ
っ
た

ろ
う
が
、
人
間
的
な
造
型
が
な
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。 

 

②
二
条
に
は
大
殿
油
参
り
て
、
少
将
の
君
臥
し
た
ま
ひ
て
、
あ
こ
ぎ
に
、
「
日
ご

ろ
の
こ
と
よ
く
語
れ
。
こ
こ
に
は
、
さ
ら
に
の
た
ま
は
ず
」
と
の
た
ま
へ
ば
、

あ
こ
ぎ
、
北
の
方
の
心
を
あ
り
の
ま
ま
に
言
へ
ば
、
君
あ
さ
ま
し
か
り
け
る
こ

と
か
な
と
思
し
臥
し
た
ま
へ
り
。
「
人
少
な
に
て
、
い
と
悪
し
か
め
り
。
あ
こ

ぎ
、
人
求
め
よ
。
殿
な
る
人
々
に
も
聞
こ
え
む
と
思
へ
ど
も
、
ゆ
か
し
げ
な
き
。

あ
こ
ぎ
、
大
人
に
な
り
ね
。
い
と
心
お
よ
ず
け
た
め
り
」
と
言
ひ
臥
し
た
ま
へ

れ
ば
、 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
(

二
・
一
四
二) 

二
条
の
邸
に
女
君
と
落
ち
着
い
た
男
君
が
「
臥
し
」
た
ま
ま
で
あ
こ
ぎ
に
、
こ
こ
数

日
の
経
緯
を
語
れ
と
促
し
、
あ
こ
ぎ
が
継
母
の
意
図
を
あ
り
の
ま
ま
に
話
す
。
次
い

で
、
あ
こ
ぎ
に
女
房
を
集
め
て
、
お
ま
え
は
そ
の
中
で
大
人
と
な
っ
て
女
君
に
仕
え

よ
と
命
じ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
「
臥
し
た
ま
ひ
て
」
「
思
し
臥
し
た
ま
へ
り
」
「
言

ひ
臥
し
た
ま
へ
れ
ば
」
と
、
「
臥
す
」
が
三
度
使
わ
れ
て
、
男
君
が
横
に
な
っ
た
ま

ま
で
、
あ
こ
ぎ
に
報
告
さ
せ
、
命
じ
て
い
る
。
中
納
言
の
三
条
邸
完
成
の
折
も
「
男

君
の
臥
し
た
ま
へ
る
ほ
ど
に
」
御
帳
台
の
内
に
い
る
男
君
に
報
告
し
て
い
る
。
こ
う

し
た
主
従
の
描
出
も
、
臥
し
て
思
案
し
、
眺
め
、
決
定
す
る
の
が
日
常
で
あ
っ
た
と
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知
ら
れ
よ
う
。 

  
 

 
 

 
 

 
 

八 

う
つ
ほ
物
語 

 
 

紙
幅
の
ゆ
と
り
が
な
い
の
で
、
簡
略
に
述
べ
る
と
、
う
つ
ほ
物
語
の
「
臥
す
」
で

興
味
深
い
の
は
、
男
女
の
仲
の
描
出
で
あ
る
。 

 

①
居
暮
ら
し
て
、
夜
も
こ
な
た
に
寝
な
む
と
す
れ
ば
、
母
「
な
ど
か
あ
な
た
に
は

参
う
で
た
ま
は
ぬ
、
こ
こ
に
は
殿
籠
る
。
あ
な
さ
が
な
。
人
は
心
置
き
て
思
さ

ず
や
。
…
さ
れ
ど
夜
を
重
ね
日
を
積
み
て
、
こ
の
年
ご
ろ
こ
こ
に
通
ひ
た
ま
ふ

は
、
い
か
に
面
立
た
し
き
こ
と
な
り
。
…
あ
が
仏
、
お
ろ
か
に
、
こ
の
君
に
思

さ
れ
た
ま
ふ
な
」
と
泣
く
泣
く
の
た
ま
へ
ば
、
…
「
い
さ
や
、
何
ご
と
を
人
か

言
ひ
け
む
。
こ
の
賭
弓
の
饗
よ
り
帰
り
来
に
し
ま
ま
に
、
起
き
臥
し
静
心
な
く

思
ひ
焦
ら
る
る
こ
と
の
あ
め
れ
ば
、
お
の
れ
が
見
ま
う
く
見
苦
し
き
を
思
ふ
に

や
あ
ら
む
と
思
へ
ば
、
見
え
じ
と
て
な
む
」
。
…
少
将
臥
い
た
り
。
女
来
た
れ

ば
、
「
な
ど
か
今
ま
で
は
お
は
せ
ざ
り
つ
る
」
と
言
へ
ば
、
女
、
「
い
さ
や
、

思
ひ
静
ま
り
た
ま
ふ
や
と
て
」
。
少
将
、
「
ま
し
て
お
は
せ
ぬ
ぞ
苦
し
き
。
早

う
お
は
せ
よ
」
と
言
ひ
臥
せ
り
。  

 
 

 
 

 
 

 
(

う
つ
ほ
物
語
・
嵯
峨
院
・
三
六
二) 

こ
こ
で
は
忠
保
女
が
、
夫
仲
頼
が
帰
っ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
親
の
部
屋
に
居

続
け
て
、
夜
も
泊
ま
ろ
う
と
す
る
の
を
、
母
に
説
諭
さ
れ
て
い
る
。
忠
安
女
は
夫
が

正
頼
邸
の
賭
弓
の
饗
か
ら
帰
宅
し
て
以
来
、
常
時
「
頭
も
も
た
げ
で
思
ひ
臥
せ
る
」

の
が
い
ぶ
か
し
く
、
も
し
か
す
る
と
私
を
醜
女
と
み
て
心
が
離
れ
た
の
で
は
な
い
か

と
危
惧
し
、
会
う
ま
い
と
し
た
と
訴
え
る
。
妻
の
勘
と
い
う
べ
き
だ
が
、
実
は
仲
頼

は
正
頼
邸
で
光
り
輝
く
天
女
の
よ
う
な
あ
て
宮
を
垣
間
見
て
、
魂
を
取
ら
れ
て
呆
然

と
し
、
片
時
も
離
れ
ら
れ
ぬ
ほ
ど
熱
愛
し
た
忠
安
女
も
目
に
入
ら
ず
、
恋
に
病
み
臥

し
て
い
た
の
で
あ
る
。
夫
婦
の
危
機
で
あ
る
。
し
か
し
仲
頼
は
、
母
に
諭
さ
れ
て
や

っ
て
き
た
妻
に
「
早
う
お
は
せ
よ
」
と
誘
っ
て
「
臥
」
す
。
し
ば
し
は
反
省
し
て
妻

を
哀
れ
に
思
い
「
も
ろ
と
も
に
臥
し
」
た
仲
頼
だ
が
、
恋
煩
い
で
「
病
に
つ
き
臥
し

沈
」
む
ま
ま
で
、
破
局
の
日
は
近
い
。
そ
れ
は
ま
た
、
実
忠
も
同
様
で
あ
っ
た
。 

 
 

①
で
は
共
臥
し
を
躊
躇
す
る
妻
の
側
か
ら
不
安
が
語
ら
れ
て
い
る
の
だ
が
、
男
性

か
ら
妻
へ
の
情
熱
が
語
ら
れ
る
の
が
「
入
り
臥
し
」
で
あ
る
。 

 
 

②
中
納
言
、
御
帳
の
内
へ
入
り
た
ま
へ
ば
、
尚
侍
の
お
と
ど
「
あ
な
さ
が
な
。
あ

ら
は
な
る
に
」
と
の
た
ま
へ
ば
、
「
何
か
。
か
か
る
宮
仕
へ
仕
う
ま
つ
る
人
に

は
、
内
外
を
こ
そ
許
し
た
ま
は
め
」
と
て
つ
つ
み
き
こ
え
た
ま
は
ね
ば
、
…
中

納
言
「
久
し
く
い
も
寝
は
べ
ら
ね
ば
、
乱
り
心
地
い
と
悪
し
う
は
べ
る
。
罪
許

し
た
ま
へ
」
と
て
、
宮
の
御
傍
ら
に
う
ち
臥
し
た
ま
ひ
ぬ
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

(

蔵
開
上
・
三
四
七)

 

女
一
宮
の
い
ぬ
宮
出
産
は
琴
の
技
を
継
ぐ
者
の
誕
生
で
仲
忠
に
と
っ
て
慶
事
で
あ
っ

た
。
お
湯
殿
の
儀
が
無
事
終
わ
る
と
、
俊
蔭
女
が
い
ぬ
宮
を
抱
い
て
御
帳
台
の
中
に

入
っ
て
女
一
宮
の
も
と
に
寝
か
せ
た
。
す
る
と
仲
忠
が
御
帳
台
の
中
に
入
り
こ
ん
で
、

母
の
叱
責
に
も
遠
慮
せ
ず
、
妻
の
傍
に
横
に
な
っ
て
し
ま
う
。
俊
蔭
女
が
「
う
た
て
。

も
の
覚
え
ぬ
さ
ま
し
た
ま
ふ
め
り
。
さ
て
忍
び
て
候
ひ
た
ま
へ
」
と
咎
め
て
も
「
衾

引
き
着
て
」
「
か
か
る
も
の
、
ま
た
も
が
な
。
い
と
と
く
」
と
同
衾
し
て
、
共
寝
し

よ
う
と
す
る
。
こ
の
件
は
産
婦
に
「
入
り
臥
し
」
し
た
と
、
以
後
繰
り
返
し
人
々
の

話
題
と
な
っ
て
広
ま
り
、
二
年
後
、
男
子
が
産
ま
れ
た
際
も
ま
た
「
入
り
臥
し
」
、

女
一
宮
が
洗
髪
し
て
乾
か
し
て
い
る
さ
な
か
も
、
「
か
き
抱
き
下
ろ
し
て
、
率
て
た

て
ま
つ
り
た
ま
ひ
て
、
や
が
て
御
帳
の
中
に
入
り
臥
」(

蔵
開
中
四
九
一)

す
と
い
う

行
為
で
、
妻
へ
の
情
熱
が
示
さ
れ
て
い
く
。
仲
忠
は
あ
て
宮
に
恋
文
を
贈
っ
て
い
た

の
に
、
女
一
宮
を
得
て
か
ら
は
妻
一
筋
に
変
わ
り
、
そ
れ
を
女
一
宮
が
う
る
さ
が
る

の
を
怨
む
姿
が
描
出
さ
れ
て
い
く
。 

 

こ
う
し
た
妻
へ
の
情
熱
が
端
的
に
語
ら
れ
る
の
が
「
入
り
臥
し
」
で
、
仲
忠
に
六

例
認
め
ら
れ
る
。 

 

③
宮
は
、
昼
よ
り
さ
る
気
色
御
覧
じ
て
、
「
あ
や
し
く
、
心
地
の
悪
し
き
か
な
」

と
て
、
捕
ら
へ
て
臥
し
た
ま
ひ
ぬ
る
ま
ま
に
、
起
き
居
た
ま
は
ず
。
お
と
ど
参
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り
た
ま
へ
れ
ば
、
宮
入
り
臥
し
た
ま
へ
れ
ば
、
え
上
り
た
ま
は
で
、
下
に
立
ち

た
ま
へ
れ
ば
、
君
達
は
さ
な
が
ら
土
に
立
ち
た
ま
へ
り
。(

蔵
開
下
・
五
五
八) 

春
宮
に
も
あ
て
宮
へ
の
「
入
り
臥
し
」
が
三
例
認
め
ら
れ
る
。
③
で
は
正
頼
が
あ
て

宮
を
退
出
さ
せ
よ
う
と
し
て
一
門
総
出
で
供
奉
し
よ
う
と
参
内
す
る
。
春
宮
は
そ
の

気
配
を
察
し
て
、
気
分
が
悪
い
と
あ
て
宮
を
捕
ら
え
て
横
に
な
っ
た
ま
ま
起
き
ず
、

あ
て
宮
の
御
帳
台
に
入
っ
て
横
に
な
っ
て
お
ら
れ
る
の
で
、
正
頼
は
簀
子
に
上
る
こ

と
も
出
来
ず
、
階
の
下
で
立
ち
、
子
息
た
ち
は
地
面
に
立
っ
た
ま
ま
待
つ
し
か
な
い
。

春
宮
は
「
夜
更
け
ぬ
」
と
申
し
上
げ
て
も
か
ま
わ
ず
「
つ
と
抱
き
て
臥
し
」
、
仲
忠

と
結
婚
で
き
な
か
っ
た
の
を
悔
し
く
思
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
と
嫉
妬
も
あ
ら
わ
に
あ

て
宮
を
さ
い
な
み
続
け
、
遂
に
正
頼
を
退
け
、
退
出
さ
せ
て
し
ま
う
。
国
譲
上
巻
で
、

あ
て
宮
が
服
喪
の
た
め
退
出
す
る
際
も
、
春
宮
は
止
め
こ
そ
し
な
い
が
、
当
日
は
「
入

り
臥
し
」
て
迎
え
が
来
て
も
許
さ
ず
、
暁
ま
で
放
さ
な
い
。
あ
て
宮
へ
の
常
軌
を
逸

し
た
執
着
と
い
う
ほ
か
な
い
の
だ
が
、
こ
う
し
た
情
熱
が
「
入
り
臥
す
」
三
例
で
繰

り
返
し
語
ら
れ
て
い
く
。 

 

思
え
ば
、
う
つ
ほ
物
語
で
は
、
あ
て
宮
が
入
内
し
た
後
の
求
婚
者
た
ち
の
、
諦
め

き
れ
ず
身
を
損
な
う
ほ
ど
の
恋
着
と
、
そ
の
対
極
に
あ
る
仲
忠
の
婚
姻
し
た
妻
へ
の

情
熱
、
春
宮
の
あ
て
宮
へ
の
執
着
、
こ
れ
ら
は
、
兼
雅
の
俊
蔭
女
に
対
す
る
、
大
臣

ら
貴
顕
の
正
頼
の
娘
た
ち
に
対
す
る
恋
着
も
相
似
た
も
の
と
い
え
る
。
妻
た
ち
が
む

し
ろ
夫
に
対
し
て
冷
静
に
ふ
る
ま
っ
て
い
る
こ
と
を
思
え
ば
、
う
つ
ほ
物
語
は
主
と

し
て
男
の
恋
情
を
語
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
①
の
忠
安
女
は
む
し
ろ
特
異
で
、
身

分
的
な
相
違
が
造
型
に
関
係
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。 

  
 

 
 

 
 

 
 

九 

終
わ
り
に 

 
 

こ
う
し
て
み
て
く
る
と
、
男
女
の
共
臥
し
を
い
う
「
臥
す
」
表
現
は
、
愛
の
経
緯

か
ら
夫
婦
の
微
妙
な
心
理
、
力
関
係
な
ど
、
作
品
そ
れ
ぞ
れ
に
異
な
る
様
相
を
浮
か

び
上
が
ら
せ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
源
氏
物
語
に
な
る
と
、
同
じ
語
を
用
い
な
が
ら
、

そ
れ
ま
で
に
認
め
ら
れ
な
い
独
自
な
用
い
方
、
ま
っ
た
く
違
っ
た
状
況
を
創
出
し
て

い
く
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
別
稿
に
譲
り
た
い
。
最
後
に
四
と
六
で
述
べ
た
、
「
臥
す
」

の
用
法
が
、
平
安
仮
名
文
で
ど
の
よ
う
に
現
れ
て
い
る
か
を
表
で
示
し
た
。 

   
 

 
 

 
 
 

              
 

注 

 
〈
１
〉
三
代
集
は
新
編
国
歌
大
観
、
そ
の
他
は
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
を
用
い
た
。

引
用
文
も
同
じ
。
わ
た
く
し
に
表
記
な
ど
を
変
え
た
と
こ
ろ
が
あ
る
。
引
用

文
に
は
括
弧
中
に
、
作
品
名
・
巻
名
や
段
数
・
頁
数
を
示
し
た
。
取
り
上
げ

る
の
が
そ
の
作
品
だ
と
明
ら
か
な
場
合
は
作
品
名
を
省
略
し
た
。 

 

〈
２
〉
拙
論
「
古
事
記
の
『
婚
』
ー
男
女
の
関
係
表
現
か
ら
ー
」(

「
梅
花
女
子
大

文
化
表
現
学
部
紀
要
」
第
一
三
号
二
〇
一
七
年
三
月)

 

 
  表 平安仮名文の「臥す」 
   

 
 
 
 

共 臥 し そ  の  他 
歌 
 
 

散 文 和 歌 散  文 
イ 
 
ロ 
 
ハ 
 

 
 
ｂ 
 
ｃ 
 
ｄ 
 
ａ 

 
ｂ 
 

ｃ 
 
ｄ 
 

 
 

竹取物語         4     
伊勢物語          1 1 2  
大和物語 2  1    1 1  1 1   
平中物語      1        
蜻蛉日記 1     1   1 4 10   
落窪物語 1 3 15 13 6    6 12 33 2 2 
うつほ物語 2 2 14 5 2 4 5  6 15 35 1  
枕草子  5       1 16 4   
和泉式部日記  2     1    7   
源氏物語              
紫式部日記          5    

 
 イ人 ロ動詞 ハ 話しかけ 
 ａ病臥 ｂ就寝 ｃもの思い ｄ常時   

 

「臥す」の文学史
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