
感
情
形
容
詞
で
読
む
源
氏
物
語

ー
紫
上
と
明
石
君
ー

一

源
氏
物
語
の
形
容
詞

源
氏
物
語
は
先
行
後
追
の
仮
名
物
語
に
比
し
て
、
形
容
詞
の
異
な
り
語
数
も
延
べ

語
数
も
多
い
。
形
容
詞
は
名
詞
や
動
詞
に
比
し
て
対
象
の
捉
え
方
が
も
っ
と
も
直
接

的
に
反
映
し
や
す
い
。
形
容
詞
は
状
態
性
形
容
詞
と
情
意
性
形
容
詞
に
大
別
さ
れ
る

こ
と
が
多
い
が
、
な
か
で
も
情
意
性
形
容
詞
は
、
語
り
手
に
し
ろ
、
作
中
人
物
に
し

ろ
、
表
現
主
体
の
意
図
を
如
実
に
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
。

阪
倉
篤
義
氏
は
「
歌
こ
と
ば
の
一
面
」(
「
文
学
・
語
学
」
一
〇
五
号
、
一
九
八
五

年
五
月)

で
、
形
容
詞
を
、
客
観
性
の
強
い
も
の
か
ら
主
観
性
の
強
い
も
の
へ
で
分

類
し
、
情
意
性
形
容
詞
を
さ
ら
に
、「
程
度
形
容
詞
・
評
価
形
容
詞
・
感
情
形
容
詞
」

に
分
類
さ
れ
た
。
氏
が
評
価
形
容
詞
と
感
情
形
容
詞
を
立
て
ら
れ
た
の
は
文
学
研
究

に
と
っ
て
有
益
で
あ
る
〈
注
１
〉
。
物
語
で
、
人
と
人
と
の
関
係
が
ど
の
よ
う
に
構

築
さ
れ
て
い
る
か
を
み
る
場
合
、
「
う
つ
く
し
」
「
う
る
は
し
」
「
な
ま
め
か
し
」
と

い
っ
た
美
意
識
を
表
す
評
価
形
容
詞
な
ら
ば
、
誰
が
そ
の
よ
う
に
対
象
を
見
て
い
る

か
、
平
安
仮
名
文
の
表
現
は
ス
テ
ロ
タ
イ
プ
で
あ
る
こ
と
が
多
い
の
で
、
そ
の
人
物

に
固
有
の
美
と
考
え
て
い
い
の
か
、
同
時
に
複
数
の
人
物
間
で
描
き
分
け
ら
れ
て
い

る
か
、
場
面
に
よ
っ
て
異
な
っ
て
い
な
い
か
な
ど
も
考
慮
す
る
こ
と
が
肝
要
で
、
ま

と
ま
っ
た
像
を
結
ぶ
の
は
容
易
な
こ
と
で
は
な
く
、
読
者
は
そ
の
時
点
で
の
、
人
物

に
付
さ
れ
た
美
意
識
を
受
け
い
れ
る
ほ
か
な
い
。
一
方
、
感
情
形
容
詞
な
ら
ば
、
作

中
人
物
や
語
り
手
が
そ
う
思
い
そ
う
感
じ
る
わ
け
で
、
読
者
は
場
面
や
状
況
か
ら
そ

の
感
情
が
素
直
な
発
露
か
ど
う
か
推
察
な
り
判
断
な
り
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

感
情
は
変
化
す
る
こ
と
も
あ
り
、
作
中
人
物
の
そ
の
時
点
で
の
思
い
と
し
て
、
人

中

川

正

美

と
人
と
の
関
係
性
を
認
め
や
す
い
〈
注
２
〉
。
本
稿
で
は
、
感
情
形
容
詞
か
ら
、
紫

上
に
つ
い
て
、
こ
れ
ま
で
見
過
ご
さ
れ
て
き
た
、
明
石
君
と
の
、
け
っ
し
て
単
純
で

は
な
い
緊
張
関
係
〈
注
３
〉
を
考
究
し
て
い
き
た
い
。

二

紫
上
の
変
化

若
菜
上
巻
で
、
春
宮
の
若
宮
が
誕
生
し
て
後
、
紫
上
の
明
石
君
へ
の
対
応
に
変
化

が
生
じ
た
と
い
う
。

⑴

日
々
に
物
を
ひ
き
の
ぶ
る
よ
う
に
お
よ
す
け
た
ま
ふ
。
（
中
略
）
御
方
の
御

心
お
き
て
の
、
ら
う
ら
う
じ
く
気
高
く
お
ほ
ど
か
な
る
も
の
の
、
さ
る
べ
き
方

は
卑
下
し
て
、
憎
ら
か
に
も
う
け
ば
ら
ぬ
な
ど
を
誉
め
ぬ
人
な
し
。
対
の
上
は
、

ま
ほ
な
ら
ね
ど
、
見
え
か
は
し
た
ま
ひ
て
、
さ
ば
か
り
許
し
な
く
思
し
た
り
し

か
ど
、
今
は
宮
の
御
徳
に
い
と
む
つ
ま
し
く
や
む
ご
と
な
く
思
し
な
り
に
た
り
。

（
若
菜
上
一
一
一
）〈
注
４
〉

明
石
女
御
が
産
ん
だ
若
宮
は
日
々
、
物
が
引
き
延
ば
さ
れ
る
よ
う
に
生
長
し
て
い

く
。
ご
生
誕
時
、
明
石
君
は
、
若
宮
を
か
わ
い
が
る
の
は
紫
上
に
任
せ
て
、
実
の
祖

母
で
あ
り
な
が
ら
御
湯
殿
の
儀
で
は
女
房
が
奉
仕
す
る
迎
え
湯
役
を
務
め
、
以
後
も

紫
上
を
立
て
、
こ
の
時
点
ま
で
後
見
役
の
女
房
と
し
て
、
お
世
話
や
日
常
の
諸
事
を

品
よ
く
お
お
ら
か
に
執
り
行
い
、
で
し
ゃ
ば
ら
ず
補
佐
役
に
徹
し
て
い
た
。

紫
上
は
女
御
を
三
才
で
引
き
取
っ
て
か
ら
、
愛
情
を
傾
け
、
丹
精
込
め
て
育
て
上

げ
、
女
御
に
も
慕
わ
れ
て
、
一
二
歳
に
な
っ
た
入
内
の
際
に
は
母
と
し
て
付
き
添
い
、

三
日
後
の
退
出
時
は
輦
車
の
宣
旨
を
受
け
る
と
い
う
栄
誉
に
浴
し
た
。
し
か
し
、
紫

上
は
女
御
を
妊
っ
て
産
ん
だ
の
で
は
な
い
。
実
母
は
、
源
氏
が
都
を
離
れ
須
磨
に
流

謫
し
た
後
、
迎
え
ら
れ
た
明
石
で
知
っ
た
元
受
領
の
娘
、
明
石
君
で
あ
る
。
紫
上
に
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お
も
し
ろ
か
ら
ぬ
想
い
が
あ
っ
た
の
は
想
像
に
難
く
な
い
。
そ
の
明
石
君
を
紫
上
は

以
前
は
「
許
し
な
く
」
思
っ
て
い
た
の
に
、
今
は
「
む
つ
ま
し
く
」
大
切
に
思
う
よ

う
に
な
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
若
宮
を
介
し
て
の
こ
の
変
化
、
そ
こ
に
ど
ん
な
経

緯
が
あ
っ
た
の
か
。
そ
れ
を
探
る
に
は
、
遡
っ
て
辿
っ
て
い
か
な
く
て
は
な
ら
な
い

が
、
そ
れ
に
し
て
も
、
「
さ
ば
か
り
許
し
な
く
」
思
っ
て
い
た
と
は
お
だ
や
か
で
は

な
い
。「
さ
ば
か
り
」
と
い
う
か
ら
に
は
、
怒
り
の
程
度
も
甚
だ
し
か
っ
た
ろ
う
し
、

一
度
な
ら
ず
何
度
も
許
せ
な
い
と
思
っ
て
い
た
と
知
ら
れ
よ
う
。
紫
上
の
怒
り
、
許

容
で
き
な
い
と
い
う
想
い
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
、
そ
れ
は
、
ど
う
語

ら
れ
て
き
た
の
だ
ろ
う
か
。

似
た
よ
う
な
紫
上
の
感
情
の
動
き
が
、
こ
れ
に
先
立
っ
て
、
薄
雲
巻
で
語
ら
れ
て

い
る
。

⑵

舟
と
む
る
遠
方
人
の
な
く
は
こ
そ
明
日
か
へ
り
こ
む
夫
と
待
ち
み
め

い
た
う
馴
れ
て
聞
こ
ゆ
れ
ば
、
い
と
に
ほ
ひ
や
か
に
ほ
ほ
笑
み
て
、

行
き
て
見
て
明
日
も
さ
ね
来
む
な
か
な
か
に
遠
方
人
は
心
置
く
と
も

何
ご
と
と
も
聞
き
分
か
で
戯
れ
歩
き
た
ま
ふ
人
を
、
上
は
う
つ
く
し
と
見
た
ま

へ
ば
、
遠
方
人
の
め
ざ
ま
し
き
も
こ
よ
な
く
思
し
許
さ
れ
に
た
り
。
い
か
に
思

ひ
お
こ
す
ら
む
、
我
に
て
い
み
じ
う
恋
し
か
り
ぬ
べ
き
さ
ま
を
、
と
う
ち
ま
も

り
つ
つ
、
ふ
と
こ
ろ
に
入
れ
て
、
う
つ
く
し
げ
な
る
御
乳
を
く
く
め
た
ま
ひ
つ

つ
戯
れ
た
ま
へ
る
御
さ
ま
、
見
所
多
か
り
。
御
前
な
る
人
々
は
、
「
な
ど
か
同

じ
く
は
」「
い
で
や
」
な
ど
語
ら
ひ
合
へ
り
。

（
薄
雲
四
三
九
）

こ
れ
は
光
源
氏
が
娘
を
手
放
し
た
明
石
君
を
思
い
や
り
、
大
堰
を
訪
ね
よ
う
と
し

て
、
紫
上
に
外
出
の
挨
拶
を
す
る
場
面
で
あ
る
。
引
き
取
っ
た
の
は
一
二
月
で
、
こ

れ
は
新
春
の
行
事
が
一
段
落
し
た
時
だ
か
ら
、
師
走
末
の
お
忍
び
に
続
い
て
ず
い
ぶ

ん
早
い
。
華
や
か
に
身
繕
い
し
た
男
と
不
満
げ
な
女
の
間
で
、
指
貫
の
裾
に
纏
わ
る

よ
う
に
付
い
て
ま
わ
っ
て
甘
え
る
幼
女
。
源
氏
は
娘
を
宥
め
た
も
の
の
、
桜
人
の
詞

章
「
明
日
帰
り
来
む
」
と
口
ず
さ
ん
で
、
紫
上
の
反
撥
を
買
っ
て
し
ま
い
、
あ
な
た

の
方
が
大
切
で
す
よ
と
返
歌
し
て
機
嫌
を
取
る
。
あ
り
が
ち
と
い
え
な
く
も
な
い
家

庭
の
景
だ
が
、
こ
の
場
は
、
微
妙
な
空
気
も
わ
か
ら
ず
、
は
し
ゃ
ぎ
ま
わ
る
明
石
姫

に
収
束
し
て
い
く
。
文
脈
か
ら
は
「
歩
き
た
ま
ふ
」
で
い
っ
た
ん
切
れ
て
幼
女
の
か

わ
い
さ
が
浮
き
上
が
り
、
そ
れ
が
「
人
」
を
修
飾
し
て
、
紫
上
の
幼
子
へ
の
想
い
と

な
り
、
源
氏
が
赴
く
先
の
明
石
君
の
「
め
ざ
ま
し
」
さ
も
許
す
気
持
ち
に
な
る
と
い

っ
て
、
幼
子
を
慈
し
む
紫
上
と
実
子
で
な
い
の
を
残
念
が
る
女
房
の
姿
で
締
め
く
く

ら
れ
る
。
こ
の
、
幼
子
に
免
じ
て
明
石
君
の
不
埒
さ
を
大
目
に
見
る
、
と
い
う
紫
上

の
心
理
は
、
⑴
の
若
菜
上
巻
の
一
歩
前
、
前
段
階
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

こ
の
⑵
で
は
紫
上
は
明
石
君
を
「
め
ざ
ま
し
」
と
意
識
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、

さ
ら
に
前
、
明
石
姫
を
引
き
取
っ
て
す
ぐ
の
、
袴
着
を
終
え
た
と
き
の
記
述
で
は
、

す
こ
し
く
異
な
っ
て
い
る
。

⑶
待
ち
遠
な
ら
む
も
、
い
と
ど
さ
れ
ば
よ
と
思
は
む
に
い
と
ほ
し
け
れ
ば
、
年
の

内
に
忍
び
て
渡
り
た
ま
へ
り
。
い
と
ど
さ
び
し
き
住
ま
ひ
に
、
明
け
暮
れ
の
か

し
づ
き
ぐ
さ
を
さ
へ
離
れ
き
こ
え
て
思
ふ
ら
む
こ
と
の
心
苦
し
け
れ
ば
、
御
文

な
ど
も
絶
え
間
な
く
遣
は
す
。
女
君
も
、
今
は
こ
と
に
怨
じ
き
こ
え
た
ま
は
ず
、

う
つ
く
し
き
人
に
罪
許
し
き
こ
え
た
ま
へ
り
。

（
薄
雲
四
三
七
）

源
氏
は
明
石
君
か
ら
娘
を
取
り
あ
げ
た
と
い
う
自
責
の
念
を
持
っ
て
お
り
、
明
石
君

が
乳
母
や
姫
君
付
き
の
女
房
に
衣
装
を
贈
っ
て
き
た
の
を
、
母
親
と
し
て
の
情
愛
に

加
え
て
自
分
へ
の
注
意
喚
起
と
察
し
て
、
さ
ぞ
か
し
自
分
を
待
ち
遠
し
く
思
っ
て
い

る
こ
と
だ
ろ
う
、
娘
を
引
き
取
っ
た
後
に
途
絶
え
た
ら
、
娘
が
目
的
だ
っ
た
と
思
わ

れ
か
ね
な
い
と
、
年
内
に
こ
っ
そ
り
訪
れ
、
文
も
絶
え
ず
遣
わ
し
て
い
た
。
そ
れ
を

紫
上
も
、
今
と
な
っ
て
は
こ
と
さ
ら
怨
み
も
せ
ず
、
か
わ
い
ら
し
い
姫
君
に
免
じ
て

大
目
に
見
て
い
る
と
い
う
。
つ
ま
り
、
⑵
の
わ
ず
か
十
日
ほ
ど
前
の
時
点
で
は
、
紫

上
は
光
源
氏
を
こ
そ
許
せ
な
い
と
思
っ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
こ
の
時
点
で
は
明
石

君
を
「
め
ざ
ま
し
」
と
思
っ
て
い
な
い
こ
と
に
注
意
し
て
お
き
た
い
。

考
え
て
み
れ
ば
、
薄
雲
巻
の
⑵
ま
で
は
紫
上
が
明
石
君
を
「
め
ざ
ま
し
」
と
思
う
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姿
は
語
ら
れ
て
い
な
い
。
⑶
の
よ
う
に
源
氏
を
怨
む
姿
が
語
ら
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。

源
氏
か
ら
「
あ
や
し
う
も
の
は
か
な
き
夢
を
見
は
べ
り
し
か
」
と
告
白
さ
れ
て
「
う

ら
な
く
も
思
ひ
け
る
か
な
契
り
し
を
松
よ
り
浪
は
越
え
じ
も
の
ぞ
と
」
（
明
石
二
六

〇
）
と
心
変
わ
り
を
怨
み
、
帰
京
し
て
明
石
君
に
つ
い
て
話
し
た
時
は
「
身
を
ば
思

は
ず
」(

二
七
三)
と
そ
れ
と
な
く
怨
ん
で
い
る
。
澪
標
巻
で
源
氏
が
女
の
子
が
生
ま

れ
た
と
語
り
、
大
切
に
す
る
子
細
が
あ
る
と
説
明
し
た
時
は
怨
ん
で
い
な
い
〈
注
５
〉
。

と
こ
ろ
が
、
人
柄
や
別
れ
の
夜
の
こ
と
、
琴
の
音
に
話
が
及
ぶ
と
、
「
我
は
ま
た
な

く
こ
そ
悲
し
と
思
ひ
嘆
き
し
か
、
す
さ
び
に
て
も
心
を
分
け
た
ま
ひ
け
む
よ
」
（
澪

標
二
九
二
）
と
顔
を
背
け
、
「
思
ふ
ど
ち
な
び
く
方
に
は
あ
ら
ず
と
も
我
ぞ
煙
に
先

立
ち
な
ま
し
」
と
独
詠
し
、
源
氏
が
箏
の
琴
を
引
き
寄
せ
調
絃
ま
で
し
て
そ
そ
の
か

し
て
も
、
「
か
の
す
ぐ
れ
た
り
け
む
も
ね
た
き
に
や
、
手
も
触
れ
た
ま
は
ず
」
と
、

源
氏
に
対
し
て
拗
ね
る
、
い
わ
ゆ
る
男
に
と
っ
て
可
愛
い
嫉
妬
を
展
開
し
て
い
く
。

五
十
日
の
祝
に
使
者
を
送
り
、
そ
の
返
書
を
読
む
源
氏
を
流
し
目
で
見
て
「
浦
よ
り

を
ち
に
漕
ぐ
舟
の
」
（
澪
標
二
九
六
）
と
古
歌
を
ひ
い
て
怨
み
、
上
包
み
の
筆
蹟
か

ら
「
手
な
ど
の
い
と
ゆ
ゑ
づ
き
て
、
や
む
ご
と
な
き
人
苦
し
げ
な
る
を
か
か
れ
ば
な

め
り
」
（
澪
標
二
九
七
）
と
相
手
を
測
り
、
源
氏
が
上
京
し
た
明
石
君
を
大
堰
に
訪

ね
る
時
に
は
、
「
斧
の
柄
さ
へ
改
め
た
ま
は
む
ほ
ど
や
待
ち
遠
に
」
（
松
風
四
〇
九
）

と
皮
肉
を
言
っ
て
送
り
出
し
て
い
る
。
告
白
さ
れ
た
時
、
帰
京
し
た
時
、
女
の
子
が

生
ま
れ
た
時
、
上
京
し
て
大
堰
に
落
ち
つ
い
た
時
、
と
そ
の
都
度
、
和
歌
や
引
歌
、

故
事
を
駆
使
し
て
、
源
氏
に
対
す
る
怨
み
が
語
ら
れ
て
い
く
。

紫
上
は
、
当
初
は

明
石
君
を
許
せ
な
い
者
と
怒
る
の
で
は
な
く
、
明
石
君
に
惹
か
れ
て
い
る
源
氏
を
こ

そ
怨
む
姿
、
源
氏
に
裏
切
ら
れ
て
悲
し
む
姿
が
描
出
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

で
は
、
明
石
君
に
対
す
る
「
め
ざ
ま
し
」
は
い
つ
か
ら
、
ど
の
よ
う
に
語
ら
れ
て

い
る
の
だ
ろ
う
か
。

平
安
仮
名
文
学
に
お
け
る
「
め
ざ
ま
し
」
の
用
法
を
分
類
し
、
作
品
を
概
観
し
文
体

史
と
し
て
考
察
し
た
拙
論
〈
注
６
〉
で
、
群
を
抜
い
て
多
用
さ
れ
て
い
る
源
氏
物
語

〈
注
７
〉
で
は
、
紫
上
側
か
ら
明
石
君
へ
の
「
め
ざ
ま
し
」
が
顕
著
で
あ
る
と
述
べ

た
が
、
も
う
少
し
精
査
す
る
必
要
が
あ
り
そ
う
で
あ
る
。

三

明
石
君
を
め
ぐ
る
「
め
ざ
ま
し
」
ー
源
氏
か
ら
紫
上
へ
ー

実
は
、
明
石
君
を
最
初
に
「
め
ざ
ま
し
」
と
捉
え
た
の
は
、
源
氏
で
あ
っ
た
。

⑷
さ
や
か
に
も
ま
だ
見
た
ま
は
ぬ
容
貌
な
ど
、
い
と
よ
し
よ
し
し
う
気
高
き
さ
ま

し
て
、
め
ざ
ま
し
う
も
あ
り
け
る
か
な
、
と
見
捨
て
が
た
く
口
惜
し
う
お
ぼ
さ

る
。
さ
る
べ
き
さ
ま
に
し
て
迎
へ
む
と
思
し
な
り
ぬ
。
さ
や
う
に
ぞ
語
ら
ひ
慰

め
た
ま
ふ
。

（
明
石
二
六
四
）

帰
京
も
明
後
日
に
迫
っ
た
夜
、
別
れ
に
訪
れ
た
源
氏
は
、
初
め
て
、
そ
れ
と
な
く
わ

か
る
程
度
に
明
石
君
の
容
貌
を
目
に
し
た
の
だ
ろ
う
、
「
よ
し
よ
し
し
う
気
高
き
」

と
見
て
「
め
ざ
ま
し
」
と
思
い
、
そ
の
た
め
別
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
の
を
残
念
に
思
っ
て
、

し
か
る
べ
き
待
遇
で
京
に
迎
え
よ
う
と
考
え
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
。
こ
の
「
め

ざ
ま
し
」
を
ど
う
解
す
れ
ば
い
い
の
か
。
「
め
ざ
ま
し
」
は
「
目
が
醒
め
ほ
ど
意
外

に
感
じ
る
」
意
で
、
辞
書
類
で
は
優
劣
い
ず
れ
に
も
用
い
る
と
説
か
れ
、
優
の
例
に

こ
こ
が
引
用
さ
れ
て
い
る
〈
注
８
〉
。
し
か
し
、
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
源
氏

は
女
を
手
放
し
が
た
い
と
考
え
る
の
だ
か
ら
、
こ
の
「
め
ざ
ま
し
」
は
思
い
の
ほ
か

す
ば
ら
し
い
と
驚
い
た
意
だ
と
、
ま
ず
は
考
え
ら
れ
よ
う
。
新
編
古
典
文
学
全
集
の

頭
注
で
「
そ
の
身
分
か
ら
み
て
、
そ
れ
ほ
ど
で
も
な
い
と
思
っ
て
い
た
明
石
君
の
美

質
を
、
改
め
て
見
直
す
」
と
説
く
よ
う
に
、
源
氏
は
元
受
領
の
娘
と
は
思
え
な
い
気

品
の
高
さ
を
、
身
分
以
上
と
評
価
し
て
、
改
め
て
処
遇
を
考
え
た
と
知
ら
れ
る
。

た
だ
、
「
め
ざ
ま
し
う
も
あ
り
け
る
か
な
」
と
の
言
い
よ
う
が
ひ
っ
か
か
る
。
手

放
し
で
の
賞
賛
と
は
ど
う
に
も
解
し
に
く
い
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
「
め
ざ
ま
し
」
は
源
氏
物
語
に
二
例
認
め
ら
れ
る
。

⑸
見
返
り
た
ま
ひ
て
、
隅
の
間
の
高
欄
に
し
ば
し
ひ
き
据
ゑ
た
ま
へ
り
。
う
ち
と

け
た
ら
ぬ
も
て
な
し
、
髪
の
さ
が
り
ば
、
め
ざ
ま
し
く
も
と
見
た
ま
ふ
。
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「
咲
く
花
に
う
つ
る
て
ふ
名
は
包
め
ど
も
折
ら
で
過
ぎ
う
き
今
朝
の
朝
顔

い
か
が
す
べ
き
」
と
て
、
手
を
と
ら
へ
た
ま
へ
れ
ば
、
い
と
馴
れ
て
、
と
く
、

朝
霧
の
晴
れ
間
も
待
た
ぬ
け
し
き
に
て
花
に
心
を
と
め
ぬ
と
ぞ
み
る

と
公
事
に
ぞ
聞
こ
え
な
す
。

（
夕
顔
一
四
八
）

⑹
尼
君
の
御
前
に
も
、
浅
香
の
折
敷
に
、
青
鈍
の
表
折
り
て
、
精
進
物
を
参
る
と

て
、「
め
ざ
ま
し
き
女
の
宿
世
か
な
」
と
、
お
の
が
じ
し
は
し
り
う
ご
ち
け
り
。

（
若
菜
下
一
七
五
）

⑸
は
、
源
氏
が
六
条
御
息
所
の
許
か
ら
帰
る
時
、
お
見
送
り
す
る
中
将
君
の
、
折
に

合
っ
た
衣
装
、
「
た
を
や
か
に
な
ま
め
」
い
た
姿
態
に
目
を
留
め
、
隅
の
高
欄
に
坐

ら
せ
、
分
を
守
っ
て
気
安
く
し
な
い
態
度
、
髪
が
衣
に
か
か
る
美
を
「
め
ざ
ま
し
く

も
」
と
見
て
、
「
咲
く
花
」
と
盛
り
の
朝
顔
に
な
ぞ
ら
え
、
ご
主
人
か
ら
心
移
り
す

る
と
い
う
不
名
誉
は
避
け
た
い
が
、
今
朝
の
君
を
見
過
ご
す
こ
と
な
ど
で
き
な
い
よ
、

と
詠
み
か
け
て
手
を
捉
え
る
。
し
か
し
、
中
将
君
は
そ
の
「
花
」
を
御
息
所
に
詠
み

換
え
、
朝
ま
だ
き
に
帰
ろ
う
と
す
る
つ
れ
な
い
源
氏
へ
の
非
難
と
し
て
、
事
無
く
受

け
流
す
。
ま
こ
と
に
見
事
な
対
応
で
あ
る
。
こ
こ
で
浮
き
上
が
っ
て
く
る
の
は
御
息

所
の
女
房
の
優
秀
さ
で
あ
る
。
そ
の
優
秀
さ
か
ら
、
女
房
が
こ
う
な
ら
御
息
所
は
さ

ぞ
か
し
と
想
像
さ
せ
る
。
し
か
も
、
「
め
ざ
ま
し
く
も
」
の
「
も
」
か
ら
は
、
女
房

と
し
て
は
た
い
し
た
も
の
だ
と
感
じ
入
り
つ
つ
も
、
そ
こ
に
は
埒
を
越
え
て
な
ま
い

き
だ
と
の
感
情
が
底
流
し
て
い
よ
う
。
⑹
は
明
石
入
道
の
祈
願
成
就
御
礼
の
住
吉
参

詣
で
、
明
石
尼
君
も
同
道
さ
れ
、
立
派
な
精
進
物
が
供
さ
れ
た
。
そ
れ
を
見
物
の
世

人
は
「
め
ざ
ま
し
き
女
の
宿
世
」
と
陰
口
を
言
っ
て
い
る
か
ら
皮
肉
の
賞
賛
で
あ
る
。

⑸
も
⑹
も
分
を
超
え
て
い
る
と
の
思
い
が
意
識
の
底
に
あ
っ
て
の
「
め
ざ
ま
し
」
だ

か
ら
、
手
放
し
の
賞
賛
で
は
な
い
。
と
す
れ
ば
、
⑷
の
、
源
氏
が
初
め
て
明
石
君
の

容
貌
を
ほ
の
見
た
時
の
「
め
ざ
ま
し
く
も
」
も
同
じ
で
、
身
分
の
わ
り
に
は
で
き
す

ぎ
、
と
い
う
意
識
が
存
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
う
つ
ほ
物
語
の
右
大
将
仲
忠
も
太

政
大
臣
忠
雅
か
ら
同
様
に
思
わ
れ
て
お
り
、
文
脈
や
場
面
を
よ
く
読
め
ば
、
平
安
仮

名
文
の
「
め
ざ
ま
し
」
は
上
か
ら
下
へ
の
身
分
意
識
が
自
明
の
語
で
、
「
い
み
じ
」

の
よ
う
な
優
劣
の
両
様
性
は
な
い
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

そ
う
し
た
源
氏
の
身
分
意
識
が
、
紫
上
に
引
き
取
り
を
持
ち
か
け
る
こ
と
ば
に
反

映
し
て
い
る
。

⑺
「
こ
こ
に
て
は
ぐ
く
み
た
ま
ひ
て
む
や
。
蛭
の
子
が
齢
に
も
な
り
に
け
る
を
、

罪
な
き
さ
ま
な
る
も
、
思
ひ
捨
て
が
た
う
こ
そ
。
い
は
け
な
げ
な
る
下
つ
か
た

を
も
、
紛
ら
は
さ
む
な
ど
思
ふ
を
、
め
ざ
ま
し
と
思
さ
ず
は
引
き
結
ひ
た
ま
へ

か
し
」
と
聞
こ
え
た
ま
ふ
。

（
松
風
四
二
三
）

大
堰
か
ら
帰
邸
し
た
源
氏
は
、
不
機
嫌
な
紫
上
に
ま
ず
、
「
な
ず
ら
ひ
な
ら
ぬ
ほ

ど
を
思
し
く
ら
ぶ
る
も
、
わ
ろ
き
わ
ざ
な
ん
め
り
。
我
は
我
と
思
ひ
な
し
た
ま
へ
」

（
松
風
四
二
二
）
と
教
え
、
暮
れ
か
か
る
頃
に
参
内
し
、
宿
直
に
も
か
か
わ
ら
ず
夜

深
く
退
出
し
て
、
紫
上
に
語
り
か
け
た
の
が
⑺
の
こ
と
ば
で
あ
る
。
か
わ
い
ら
し
い

女
の
子
を
見
て
き
た
の
だ
が
、
こ
こ
で
、
あ
な
た
が
育
て
て
く
だ
さ
い
ま
せ
ん
か
。

三
才
に
な
っ
て
い
て
袴
着
を
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
の
だ
が
、
あ
な
た
が
明
石
の
女

を
「
め
ざ
ま
し
」
と
思
う
の
で
な
か
っ
た
ら
、
袴
着
の
腰
結
役
を
し
て
や
っ
て
く
だ

さ
い
よ
と
頼
ん
で
い
る
。
朝
方
は
、
明
石
の
女
は
あ
な
た
と
は
階
級
が
異
な
る
の
だ

か
ら
嫉
妬
す
る
こ
と
な
ど
な
い
ん
で
す
よ
と
格
差
を
言
っ
て
ご
機
嫌
取
り
に
努
め
、

帰
邸
し
た
夜
更
け
に
は
「
め
ざ
ま
し
」
と
お
思
い
で
し
ょ
う
が
と
養
育
の
話
を
持
ち

か
け
る
。
源
氏
に
は
⑷
の
よ
う
に
明
石
君
を
「
め
ざ
ま
し
」
と
す
る
意
識
が
当
初
か

ら
あ
っ
て
、
明
石
の
女
は
「
な
ず
ら
ひ
な
ら
ぬ
」
身
分
に
す
ぎ
な
い
と
紫
上
を
な
だ

め
、
そ
れ
を
こ
と
ば
と
し
て
現
わ
し
た
の
が
こ
の
「
め
ざ
ま
し
」
な
の
で
あ
る
。「
め

ざ
ま
し
」
は
、
紫
上
を
持
ち
上
げ
、
安
堵
さ
せ
、
養
育
話
を
効
果
的
に
運
ぶ
有
効
な

こ
と
ば
と
し
て
紫
上
に
呈
示
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

以
後
、
紫
上
が
明
石
君
を
意
識
に
の
ぼ
せ
る
時
に
、
「
め
ざ
ま
し
」
が
用
い
ら
れ

て
い
く
。

⑻
「
さ
り
と
も
明
石
の
列
に
は
、
た
ち
並
べ
た
ま
は
ざ
ら
ま
し
」
と
の
た
ま
ふ
。
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な
ほ
北
の
殿
を
ば
、
め
ざ
ま
し
と
心
置
き
た
ま
へ
り
。
姫
君
の
、
い
と
う
つ
く

し
げ
に
て
、
何
心
も
な
く
聞
き
た
ま
ふ
が
ら
う
た
け
れ
ば
、
ま
た
、
こ
と
わ
り

か
し
と
思
し
返
さ
る
。

（
玉
鬘
一
二
六
）

こ
れ
は
玉
鬘
の
引
き
取
り
に
際
し
て
光
源
氏
が
、
紫
上
に
昔
の
夕
顔
の
こ
と
を
打

ち
明
け
、
生
き
て
い
た
ら
明
石
君
と
同
じ
く
ら
い
に
扱
っ
た
だ
ろ
う
、
か
わ
い
い
人

だ
っ
た
と
話
し
た
時
の
反
応
で
あ
る
。
紫
上
は
そ
ん
な
こ
と
を
言
っ
て
も
、
あ
な
た

は
そ
の
方
を
明
石
君
と
同
列
に
は
扱
わ
な
い
で
し
ょ
う
よ
、
明
石
君
は
特
別
待
遇
だ

わ
と
切
り
返
す
。
四
年
近
く
経
っ
て
も
明
石
君
に
「
め
ざ
ま
し
」
と
隔
意
を
持
っ
て

い
る
の
だ
が
、
可
愛
い
ら
し
い
様
子
で
無
心
に
聞
い
て
居
る
姫
君
に
目
を
移
し
て
、

源
氏
が
大
切
に
す
る
の
も
「
こ
と
わ
り
」
と
考
え
直
す
。
⑶
の
薄
雲
巻
と
同
じ
パ
タ

ー
ン
だ
が
、
紫
上
が
「
こ
と
わ
り
」
と
思
う
の
は
な
ぜ
か
。
諸
注
釈
は
曖
昧
だ
が
、

姫
君
の
様
態
が
明
石
君
を
思
わ
せ
る
か
ら
で
は
な
い
か
。
こ
こ
で
紫
上
に
は
相
手
を

認
め
な
く
も
な
い
と
い
う
、
本
人
に
対
す
る
一
種
の
興
味
が
生
じ
て
い
る
。

以
後
は
緩
衝
体
と
し
て
の
明
石
姫
君
は
語
ら
れ
な
い
。
明
石
君
本
人
が
迫
り
出
し

て
く
る
。

新
春
用
の
衣
配
り
で
源
氏
が
選
ん
だ
の
は
、
紫
上
自
身
に
は
紅
梅
・
葡
萄
染
め
・

薄
紅
梅
の
高
貴
さ
を
示
す
紅
系
統
の
グ
ラ
デ
ー
シ
ョ
ン
だ
が
、
明
石
君
に
は
「
梅
の

折
れ
枝
、
蝶
、
鳥
飛
び
ち
が
ひ
、
唐
め
い
た
る
白
き
小
袿
」
で
、
「
思
ひ
や
り
気
高

き
を
」
と
見
た
紫
上
は
「
め
ざ
ま
し
」
（
玉
鬘
一
三
六
）
と
お
も
し
ろ
く
な
い
。

新
春
元
旦
の
夕
べ
、
女
君
た
ち
の
許
を
順
に
訪
れ
て
祝
う
源
氏
は
、
暮
れ
方
、
最

後
の
明
石
君
の
許
で
「
新
し
き
年
の
御
騒
が
れ
も
や
」
と
紫
上
を
気
づ
か
い
な
が
も
、

「
こ
な
た
に
泊
ま
」
っ
て
し
ま
う
。
明
石
女
の
寵
愛
は
格
別
と
女
君
た
ち
が
穏
や
か

で
な
い
な
か
、
紫
上
の
許
で
は
「
ま
し
て
め
ざ
ま
し
が
る
人
々
あ
り
」
と
、
女
房
た

ち
の
反
応
が
語
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
紫
上
の
感
情
で
も
あ
っ
た
ろ
う
。

年
月
を
経
て
、
明
石
姫
の
入
内
に
際
し
、
明
石
君
を
お
付
き
の
後
見
役
と
し
た
時
、

初
め
て
対
面
す
る
が
、
そ
の
時
に
も
紫
上
の
感
情
は
持
続
し
て
い
た
ら
し
い
。

⑼
も
の
な
ど
う
ち
言
ひ
た
る
け
は
ひ
な
ど
、
む
べ
こ
そ
は
と
め
ざ
ま
し
う
見
た
ま

ふ
。
ま
た
い
と
気
高
う
盛
り
な
る
御
気
色
を
、
か
た
み
に
め
で
た
し
と
見
て
、

そ
こ
ら
の
御
中
に
も
す
ぐ
れ
た
る
御
心
ざ
し
に
て
並
び
な
き
さ
ま
に
定
ま
り
た

ま
ひ
け
る
も
、
い
と
こ
と
わ
り
と
思
ひ
知
ら
る
る
に
、
か
う
ま
で
立
ち
並
び
き

こ
ゆ
る
契
り
お
ろ
か
な
り
や
は
と
思
ふ
も
の
か
ら
、
御
輦
車
な
ど
許
さ
れ
た
ま

ひ
て
、
女
御
の
御
あ
り
さ
ま
に
異
な
ら
ぬ
を
、
思
ひ
く
ら
ぶ
る
に
、
さ
す
が
な

る
身
の
程
な
り
。

（
藤
裏
葉
四
五
一
）

紫
上
は
明
石
君
の
も
の
言
い
や
態
度
に
接
し
て
、
な
る
ほ
ど
、
源
氏
の
心
を
捉
え
る

だ
け
の
こ
と
は
あ
る
な
、
受
領
の
娘
な
の
に
と
「
め
ざ
ま
し
う
」
思
う
。
明
石
君
は

紫
上
の
気
高
い
女
盛
り
の
容
姿
を
、
多
く
の
女
君
の
な
か
で
源
氏
に
熱
愛
さ
れ
正
妻

格
の
地
位
を
得
た
の
も
も
っ
と
も
と
理
解
す
る
。
紫
上
は
本
人
に
初
め
て
接
し
て
、

こ
れ
だ
か
ら
と
「
許
し
な
く
」
思
っ
た
感
情
の
淵
源
を
再
認
識
し
た
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
「
め
ざ
ま
し
」
と
い
う
感
情
が
よ
く
わ
か
る
。
朝
顔
巻
の
女
君
評
で
、
源

氏
は
明
石
君
を
「
こ
の
数
に
も
あ
ら
ず
貶
め
た
ま
ふ
山
里
の
人
」
と
言
っ
て
い
る
が
、

こ
れ
を
紫
上
が
明
石
君
に
抱
く
「
め
ざ
ま
し
」
と
同
じ
と
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

明
石
君
を
「
数
に
も
あ
ら
ず
」
と
見
る
の
は
当
時
の
身
分
社
会
で
は
自
明
の
こ
と
で

あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
「
貶
め
」
る
だ
け
で
は
「
め
ざ
ま
し
」
と
は
な
ら
な
い
。

源
氏
は
明
石
入
道
の
代
作
返
歌
を
「
書
き
ざ
ま
よ
し
ば
み
た
り
。
げ
に
も
す
き
た
る

か
な
と
め
ざ
ま
し
う
」
（
明
石
二
四
九
）
見
て
い
る
が
、
そ
れ
は
入
道
の
風
趣
を
認

め
て
こ
そ
の
「
め
ざ
ま
し
」
で
あ
っ
た
。
「
め
ざ
ま
し
」
の
中
核
は
意
外
性
衝
撃
性

だ
が
、
そ
う
感
じ
る
の
が
上
位
の
者
だ
と
い
う
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
意
外

性
は
下
位
に
あ
る
者
や
劣
位
に
あ
る
者
の
、
分
を
超
え
た
優
秀
さ
を
認
め
た
時
に
生

じ
る
。
言
い
か
え
れ
ば
、
「
め
ざ
ま
し
」
は
上
位
に
あ
る
者
、
自
身
の
優
位
を
自
明

の
も
の
と
考
え
て
い
る
者
が
、
下
位
の
者
に
浸
食
さ
れ
た
と
感
じ
た
と
き
の
、
防
御

す
る
思
い
か
ら
発
す
る
感
情
だ
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。
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四

自
己
卑
下
ー
明
石
君
、
そ
し
て
紫
上
へ
ー

下
位
に
あ
る
者
も
そ
の
こ
と
を
知
悉
し
て
い
る
。
そ
れ
が
明
石
君
で
あ
る
。

⑽
人
の
御
あ
り
さ
ま
も
こ
こ
ら
の
人
の
御
中
に
す
ぐ
れ
た
ま
へ
る
に
こ
そ
は
、
と

思
ひ
や
ら
れ
て
、
数
な
ら
ぬ
人
の
並
び
き
こ
ゆ
べ
き
お
ぼ
え
に
も
あ
ら
ぬ
を
、

さ
す
が
に
、
立
ち
出
で
て
、
人
も
め
ざ
ま
し
と
思
す
こ
と
や
あ
ら
む
、
わ
が
身

は
と
て
も
か
く
て
も
同
じ
こ
と
、
生
ひ
さ
き
遠
き
人
の
御
上
も
、
つ
ひ
に
は
か

の
御
心
に
か
か
る
べ
き
に
こ
そ
あ
め
れ
、

（
薄
雲
四
二
八
）

源
氏
か
ら
娘
を
紫
上
の
養
女
に
と
望
ま
れ
た
時
、
明
石
君
は
悩
む
。
源
氏
は
紫
上
が

子
煩
悩
だ
と
安
心
さ
せ
た
が
、
好
色
の
噂
が
高
か
っ
た
源
氏
が
紫
上
に
定
ま
っ
た
の

は
宿
世
も
あ
る
が
、
人
柄
も
あ
ま
た
の
女
人
の
な
か
で
際
立
っ
て
す
ぐ
れ
て
い
る
の

だ
ろ
う
と
推
測
し
、
数
な
ら
ぬ
自
分
が
立
ち
並
べ
る
身
分
で
も
な
い
の
に
、
娘
を
連

れ
て
二
条
東
院
に
移
り
住
ん
だ
ら
紫
上
に
「
め
ざ
ま
し
」
と
思
わ
れ
る
だ
ろ
う
、
と

危
惧
し
て
い
る
。
「
め
ざ
ま
し
」
と
思
わ
れ
る
と
予
測
す
る
以
上
、
明
石
君
は
紫
上

に
と
っ
て
自
身
が
脅
威
と
な
る
と
考
え
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
女
と
し
て
で

あ
ろ
う
。
紫
上
は
明
石
君
を
源
氏
を
惹
き
つ
け
る
女
と
し
て
「
め
ざ
ま
し
」
と
思
う

が
、
⑵
⑶
の
時
点
で
は
娘
を
奪
っ
た
と
同
情
も
し
て
い
る
。
⑻
以
降
は
そ
れ
も
な
い
。

明
石
君
は
紫
上
に
卑
下
し
て
生
き
て
い
く
姿
が
め
だ
ち
、
忍
従
の
日
々
を
過
ご
し

て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
き
た
。
こ
う
し
た
、
目
下
で
劣
る
者
が
、
自
身
が
「
め
ざ
ま

し
」
と
思
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
と
卑
下
す
る
の
は
、
源
氏
物
語
独
自
の
用
法
な
の
だ
が
、

明
石
君
は
初
音
巻
の
元
旦
で
は
源
氏
の
泊
ま
り
を
誘
う
演
出
を
す
る
な
ど
、
そ
れ
な

り
に
手
管
を
尽
く
し
て
い
る
。
明
石
君
は
娘
の
件
で
は
忍
従
し
た
で
あ
ろ
う
が
、
自

身
の
女
と
し
て
の
魅
力
も
知
悉
し
て
い
て
、
そ
れ
な
り
に
努
め
対
応
し
て
い
る
。

そ
う
し
た
意
識
は
、
若
菜
上
巻
で
女
三
宮
降
嫁
を
受
け
い
れ
た
紫
上
に
も
存
し
て

い
た
の
で
は
な
い
か
。
年
月
を
経
て
、
今
度
は
紫
上
が
、
明
石
君
同
様
、
自
身
が
「
め

ざ
ま
し
」
と
思
わ
れ
る
立
場
と
な
っ
て
し
ま
う
〈
注
９
〉
。

⑾
い
か
が
お
ぼ
さ
む
と
思
す
に
い
と
つ
れ
な
く
て
、
「
あ
は
れ
な
る
御
譲
り
に
こ

そ
は
あ
な
れ
。
こ
こ
に
は
、
い
か
な
る
心
を
置
き
た
て
ま
つ
る
べ
き
に
か
。
め

ざ
ま
し
く
、
か
く
て
な
ど
咎
め
ら
る
ま
じ
く
は
、
心
安
く
て
も
は
べ
な
む
を
、

か
の
母
女
御
の
御
方
ざ
ま
に
て
も
、
疎
か
ら
ず
思
し
数
ま
へ
て
む
や
」
と
卑
下

し
た
ま
ふ
を
、

（
若
菜
上
五
二
）

源
氏
が
女
三
宮
の
降
嫁
を
承
引
し
た
と
告
げ
た
時
、
紫
上
の
反
応
は
、
予
想
外
の
も

の
で
あ
っ
た
。
紫
上
は
自
身
が
女
三
宮
か
ら
「
め
ざ
ま
し
」
と
南
町
居
住
を
咎
め
ら

れ
る
可
能
性
を
述
べ
、
女
三
宮
の
母
女
御
は
父
式
部
宮
の
異
母
妹
だ
か
ら
、
私
を
そ

の
緣
と
考
え
て
く
だ
さ
れ
ば
、
と
卑
下
す
る
。
劣
り
腹
の
女
王
と
鍾
愛
さ
れ
る
内
親

王
と
で
は
格
差
が
あ
り
過
ぎ
る
。
こ
こ
は
そ
れ
を
意
識
し
た
も
の
言
い
で
、
女
三
宮

に
対
し
て
卑
下
す
る
か
ら
に
は
、
自
身
が
女
三
宮
に
「
め
ざ
ま
し
」
と
思
わ
せ
る
だ

け
の
立
場
を
持
っ
て
い
る
と
自
負
し
て
の
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
と
同
時
に
、
こ

の
言
い
よ
う
で
源
氏
に
そ
れ
と
な
く
愛
の
確
認
を
し
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
か
。

紫
上
の
場
合
が
悲
劇
に
繋
が
る
の
は
、
明
石
君
が
紫
上
に
対
し
て
自
身
を
「
め
ざ

ま
し
」
と
卑
下
し
、
紫
上
も
明
石
君
を
「
め
ざ
ま
し
」
と
思
う
緊
張
関
係
に
あ
る
の

に
、
女
三
宮
が
紫
上
に
対
し
て
お
も
し
ろ
か
ら
ず
思
う
と
は
一
言
も
語
ら
れ
な
い
と

こ
ろ
に
あ
ろ
う
。
女
三
宮
は
「
何
心
も
な
く
」
、
紫
上
を
対
抗
者
慮
外
者
と
意
識
し

な
い
。
「
め
ざ
ま
し
」
と
思
う
の
は
乳
母
た
ち
や
世
間
で
あ
る
。

⑿
御
乳
母
な
ど
や
う
の
老
い
し
ら
へ
る
人
々
ぞ
、
い
で
や
、
こ
の
御
あ
り
さ
ま
一

所
こ
そ
め
で
た
け
れ
、
め
ざ
ま
し
き
こ
と
は
あ
り
な
む
か
し
、
と
う
ち
ま
ぜ
て

思
ふ
も
あ
り
け
る
。

（
若
菜
上
七
三
）

⒀
「
院
の
、
あ
ま
た
の
御
中
に
、
ま
た
並
び
な
き
や
う
に
な
ら
は
し
き
こ
え
た
ま

ひ
し
に
、
さ
し
も
等
し
か
ら
ぬ
際
の
御
方
々
に
た
ち
ま
じ
り
、
め
ざ
ま
し
げ
な

る
こ
と
も
あ
り
ぬ
べ
く
こ
そ
。
い
と
よ
く
聞
き
は
べ
り
や
。
」（
若
菜
下
二
二
〇
）

⑿
は
婚
姻
四
日
目
、
乳
母
ら
が
、
初
め
て
昼
間
に
訪
れ
た
源
氏
の
立
派
な
姿
に
接
し

て
、
釣
り
合
う
は
ず
も
な
い
宮
を
思
い
、
「
め
ざ
ま
し
き
こ
と
は
あ
り
な
む
か
し
」

と
紫
上
の
存
在
を
警
戒
し
て
い
る
。
ま
た
⒀
で
は
紫
上
発
病
の
後
、
柏
木
が
、
女
三
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宮
は
朱
雀
院
が
あ
ま
た
の
御
子
の
中
で
二
人
と
な
い
ほ
ど
か
わ
い
が
っ
て
お
ら
れ
た

の
に
、
格
下
の
妾
妻
と
一
緒
に
扱
わ
れ
て
「
め
ざ
ま
し
げ
な
る
こ
と
」
も
あ
る
に
違

い
な
い
と
義
憤
に
か
ら
れ
て
い
る
。
女
三
宮
を
想
う
あ
ま
り
の
極
端
な
言
い
条
だ
が

世
間
の
考
え
を
言
い
表
し
て
い
よ
う
。
紫
上
の
包
囲
網
は
大
き
い
。
明
石
君
は
⑼
の

対
面
で
、
紫
上
が
源
氏
の
心
を
射
止
め
、
愛
さ
れ
続
け
て
い
る
こ
と
、
明
石
姫
入
内

時
に
示
さ
れ
た
社
会
的
地
位
か
ら
そ
の
優
位
を
認
め
、
若
菜
下
巻
で
も
源
氏
に
「
め

ざ
ま
し
き
」
者
な
の
に
よ
く
し
て
い
た
だ
い
て
と
語
っ
て
、
卑
下
し
続
け
て
い
る
。

し
か
し
、
紫
上
の
方
は
、
女
三
宮
の
許
に
出
向
い
て
挨
拶
し
、
源
氏
と
の
間
に
も

「
へ
だ
て
」
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
て
い
く
〈
注

〉
。
明
石
女
御
に
は
慕
わ
れ
て
も
、

10

第
二
部
の
紫
上
の
状
況
は
安
定
し
た
も
の
と
は
け
っ
し
て
い
え
な
い
の
で
あ
る
。

五

「
む
つ
ま
し
」
「
親
し
」

で
は
、
⑴
の
若
宮
誕
生
に
よ
っ
て
、
紫
上
の
明
石
君
に
対
す
る
感
情
が
「
む
つ
ま

し
」
に
変
化
し
た
と
い
う
「
む
つ
ま
し
」
は
何
を
意
味
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

平
安
時
代
の
語
を
考
え
る
際
、
現
代
語
と
語
形
が
同
じ
だ
と
、
や
や
も
す
る
と
、

語
義
も
同
じ
と
解
し
て
し
ま
い
が
ち
で
あ
る
。
「
む
つ
ま
し
」
も
そ
う
し
た
語
の
一

つ
で
、
類
義
語
と
の
相
異
が
充
分
に
検
討
さ
れ
な
か
っ
た
の
が
一
因
と
思
わ
れ
る
。

「
む
つ
ま
し
」
の
類
義
語
は
「
親
し
」
で
、
い
ず
れ
も
「
う
と
し
」
を
対
義
語
と

す
る
。
形
容
詞
の
機
能
か
ら
考
察
し
た
以
前
、
「
む
つ
ま
し
」
は
感
情
形
容
詞
、
「
親

し
」
は
評
価
形
容
詞
と
述
べ
た
〈
注

〉
。
こ
こ
で
は
ど
ん
な
人
物
間
で
、
ど
ん
な

11

事
態
状
況
に
用
い
ら
れ
て
い
る
か
か
ら
み
て
い
こ
う
。

つ
ぎ
の
表
は
こ
の
二
語
が
用
い
ら
れ
た
関
係
を
、
血
縁
姻
戚
の
「
親
族
」
関
係
、

帝
と
臣
下
、
主
人
と
家
司
・
女
房
の
主
従
関
係
、
官
僚
機
構
な
ど
の
「
上
下
」
関
係
、

夫
婦
や
友
人
同
僚
、
そ
の
他
の
「
情
愛
」
関
係
に
分
類
し
て
い
る
。
な
お
、
う
つ
ほ

物
語
に
は
「
む
つ
ま
し
き
疎
き
」
と
詠
む
和
歌
、
源
氏
物
語
に
は
夕
顔
の
火
葬
の
煙

が
の
ぼ
る
空
を
「
む
つ
ま
し
」
と
想
う
和
歌
が
認
め
ら
れ
る
が
、
こ
れ
ら
は
「
情
愛
」

関
係
の
「
そ
の
他
」
に
含
め
て
い
る
。
ち
な
み
に
八
代
集
の
「
そ
の
他
」
五
例
も
、

女
郎
花
や
松
、
ほ
と
と
ぎ
す
、
宇
治
の
地
名
の
、
人
間
以
外
に
対
し
て
で
あ
る
。
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知
ら
れ
る
よ
う
に
、
「
む
つ
ま
し
」
は
伊
勢
物
語
以
降
連
綿
と
用
い
ら
れ
て
い
る

が
、
「
親
し
」
は
和
歌
に
用
い
ら
れ
ず
、
散
文
も
落
窪
物
語
と
う
つ
ほ
物
語
に
二
例

ず
つ
に
す
ぎ
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
源
氏
物
語
で
は
「
む
つ
ま
し
」
六
八
例
、「
親
し
」

六
二
例
と
拮
抗
し
て
い
る
。
古
今
集
仮
名
序
に
は
「
世
に
わ
び
、
親
し
か
り
し
も
疎

く
な
り
」
と
認
め
ら
れ
る
か
ら
「
親
し
」
が
存
し
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
。「
親
し
」

は
源
氏
物
語
に
な
っ
て
多
用
さ
れ
た
語
だ
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

辞
書
で
は
「
親
し
」
は
本
来
的
な
血
縁
関
係
が
な
い
者
間
に
、
「
む
つ
ま
し
」
は

男
女
間
に
多
く
用
い
る
と
説
い
て
お
り
〈
注

〉
、
近
年
の
『
古
典
基
礎
語
辞
典
』（
角

12

川
学
芸
出
版
、
二
〇
一
一
年
一
〇
月
）
に
至
っ
て
は
血
縁
を
、
親
子
兄
弟
の
「
内
」

と
、
親
代
わ
り
や
異
腹
の
兄
妹
、
従
姉
妹
叔
父
甥
婿
な
ど
の
「
外
」
と
に
分
け
、「
む

つ
ま
し
」
は
「
内
」
と
夫
婦
関
係
に
あ
る
者
間
に
用
い
る
と
説
く
。

し
か
し
な
が
ら
、
「
夫
婦
」
間
の
「
む
つ
ま
し
」
は
、
伊
勢
物
語
に
紀
有
常
と
妻

に
一
例
、
う
つ
ほ
物
語
に
帝
と
女
御
間
に
三
例
、
源
氏
物
語
で
も
帝
と
女
御
間
に
三

例
、
源
氏
と
花
散
里
に
一
例
の
計
四
例
に
す
ぎ
な
い
。
夫
婦
関
係
を
主
な
用
法
と
説

く
の
は
用
例
の
少
な
さ
か
ら
肯
ん
ぜ
ら
れ
な
い
。
あ
る
い
は
後
撰
集
と
拾
遺
集
で
「
む

つ
ま
し
き
妹
背
の
山
の
な
か
」
（
後
撰
二
一
四
）
「
む
つ
ま
し
き
妹
背
の
仲
」
（
拾
遺

一
〇
九
五
）
と
詠
ん
で
い
る
の
が
影
響
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

「
親
族
」
間
で
も
、
落
窪
物
語
で
は
「
親
し
」
は
姪
と
叔
母
の
「
外
」
と
同
腹
の

兄
弟
の
「
内
」
の
混
在
、
「
む
つ
ま
し
」
は
婿
と
義
母
の
「
外
」
二
例
、
う
つ
ほ
物

語
の
「
む
つ
ま
し
」
も
親
子
の
「
内
」
二
例
と
、
他
は
異
腹
の
兄
弟
姉
妹
、
甥
・
婿

・
義
母
の
「
外
」
九
例
で
混
在
。
源
氏
物
語
で
も
親
子
は
「
む
つ
ま
し
」
だ
け
だ
が
、

兄
弟
姉
妹
、
叔
父
甥
従
兄
弟
、
養
子
姻
戚
は
「
む
つ
ま
し
」
九
例
と
「
親
し
」
一
六

例
で
「
内
」
「
外
」
い
ず
れ
に
も
用
い
ら
れ
て
い
る
。
「
む
つ
ま
し
」
「
親
し
」
の
相

異
は
、
血
縁
・
非
血
縁
や
、
男
女
間
か
否
か
で
は
解
け
な
い
の
で
あ
る
。

で
は
、
相
異
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
、
そ
れ
を
、
両
語
と
も
に
認
め
ら
れ
、
数
値
も

似
て
い
る
源
氏
物
語
か
ら
み
て
い
こ
う
。

さ
て
、
源
氏
物
語
で
両
語
が
多
用
さ
れ
て
い
る
の
は
「
上
下
」
関
係
だ
が
、
そ
の

う
ち
、
「
臣
下
」
は
「
親
し
」
だ
け
で
、
「
む
つ
ま
し
」
は
認
め
ら
れ
な
い
。

⒁
衛
門
督
の
君
も
院
に
常
に
参
り
、
親
し
く
さ
ぶ
ら
ひ
馴
れ
た
ま
ひ
し
人
な
れ
ば

こ
の
宮
を
父
帝
の
か
し
づ
き
あ
が
め
た
て
ま
つ
り
た
ま
ひ
し
御
心
お
き
て
な
ど

く
は
し
く
見
た
て
ま
つ
り
お
き
て

（
若
菜
下
一
三
五
）

⒂
若
宮
の
御
恋
し
さ
の
み
思
ほ
し
出
で
つ
つ
、
親
し
き
女
房
、
御
乳
母
な
ど
を
遣

は
し
つ
つ
あ
り
さ
ま
を
聞
こ
し
め
す
。

（
桐
壺
二
六
）

⒁
は
柏
木
が
朱
雀
院
に
常
に
参
上
し
、
親
し
く
伺
候
し
て
い
た
の
で
、
女
三
宮
を
幼

少
時
か
ら
大
切
に
お
育
て
に
な
っ
た
次
第
を
拝
察
し
て
い
た
、
そ
の
た
め
思
慕
す
る

こ
と
と
な
っ
た
と
明
か
し
て
お
り
、
⒂
は
桐
壺
帝
が
、
母
更
衣
の
死
で
里
に
下
が
っ

た
若
宮
恋
し
さ
に
親
し
い
女
房
や
乳
母
を
使
者
と
し
て
派
遣
し
、
様
子
を
尋
ね
さ
せ

て
い
る
と
い
う
。
「
臣
下
」
は
⒁
の
よ
う
に
廷
臣
と
し
て
帝
や
院
に
伺
候
し
た
り
、

⒂
の
よ
う
に
帝
の
命
で
女
房
が
弔
問
に
派
遣
さ
れ
た
り
、
中
宮
職
の
役
人
が
諸
事
を

処
理
し
た
り
と
、
職
務
や
役
目
を
命
じ
ら
れ
こ
な
し
て
い
る
。
そ
れ
を
「
親
し
」
と

す
る
の
は
職
務
を
こ
な
す
過
程
で
内
情
を
仄
聞
し
た
り
、
内
意
を
承
る
程
度
に
、
帝

に
近
し
い
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。
野
分
の
段
の
使
者
は
靫
負
命
婦
が
務
め
、
桐
壺
帝

に
藤
壺
宮
の
容
姿
を
伝
え
た
の
は
、
先
帝
に
も
仕
え
て
い
た
桐
壺
帝
付
き
の
典
侍
で
、

母
后
の
御
殿
に
も
「
親
し
く
参
り
馴
れ
」
て
い
た
と
説
明
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
お
そ

ら
く
使
者
と
し
て
頻
繁
に
派
遣
さ
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
。

で
は
、
用
例
数
も
多
い
「
家
司
随
身
」
は
ど
う
か
。

⒃
「
紀
伊
守
に
て
親
し
く
仕
う
ま
つ
る
人
の
、
中
川
の
わ
た
り
な
る
家
な
む
、
こ

の
ご
ろ
水
堰
き
入
れ
て
、
涼
し
き
蔭
に
は
べ
る
」
と
聞
こ
ゆ
。
（
中
略
）
い
と

忍
び
て
、
こ
と
さ
ら
に
こ
と
ご
と
し
か
ら
ぬ
所
を
と
、
急
ぎ
出
で
た
ま
へ
ば
、

大
臣
に
も
聞
こ
え
た
ま
は
ず
、
御
供
に
も
む
つ
ま
し
き
限
り
し
て
お
は
し
ま
し

ぬ
。

（
帚
木
九
二
）

帝
の
物
忌
み
で
五
月
雨
の
宿
直
を
続
け
、
品
定
め
で
明
か
し
た
翌
日
、
源
氏
は
久
し
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ぶ
り
に
葵
上
を
訪
れ
る
が
、
従
者
に
、
宮
中
か
ら
左
大
臣
邸
は
中
神
が
い
る
方
角
で

塞
が
っ
て
い
る
と
知
ら
さ
れ
、
方
違
え
先
は
左
大
臣
家
に
仕
え
る
紀
伊
守
の
家
が
適

切
と
進
言
さ
れ
る
。
涼
し
げ
な
普
請
を
し
た
ば
か
り
と
の
話
で
、
そ
こ
に
通
う
女
が

い
る
わ
け
で
も
な
い
か
ら
、
源
氏
は
「
い
と
よ
か
な
り
」
と
急
遽
、
左
大
臣
に
も
告

げ
ず
に
出
か
け
る
。
そ
の
供
に
従
え
た
の
は
「
む
つ
ま
し
き
」
者
ば
か
り
だ
と
い
う
。

「
親
し
」
は
「
仕
う
ま
つ
る
」
を
修
飾
す
る
よ
う
に
、
配
下
と
し
て
仰
せ
の
ま
ま
に

種
々
の
仕
事
を
す
る
者
で
、
彼
ら
は
主
に
家
政
を
処
理
す
る
。
源
氏
の
須
磨
流
謫
で

は
残
留
し
て
諸
事
を
行
う
よ
う
命
じ
ら
れ
た
り
、
祝
宴
を
執
り
行
っ
た
り
、
明
石
に

派
遣
さ
れ
た
り
と
、
職
務
や
命
じ
ら
れ
た
役
目
を
こ
な
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
、「
親

し
」
と
さ
れ
る
家
司
受
領
の
紀
伊
守
は
「
下
に
嘆
」
い
て
迷
惑
が
る
も
、
源
氏
の
方

違
え
を
受
け
容
れ
ざ
る
を
得
な
い
。
対
し
て
、
源
氏
の
供
を
す
る
「
む
つ
ま
し
き
」

者
は
、
源
氏
に
進
言
し
た
り
、
こ
っ
そ
り
出
か
け
る
源
氏
に
付
き
従
っ
て
い
る
。

「
親
し
」
に
は
限
界
が
あ
る
。
葵
巻
で
若
紫
と
光
源
氏
が
新
枕
を
交
わ
し
、
秘
密

裏
に
三
日
夜
の
餅
を
食
し
た
時
、
準
備
し
た
の
は
腹
心
の
惟
光
だ
が
、
翌
朝
、
餅
の

箱
を
下
げ
た
時
に
「
親
し
き
か
ぎ
り
の
人
々
思
ひ
合
は
す
る
こ
と
ど
も
あ
り
け
る
」

（
葵
七
四
）
と
、
身
近
に
仕
え
る
女
房
た
ち
だ
け
は､

餅
の
箱
を
見
つ
け
て
初
め
て

婚
姻
が
行
わ
れ
た
と
悟
っ
て
い
る
。「
親
し
」
は
「
家
司
」
四
例
、「
宮
人
」「
宮
司
」

「
殿
人
」
「
家
人
」
を
連
体
修
飾
し
て
お
り
、
伺
候
や
使
者
な
ど
廷
臣
と
し
て
の
職

務
や
権
門
の
主
人
か
ら
命
じ
ら
れ
た
仕
事
を
こ
な
す
者
、
公
の
職
務
や
仕
事
を
務
め

る
者
に
用
い
て
い
る
が
、
身
近
に
仕
え
る
女
房
で
も
職
務
に
限
定
さ
れ
、
何
か
ら
何

ま
で
知
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

一
方
、
「
む
つ
ま
し
」
は
主
人
の
個
人
的
な
事
柄
を
こ
な
す
者
に
用
い
て
い
る
。

光
源
氏
の
場
合
は
、
某
院
を
管
理
す
る
親
子
や
四
九
日
の
願
文
を
書
か
せ
た
博
士
な

ど
、
夕
顔
巻
の
五
例
は
す
べ
て
、
秘
密
裏
に
某
院
を
訪
ね
て
女
の
頓
死
に
遭
遇
し
た

事
態
と
そ
の
始
末
に
認
め
ら
れ
る
。
お
忍
び
で
北
山
に
瘧
病
の
加
持
に
赴
く
時
、
野

宮
に
六
条
御
息
所
を
訪
ね
る
時
、
須
磨
退
隠
で
都
を
離
れ
る
前
に
父
院
の
山
陵
を
参

拝
す
る
時
、
若
菜
上
巻
で
年
を
経
て
朧
月
夜
尚
侍
と
密
会
す
る
時
な
ど
、
お
忍
び
の

折
に
は
「
む
つ
ま
し
き
」
者
を
伴
い
、
前
斎
宮
入
内
で
は
、
自
身
が
表
面
に
出
ら
れ

な
い
の
で
殿
舎
等
の
準
備
を
「
む
つ
ま
し
」
き
修
理
宰
相
に
さ
せ
て
い
る
。

興
味
深
い
の
は
頭
中
将
が
、
源
氏
が
母
の
大
宮
を
訪
ね
た
と
聞
い
て
、
す
ぐ
さ
ま

「
御
子
ど
も
の
君
達
、
む
つ
ま
し
う
さ
る
べ
き
廷
臣
た
ち
奉
り
た
ま
ふ
」
（
行
幸
三

〇
三
）
と
子
息
と
共
に
家
司
と
し
て
出
入
り
し
て
い
る
殿
上
人
を
差
し
向
け
て
供
応

の
準
備
を
さ
せ
て
い
る
こ
と
で
、
光
源
氏
に
か
ぎ
ら
ず
、
権
門
貴
族
は
平
素
か
ら
そ

れ
ぞ
れ
の
系
列
下
の
者
を
私
事
に
使
っ
て
い
た
と
よ
く
わ
か
る
。
し
た
が
っ
て
、
夕

霧
も
ま
た
、
仲
を
裂
か
れ
た
雲
居
雁
へ
の
文
使
い
や
、
落
葉
宮
の
小
野
に
突
然
泊
ま

る
と
決
め
た
時
の
諸
事
を
託
す
者
に
、
薫
も
浮
舟
説
得
に
隠
れ
家
へ
派
遣
す
る
弁
に

付
き
添
わ
せ
る
下
臈
侍
、
浮
舟
を
京
に
迎
え
る
準
備
を
託
す
者
た
ち
、
浮
舟
の
葬
儀

や
四
九
日
の
法
事
を
手
配
さ
せ
る
者
、
浮
舟
へ
の
手
紙
を
託
す
小
君
に
付
き
添
わ
せ

る
者
に
、
匂
宮
が
薫
の
ふ
り
を
し
て
浮
舟
に
忍
ん
で
い
く
供
に
「
む
つ
ま
し
」
が
用

い
ら
れ
て
い
る
。
「
む
つ
ま
し
」
は
貴
人
が
内
密
に
出
か
け
た
り
、
事
を
運
ん
だ
り

す
る
際
の
諸
事
を
担
う
者
で
、
そ
れ
ゆ
え
信
頼
さ
れ
目
を
か
け
ら
れ
て
い
る
。
「
む

つ
ま
し
」
き
者
は
、
内
情
を
洩
ら
さ
な
い
、
信
用
で
き
る
者
と
し
て
、
主
人
が
好
意

を
持
っ
て
遇
す
る
者
で
、
職
務
を
務
め
る
だ
け
の
「
親
し
」
き
者
よ
り
も
、
主
人
に

よ
り
近
い
存
在
と
い
え
よ
う
。

先
行
す
る
落
窪
物
語
で
も
道
頼
は
先
駆
け
を
「
む
つ
ま
し
き
」
者
に
さ
せ
て
お
り
、

う
つ
ほ
物
語
で
も
兼
雅
は
お
忍
び
で
俊
蔭
女
と
仲
忠
を
迎
え
に
行
く
時
は
「
む
つ
ま

し
き
限
り
の
人
」
を
従
え
、
仲
忠
も
祖
父
俊
蔭
の
故
地
、
京
極
に
赴
き
藏
を
開
封
す

る
時
に
は
「
む
つ
ま
し
き
人
」
を
供
に
し
て
い
る
。
一
方
、
「
親
し
」
は
女
三
宮
や

女
御
の
あ
て
宮
に
、
臣
下
と
し
て
奉
仕
す
る
場
合
に
認
め
ら
れ
る
。

「
親
し
き
殿
上
人
、
む
つ
ま
し
き
上
達
部
」
と
並
列
す
る
場
合
は
、
源
氏
や
頭
中

将
に
と
っ
て
家
司
と
な
る
系
列
下
の
四
位
五
位
は
「
親
し
」
で
、
同
僚
で
も
あ
る
上

達
部
は
「
む
つ
ま
し
」
と
好
意
を
持
ち
、
派
閥
と
し
て
連
係
す
る
存
在
と
な
ろ
う
か
。
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こ
う
し
た
相
違
が
よ
く
わ
か
る
の
は
源
氏
と
空
蝉
の
弟
小
君
の
場
合
で
あ
る
。

⒄

昔
、
童
に
て
い
と
む
つ
ま
し
う
ら
う
た
き
も
の
に
し
た
ま
ひ
し
か
ば
、
か
う

ぶ
り
な
ど
得
し
ま
で
、
こ
の
御
徳
に
隠
れ
た
り
し
を
、
お
ぼ
え
ぬ
世
の
騒
ぎ
あ

り
し
こ
ろ
、
も
の
の
聞
こ
え
に
憚
り
て
常
陸
に
下
り
し
を
ぞ
、
す
こ
し
心
置
き

て
年
ご
ろ
は
思
し
け
れ
ど
、
色
に
も
出
し
た
ま
は
ず
、
昔
の
や
う
に
こ
そ
あ
ら

ね
ど
、
な
ほ
親
し
き
家
人
の
う
ち
に
は
数
へ
た
ま
ひ
け
り
。

（
関
屋
三
六
一
）

こ
こ
で
は
小
君
に
「
む
つ
ま
し
」「
親
し
」
の
両
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
源
氏
は
、

小
君
を
空
蝉
へ
の
文
遣
い
や
手
引
き
に
召
し
使
っ
て
い
た
頃
は
「
む
つ
ま
し
う
ら
う

た
き
」
者
と
し
て
寵
遇
し
、
従
五
位
に
叙
せ
ら
れ
る
よ
う
目
を
か
け
て
い
た
の
だ
が
、

不
遇
時
に
保
身
を
図
っ
て
離
れ
て
い
っ
た
の
で
内
心
で
は
「
心
置
」
く
よ
う
に
な
っ

て
い
た
。
し
か
し
、
復
帰
し
た
今
は
「
親
し
き
家
人
」
、
召
し
使
う
系
列
の
一
人
と

し
て
は
扱
っ
て
い
た
と
い
う
。
信
頼
し
て
か
わ
い
が
る
「
む
つ
ま
し
」
と
、
配
下
と

し
て
掌
握
す
る
「
親
し
」
と
は
別
で
あ
る
。
源
氏
に
と
っ
て
小
君
を
系
列
に
置
い
て

お
く
こ
と
は
寛
仁
大
度
を
世
に
知
ら
し
め
る
う
え
で
価
値
が
あ
り
、
小
君
に
と
っ
て

は
源
氏
に
属
し
て
い
る
と
見
せ
る
こ
と
で
社
会
的
な
価
値
が
あ
る
。
「
親
し
」
は
対

象
と
の
関
わ
り
を
示
す
評
価
形
容
詞
、
「
む
つ
ま
し
」
は
対
象
へ
の
思
い
を
表
す
感

情
形
容
詞
で
、
こ
こ
で
は
「
親
し
」
と
「
む
つ
ま
し
」
を
過
去
と
現
在
と
で
対
照
的

に
使
い
分
け
て
、
派
閥
の
領
袖
た
る
源
氏
の
政
治
力
を
語
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

「
情
愛
」
関
係
は
ど
う
か
。
「
夫
婦
」
間
に
「
親
し
」
は
認
め
ら
れ
な
い
。
述
べ

た
よ
う
に
夫
婦
間
の
「
む
つ
ま
し
」
は
少
な
く
、
す
べ
て
夫
か
ら
妻
に
対
し
て
で
、

伊
勢
物
語
一
六
段
で
は
「
ま
こ
と
に
む
つ
ま
し
き
こ
と
こ
そ
な
か
り
け
れ
」
と
愛
情

が
薄
か
っ
た
こ
と
を
、
う
つ
ほ
物
語
で
は
三
例
す
べ
て
が
会
話
で
、
新
帝
が
太
后
や

当
人
に
「
む
つ
ま
し
く
頼
も
し
き
者
に
は
、
か
し
こ
を
な
む
」（
国
譲
下
三
九
九
）「
か

た
み
に
馴
ら
ひ
て
、
あ
は
れ
に
む
つ
ま
し
く
こ
そ
」
（
四
〇
〇
）
と
、
小
宮
を
「
む

つ
ま
し
」
と
語
る
が
、
あ
て
宮
を
立
后
さ
せ
、
あ
て
宮
腹
の
皇
子
を
立
太
子
さ
せ
た

今
、
宥
め
る
た
め
で
し
か
な
い
。
源
氏
物
語
の
桐
壺
帝
は
麗
景
殿
女
御
を
「
む
つ
ま

し
う
な
つ
か
し
き
方
に
は
思
し
た
れ
ど
」
（
花
散
里
五
六
）
時
め
か
な
か
っ
た
と
説

明
し
、
冷
泉
帝
か
ら
弘
徽
殿
女
御
へ
、
今
上
か
ら
女
二
宮
の
母
故
藤
壺
女
御
へ
の
「
む

つ
ま
し
」
も
愛
情
は
あ
っ
て
も
寵
遇
は
し
な
か
っ
た
説
明
、
源
氏
と
花
散
里
も
「
い

と
む
つ
ま
し
く
、
あ
り
が
た
か
ら
む
妹
背
の
契
り
ば
か
り
を
聞
こ
え
交
は
し
た
ま
ふ
」

（
初
音
一
四
七
）
と
、
も
は
や
褥
を
共
に
せ
ぬ
仲
と
な
っ
て
い
る
説
明
な
の
で
、
熱

愛
す
る
夫
婦
間
は
「
む
つ
ま
し
」
で
は
語
ら
れ
な
い
。
地
の
文
で
「
む
つ
ま
し
」
と

語
ら
れ
る
妻
は
、
い
わ
ば
、
次
善
の
愛
を
注
が
れ
る
存
在
な
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
源
氏
の
乳
母
子
惟
光
に
「
む
つ
ま
し
」
が
用
い
ら
れ
な
い
の
と
表
裏
で
あ

ろ
う
。
惟
光
は
「
む
つ
ま
し
」
を
遥
か
に
超
え
る
存
在
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
藤
壺
宮

に
と
っ
て
の
王
命
婦
も
そ
う
だ
ろ
う
。
「
む
つ
ま
し
」
と
語
ら
れ
る
「
家
司
随
身
」

「
女
房
」
は
側
近
や
腹
心
と
い
う
ほ
ど
で
は
な
い
が
、
権
門
に
と
っ
て
信
頼
で
き
る

内
輪
の
者
と
い
う
位
置
づ
け
な
の
で
あ
る
。

「
親
族
」
間
で
は
、
「
言
ふ
か
ひ
な
き
ほ
ど
の
齢
に
て
、
む
つ
ま
し
か
る
べ
き
人

に
も
立
ち
後
れ
は
べ
り
に
け
れ
ば
」
（
若
紫
二
一
八
）
「
人
う
と
き
御
癖
な
れ
ば
む
つ

ま
し
く
も
言
ひ
通
は
ず
」
（
蓬
生
三
三
二
）
と
、
「
む
つ
ま
し
」
は
温
か
な
関
係
の
表

現
と
い
う
よ
り
は
、
否
定
的
な
言
辞
で
語
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。

こ
う
し
て
み
る
と
、
「
む
つ
ま
し
」
は
「
夫
婦
」
間
で
も
帝
か
ら
女
御
へ
、
源
氏

か
ら
妾
妻
へ
と
、
上
位
か
ら
下
位
に
対
し
て
用
い
ら
れ
、
「
親
族
」
間
で
も
「
む
つ

ま
し
か
る
べ
き
」
な
の
に
そ
う
で
は
な
い
と
否
定
的
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、

「
む
つ
ま
し
」
も
、
「
親
し
」
と
同
じ
く
、
た
ぶ
ん
に
上
位
か
ら
下
位
へ
の
視
線
を

含
ん
だ
語
な
の
で
あ
る
。

「
親
し
」
は
上
位
者
と
の
関
係
を
説
明
す
る
語
、
「
む
つ
ま
し
」
は
上
位
者
が
下

位
者
に
向
け
て
抱
く
、
信
頼
を
旨
と
し
た
好
意
の
情
を
語
る
語
で
、
会
話
が
多
い
う

つ
ほ
物
語
が
作
中
人
物
の
関
係
を
も
っ
ぱ
ら
感
情
面
の
「
む
つ
ま
し
」
で
描
く
の
に

対
し
て
、
源
氏
物
語
は
配
下
た
る
説
明
の
「
親
し
」
と
感
情
表
現
の
「
む
つ
ま
し
」

を
使
い
分
け
て
、
人
と
人
と
の
微
妙
な
関
係
を
描
出
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
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で
は
、
⑴
の
紫
上
が
明
石
君
に
抱
く
よ
う
に
な
っ
た
「
む
つ
ま
し
」
は
ど
う
か
。

「
や
む
ご
と
な
し
」
と
大
切
に
思
い
は
す
る
も
の
の
、
後
見
役
の
女
房
だ
か
ら
同
格

で
は
な
く
、
目
を
か
け
好
意
を
抱
く
存
在
と
な
っ
た
と
い
う
に
す
ぎ
な
い
。
「
友
人

同
僚
」
は
う
つ
ほ
物
語
の
仲
忠
と
祐
澄
・
涼
、
仁
寿
殿
女
御
と
俊
蔭
女
、
源
氏
物
語

で
も
源
氏
と
上
達
部
の
よ
う
に
、
出
自
や
社
会
的
地
位
が
同
等
で
も
上
位
か
ら
で
あ

る
。
紫
上
の
感
情
が
「
む
つ
ま
し
」
に
変
わ
っ
て
も
明
石
君
と
の
「
上
下
」
関
係
は

崩
れ
て
い
な
い
。
御
法
巻
で
死
を
間
近
に
感
じ
る
紫
上
は
法
華
経
千
部
供
養
を
催
し
、

参
席
し
た
花
散
里
と
明
石
君
に
和
歌
を
贈
っ
て
い
る
。
明
石
君
は
そ
う
し
た
存
在
に

な
っ
た
と
示
さ
れ
る
が
、
紫
上
は
孤
高
の
存
在
と
し
て
、
そ
の
哀
し
み
ゆ
え
の
祈
り

〈
注

〉
が
語
ら
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。

13

六

紫
上
の
「
む
つ
ま
し
」

紫
上
は
明
石
君
を
「
む
つ
ま
し
」
と
思
う
よ
う
に
な
っ
た
の
だ
が
、
そ
の
変
化
を

描
く
発
想
は
ど
こ
か
ら
生
じ
た
の
か
。
相
似
た
記
述
が
紫
式
部
日
記
に
認
め
ら
れ
る
。

⒅
宮
の
御
前
も
、
「
い
と
う
ち
と
け
て
は
見
え
じ
と
な
む
思
ひ
し
か
ど
、
人
よ
り

け
に
む
つ
ま
し
う
な
り
に
た
る
こ
そ
」
と
、
の
た
ま
は
す
る
折
々
は
べ
り
。

（
紫
式
部
日
記
二
〇
六
）

紫
式
部
は
こ
こ
で
、
中
宮
様
が
私
に
、
昔
、
お
そ
ら
く
参
上
時
の
こ
と
だ
ろ
う
が
、

そ
の
頃
は
こ
う
ま
で
う
ち
と
け
て
会
う
よ
う
に
は
な
る
ま
い
と
思
っ
て
い
た
け
れ

ど
、
他
の
女
房
よ
り
ほ
ん
と
に
「
む
つ
ま
し
く
」
な
っ
た
こ
と
、
と
お
っ
し
ゃ
る
時

が
し
ば
し
ば
あ
っ
た
と
記
し
て
い
る
。
式
部
も
嬉
し
か
っ
た
の
で
こ
の
こ
と
ば
を
記

し
た
の
だ
ろ
う
が
、
「
む
つ
ま
し
」
は
中
宮
が
女
房
に
話
す
、
上
位
者
か
ら
下
位
者

へ
の
こ
と
ば
で
、
紫
式
部
は
、
私
は
中
宮
様
の
好
意
を
得
、
目
を
か
け
ら
れ
る
存
在

と
な
っ
た
と
誇
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
上
位
者
が
下
位
者
に
抱
く
感
情
の

変
化
が
若
菜
巻
以
降
の
紫
上
に
な
に
が
し
か
寄
与
し
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
か
。

下
位
の
者
へ
の
思
い
の
変
化
は
、
⒄
の
源
氏
は
「
む
つ
ま
し
」
か
ら
「
親
し
」
の

同
義
語
だ
が
、
若
菜
上
巻
の
紫
上
は
「
許
し
な
く
」
の
淵
源
「
め
ざ
ま
し
」
か
ら
「
む

つ
ま
し
」
へ
の
逆
で
、
し
か
も
対
義
で
あ
る
。
そ
ん
な
紫
上
が
「
む
つ
ま
し
」
と
心

情
的
に
近
寄
っ
た
の
は､

若
宮
を
得
た
共
通
の
歓
び
だ
け
で
は
あ
る
ま
い
。

若
菜
上
巻
は
光
源
氏
三
九
歳
の
冬
か
ら
始
ま
り
、
年
末
に
女
三
宮
降
嫁
が
決
ま
り
。

翌
四
〇
歳
の
新
春
か
ら
師
走
ま
で
算
賀
の
宴
が
繰
り
広
げ
ら
れ
る
が
、
そ
の
間
の
二

月
に
女
三
宮
が
輿
入
れ
し
、
そ
れ
ま
で
正
妻
格
と
し
て
遇
さ
れ
て
き
た
紫
上
は
妾
妻

と
な
り
、
女
三
宮
に
対
し
て
自
ら
を
「
め
ざ
ま
し
」
と
卑
下
す
る
立
場
に
陥
り
、
夏

に
は
出
向
い
て
女
三
宮
に
挨
拶
す
る
。
若
宮
誕
生
は
そ
の
翌
年
、
光
源
氏
四
一
歳
の

三
月
で
あ
る
。
そ
こ
で
明
石
君
を
「
む
つ
ま
し
」
と
思
う
よ
う
に
な
っ
た
と
語
ら
れ

る
の
で
あ
る
。

そ
の
変
容
は
自
身
が
こ
れ
ま
で
「
め
ざ
ま
し
」
と
み
て
い
た
明
石
君
と
同
じ
立
場

と
な
り
、
自
己
卑
下
を
身
を
も
っ
て
知
っ
た
こ
と
も
大
き
い
の
で
は
な
い
か
。
明
石

君
の
存
在
を
知
っ
た
時
、
紫
上
は
源
氏
を
こ
そ
怨
み
、
つ
ぎ
に
源
氏
の
こ
と
ば
か
ら

我
が
想
い
を
「
め
ざ
ま
し
」
と
知
り
、
源
氏
を
惹
き
つ
け
る
女
、
我
が
領
分
を
侵
食

す
る
女
と
し
て
「
め
ざ
ま
し
」
と
思
い
続
け
、
明
石
君
も
自
ら
を
「
め
ざ
ま
し
」
と

卑
下
し
て
対
峙
す
る
緊
張
関
係
に
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
紫
上
が
自
身
も
女
三
宮
に

と
っ
て
「
め
ざ
ま
し
」
き
存
在
と
自
覚
し
て
初
め
て
、
明
石
君
の
胸
中
に
思
い
至
り
、

共
感
を
お
ぼ
え
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
自
己
卑
下
の
「
め
ざ
ま
し
」
に

は
自
負
と
苦
痛
が
伴
う
。
そ
れ
を
体
感
し
た
紫
上
は
「
む
つ
ま
し
」
と
、
明
石
君
を

我
が
領
域
に
取
り
込
ん
だ
と
お
ぼ
し
い
。

明
石
君
も
そ
の
好
意
は
感
じ
取
っ
た
の
だ
ろ
う
。
入
道
入
山
の
消
息
を
知
っ
た
源

氏
と
の
会
話
で
は
数
な
ら
ぬ
私
に
目
を
か
け
て
く
だ
さ
っ
て
と
紫
上
を
称
揚
し
て
い

る
。
し
か
し
、
続
く
女
御
と
の
対
話
で
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
明
石
君
の
関
心
は
源

氏
の
愛
情
の
行
方
に
あ
っ
て
、
紫
上
の
自
己
卑
下
す
る
心
情
に
は
向
か
っ
て
い
な
い
。

第
二
部
の
明
石
君
は
女
と
し
て
で
は
な
く
、
源
氏
の
意
に
沿
っ
た
受
け
答
え
を
す
る

話
し
相
手
に
変
わ
っ
て
い
る
。
こ
れ
を
藤
原
克
巳
氏
は
、
読
者
に
空
虚
な
感
じ
を
抱
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か
せ
、
紫
上
の
位
境
を
残
酷
に
照
ら
し
出
す
〈
注

〉
と
説
い
て
お
ら
れ
る
。
⑴
の

14

紫
上
の
場
合
は
、
一
見
よ
ろ
こ
ば
し
い
ふ
う
で
あ
り
な
が
ら
、
「
む
つ
ま
し
」
に
目

を
留
め
る
と
、
紫
上
の
孤
愁
を
如
実
に
語
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

注
〈
１
〉
拙
論
「
平
安
仮
名
文
学
と
形
容
詞
ー
歌
を
核
と
す
る
物
語
か
ら
作
り
物
語

へ
ー
」
（
『
国
語
語
彙
史
の
研
究
四
十
』
和
泉
書
院
、
二
〇
二
一
年
八
月
）

〈
２
〉
「
う
し
」
「
心
う
し
」
・
「
い
と
ほ
し
」
「
心
苦
し
」
・
「
め
ざ
ま
し
」
・
「
は
づ

か
し
」
「
や
さ
し
」
は
拙
著
『
源
氏
物
語
文
体
攷
』
（
和
泉
書
院
一
九
九
九

年
一
〇
月
）
・
『
平
安
文
学
の
言
語
表
現
』
（
和
泉
書
院
二
〇
一
一
年
三
月
）
、

拙
論
「
『
う
る
は
し
』
の
語
史
と
源
氏
物
語
」
（
『
源
氏
物
語
の
展
望
』
第
八

輯
、
三
弥
井
書
店
二
〇
一
〇
年
一
〇
月
）
・
「
『
つ
つ
ま
し
』
の
文
学
史
」（
「
梅

花
女
子
大
学
文
化
表
現
学
部
紀
要
」
第
一
四
号
、
二
〇
一
八
年
三
月
）

〈
３
〉
小
町
谷
照
彦
氏
は
「
光
源
氏
の
『
す
き
』
と
『
う
た
』
」
（
『
源
氏
物
語
の
歌

こ
と
ば
表
現
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
四
年
八
月
）
の
明
石
君
の
章
で
、

明
石
君
の
物
語
は
常
に
紫
の
上
の
存
在
を
底
流
に
置
い
て
、
両
者
の
緊
張

関
係
に
よ
っ
て
進
展
し
て
い
る
と
説
か
れ
た
が
、
感
情
形
容
詞
に
留
意
す

る
と
、
ま
た
異
な
る
相
互
の
関
わ
り
が
浮
か
び
あ
が
っ
て
く
る
。

〈
４
〉
本
稿
で
の
調
査
や
引
用
は
、
散
文
作
品
は
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
、
八

代
集
は
新
日
本
古
典
文
学
大
系
を
用
い
た
。
う
つ
ほ
物
語
の
絵
解
き
は
含

め
、
大
和
物
語
の
増
補
章
段
・
蜻
蛉
日
記
の
巻
末
歌
集
・
枕
草
子
の
一
本

は
含
め
て
い
な
い
。
私
に
表
記
を
変
え
た
と
こ
ろ
も
あ
り
、
括
弧
内
に
出

典
や
巻
、
頁
数
を
記
し
て
い
る
。

〈
５
〉
高
田
祐
彦
氏
は
「
作
中
人
物
連
関
の
方
法
」
（
「
解
釈
と
観
賞
別
冊
」
至
文

堂
、
一
九
九
八
年
五
月
）
で
、
子
ど
も
の
有
無
は
二
人
の
優
劣
を
決
め
る

決
定
的
な
要
素
と
は
な
り
え
な
い
の
だ
ろ
う
と
説
い
て
お
ら
れ
る
。

〈
６
〉
「
め
ざ
ま
し
」
考

初
出
「
『
め
ざ
ま
し
』
考
ー
源
氏
物
語
の
文
体
」
（
「
神

戸
大
学
国
語
教
育
学
会
『
国
語
年
誌
』
第
一
七
号
、
一
九
九
九
年
二
月
）

〈
７
〉
和
歌
に
は
認
め
ら
れ
ず
、
先
行
散
文
で
も
、
平
中
物
語
に
二
例
、
蜻
蛉
日

記
に
一
例
、
落
窪
物
語
に
一
例
、
う
つ
ほ
物
語
に
七
例
と
散
見
す
る
程
度

で
あ
る
。
そ
れ
が
、
源
氏
物
語
に
は
六
八
例
も
認
め
ら
れ
、
派
生
語
を
含

め
る
と
七
十
例
を
超
え
て
い
る
。
た
だ
、
同
じ
筆
者
の
紫
式
部
日
記
で
は

一
例
し
か
認
め
ら
れ
な
い
。
枕
草
子
に
も
全
く
認
め
ら
れ
な
い
。

〈
８
〉
『
古
語
大
辞
典
』
（
小
学
館
、
一
九
八
三
年
一
二
月
）

〈
９
〉
か
つ
て
紅
葉
賀
巻
で
は
、
源
氏
の
外
出
を
と
め
が
ち
な
若
紫
を
、
葵
上
の

女
房
た
ち
が
、
内
裏
辺
り
で
見
つ
け
た
け
し
か
ら
ぬ
女
房
だ
と
「
め
ざ
ま

し
き
こ
と
」
と
誹
っ
て
い
た
が
、
内
実
を
知
ら
ぬ
断
罪
で
、
紫
上
の
あ
ず

か
り
知
ら
ぬ
こ
と
で
あ
る
。

〈

〉
拙
論
「
『
心
置
く
』
考
ー
源
氏
物
語
の
関
係
表
現
ー
」
（
関
西
学
院
大
学
「
日

10

本
文
藝
研
究
」
第
六
一
巻
、
二
〇
一
〇
年
三
月
）
、
拙
著
『
源
氏
物
語
の
こ

と
ば
と
人
物

Ⅲ
章
』
（
青
簡
社
、
二
〇
一
三
年
六
月
）

〈

〉
〈
１
〉
、
拙
論
「
源
氏
物
語
の
こ
と
ば
ー
『
ゆ
か
り
』
『
親
し
・
む
つ
ま
し
』

11

『
似
る
』
ー
」(

『
源
氏
物
語

煌
め
く
こ
と
ば
の
世
界
』
翰
林
書
房
、
二

〇
一
四
年
四
月)

〈

〉
『
岩
浪
古
語
辞
典
』
（
岩
波
書
店
、
一
九
七
四
年
一
二
月
）
・
『
角
川
古
語
大
辞

12

典
』（
角
川
書
店
、
一
九
八
二
年
一
〇
月
）
は
血
縁
の
有
無
と
男
女
関
係
、『
古

語
大
辞
典
』
（
小
学
館
、
一
九
八
三
年
一
二
月
）
は
血
縁
が
近
い
か
ど
う
か

で
説
く
。

〈

〉
原
岡
文
子
氏
「
紫
上
の
祈
り
を
め
ぐ
っ
て
」(

「
国
語
と
国
文
学
」
二
〇
〇

13

年
五
月)

〈

〉
「
た
け
き
宿
世
」
（
「
解
釈
と
観
賞
別
冊
」
至
文
堂
、
一
九
九
八
年
五
月
）

14
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