
―111―

「
紫
の
上
」
と
い
う
呼
称
―
「
対
の
上
」
か
ら
「
紫
の
上
」
へ

鵜
　
飼
　
祐
　
江

一
　
問
題
の
所
在

『
源
氏
物
語
』
で
は
、
人
物
を
名
前
で
な
く
、
そ
の
属
性
に
因
ん
で
呼
ぶ
と
い
う
慣
習
が
、
表
現
方
法
と
い
っ
て
良
い
レ
ベ
ル
に
ま
で

洗
練
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
う
ち
、
社
会
（
朝
廷
）
で
の
地
位
・
立
場
を
有
す
る
場
合
は
、
男
女
共
に
そ
れ
に
因
む
呼
称
（「
中
将
」「
中
宮
」

の
類
）
が
ま
ず
優
先
さ
れ
る
。
一
方
、
女
性
の
場
合
、
皇
族
、
ま
た
は
出
仕
（
入
内
、
侍
女
）
す
る
者
以
外
が
社
会
と
関
わ
る
こ
と
は
稀

で
あ
り
、
基
本
的
に
は
家
族
型
の
呼
称
―
未
婚
の
間
は
父
（「
○
○
の
娘
」）、
結
婚
後
は
夫
（「
北
の
方
」
ま
た
は
「
殿
の
上
」）

1
（

等
の
夫

の
呼
称
と
の
複
合
形
）、
あ
る
い
は
子
（「
○
○
の
母
」「
母
○
○
」）
に
因
む
呼
称
―
が
使
用
さ
れ
る
。）

2
（

な
お
夫
に
因
む
呼
称
は
同
居
す
る

正
妻
に
限
ら
れ
、
居
を
別
に
構
え
る
妾
妻
に
は
自
ら
の
居
所
に
因
む
邸
名
呼
称
（「
二
条
東
院
の
対
の
方
」
の
類
）
が
用
い
ら
れ
る
。）

3
（

と
こ
ろ
が
紫
の
上
は
、
家
族
型
の
呼
称
が
親
・
夫
・
子
の
い
ず
れ
に
お
い
て
も
少
な
い
。
親
や
子
と
の
縁
の
薄
さ
が
呼
称
に
も
表
れ
て

い
る
わ
け
だ
が
、
な
か
で
も
、
夫
に
因
む
呼
称
の
少
な
さ
は
注
目
さ
れ
る
。
藤
裏
葉
巻
ま
で
の
紫
の
上
に
は
、
三
例
な
が
ら
「
北
の
方
」

が
見
ら
れ
（「
大
殿
の
北
の
方
」
真
木
柱
三
六
二
⑵
例
、「
北
の
方
」
藤
裏
葉
四
四
九
。
＊
こ
の
他
夫
の
呼
称
と
の
複
合
形
に
「
殿
の
上
」

玉
鬘
一
一
三
、
藤
袴
三
四
四
が
あ
る
。）、
妾
妻
の
呼
称
で
あ
る
邸
名
呼
称
が
用
い
ら
れ
る
花
散
里
や
明
石
君
と
一
線
を
画
す
。
つ
ま
り
藤

裏
葉
巻
ま
で
の
紫
の
上
は
光
源
氏
の
正
妻
的
立
場
に
あ
っ
た
こ
と
が
呼
称
か
ら
も
窺
え
る
わ
け
だ
が
、
そ
の
妻
に
正
妻
の
呼
称
が
三
（
夫

の
呼
称
と
の
複
合
形
を
含
め
ば
五
）
例
し
か
使
用
さ
れ
な
か
っ
た
の
は
、
紫
の
上
が
正
妻
で
な
か
っ
た
か
ら
と
見
る
よ
り
も
、
通
常
の
貴
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族
の
あ
り
方
を
超
え
た
生
を
生
き
る
光
源
氏
像
の
造
型
に
連
動
し
た
現
象
と
考
え
た
い
。
な
ぜ
な
ら
紫
の
上
の
場
合
、
物
語
の
中
で
独
自

に
創
造
さ
れ
た
呼
称
が
中
心
を
占
め
、
そ
れ
が
結
局
の
と
こ
ろ
、
源
氏
が
築
く
〈
光
源
氏
の
世
界
〉
を
背
負
う
呼
称
と
な
っ
て
い
る
か
ら

で
あ
る
。

紫
の
上
に
は
「
児
」「
若
君
」「
姫
君
」「
上
」
な
ど
成
長
過
程
を
映
す
呼
称
が
多
く
、
こ
れ
は
幼
少
期
か
ら
源
氏
の
元
で
愛
育
さ
れ
た

過
程
、
殊
に
二
人
の
間
に
育
ま
れ
る
絆
が
丁
寧
に
描
出
さ
れ
る
こ
と
と
連
動
し
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
成
長
過
程
を
映
す
呼
称
は
「
対
」

と
複
合
（「
対
の
姫
君
」「
対
の
上
」）
し
つ
つ
、
後
見
無
く
男
君
を
頼
る
身
な
が
ら
女
主
た
り
得
る
、
と
い
う
特
異
な
呼
称
「
対
の
上
」

に
至
り
着
く
。「
対
」
は
妻
妾
の
序
列
を
超
え
る
異
例
な
存
在
の
呼
称
と
し
て
他
作
品
に
も
見
ら
れ
る
が
、『
源
氏
物
語
』
で
は
、
二
人
の

絆
を
物
語
る
叙
述
と
絡
ま
り
な
が
ら
「
対
の
上
」
と
い
う
珍
し
い
複
合
形
に
至
る
こ
と
で
、
序
列
を
超
え
る
異
例
な
存
在
を
正
妻
格
に
据

え
る
、
光
源
氏
と
い
う
人
物
の
異
例
性
・
超
越
性
に
関
わ
る
呼
称
へ
と
変
容
さ
れ
て
い
る
。
玉
鬘
十
帖
で
は
「
春
・
南
」
系
呼
称
に
移
行

す
る
が
、
こ
れ
も
四
方
四
季
を
掌
握
す
る
六
条
院
の
調
和
を
象
徴
す
る
も
の
と
し
て
、「
対
の
上
」
と
同
様
、
光
源
氏
像
の
創
出
の
た
め

に
こ
の
物
語
が
独
自
に
創
作
し
た
呼
称
で
あ
る
。）

4
（

梅
枝
巻
か
ら
は
再
び
「
対
の
上
」
が
戻
り
、
若
菜
巻
で
は
「
対
の
上
」
が
紫
の
上
の
中
心
的
呼
称
と
な
る
の
だ
が
、
若
菜
巻
で
「
対
の

上
」
が
頻
用
さ
れ
る
の
は
、
序
列
を
超
越
す
る
者
と
し
て
の
光
源
氏
を
問
い
直
し
、
准
太
上
天
皇
と
い
う
序
列
（
歴
史
上
類
例
は
な
い

が
、
臣
列
よ
り
上
で
天
皇
・
太
上
天
皇
よ
り
下
と
い
う
位

ポ
ジ
シ
ョ
ン置
に
あ
る
）
に
光
源
氏
が
引
き
据
え
ら
れ
る
意
味
を
、
序
列
の
外
の
異
例
な
妻

「
対
の
上
」
を
通
し
、
と
り
わ
け
紫
の
上
が
苦
悩
を
深
め
る
物
語
内
容
の
中
で
抉
っ
て
ゆ
く
た
め
で
あ
ろ
う
。）

5
（

若
菜
巻
の
「
対
の
上
」
の

頻
用
は
、
物
語
の
主
題
の
転
換
と
連
動
し
て
い
よ
う
。）

6
（

そ
の
後
、「
対
の
上
」
は
若
菜
巻
で
ほ
ぼ
消
滅
し
、
最
終
的
に
は
物
エ
ピ
ソ
ー
ド語
に
因
む
「
紫
の
上
」
呼
称
が
残
る
。
こ
の
「
紫
の
上
」
は
、
若

紫
巻
の
紫
の
上
自
身
の
物
エ
ピ
ソ
ー
ド語
に
因
む
「
若
草4

」
呼
称
と
絡
ま
り
な
が
ら
、
若
紫
巻
で
は
藤
壺
を
指
し
た
「
紫
」
が
、
末
摘
花
巻
で
紫
の
上
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本
人
を
呼
ぶ
「
紫
の
君
」
に
移
行
す
る
と
い
う
、
変
則
的
な
経
緯
を
辿
っ
て
形
成
さ
れ
る
。）

7
（

し
か
も
末
摘
花
巻
以
降
長
く
使
わ
れ
ず
、
玉

鬘
十
帖
で
突
如
「
紫
の
上
」
の
か
た
ち
と
な
り
、
四
方
四
季
の
女
主
「
春
の
上
」
と
は
別
の
、
継
子
の
不
安
か
ら
源
氏
に
救
い
出
さ
れ
た

半
生
を
思
う
彼
女
に
光
を
当
て
つ
つ
使
用
さ
れ
た
（
蛍
、
藤
袴
、
真
木
柱
巻
）。
若
菜
巻
に
も
七
例
な
が
ら
「
紫
」
系
呼
称
が
見
ら
れ
る

が
、
そ
れ
は
同
巻
で
二
十
九
例
に
及
ぶ
「
対
」
系
呼
称
と
共
に
語
ら
れ
る
叙
述
と
は
異
な
る
紫
の
上
像
を
描
く
も
の
で
、
降
嫁
周
辺
と
女

楽
の
場
面
に
集
中
す
る
。
だ
が
そ
こ
で
「
紫
の
上
」
の
用
例
は
一
旦
途
切
れ
、
女
楽
後
に
は
三
例
（
若
菜
下
一
九
三
、
二
一
二
、
二
六

七
）
の
「
対
」
系
呼
称
が
使
わ
れ
る
。
こ
の
三
例
が
「
対
」
系
呼
称
の
最
後
の
用
例
で
あ
り
、）

8
（

し
か
も
こ
れ
ら
は
若
菜
巻
の
「
紫
」
系
呼

称
の
一
部
と
明
確
な
対
応
関
係
に
あ
る
ら
し
い
。
そ
し
て
そ
の
後
は
、
鈴
虫
・
夕
霧
・
御
法
巻
で
「
紫
の
上
」
が
四
例
使
わ
れ
、
死
後
も

紫
の
上
の
中
心
的
な
呼
称
は
「
紫
」
系
呼
称
と
な
る
（
匂
兵
部
卿
一
七
・
二
一
、
竹
河
五
九
、
総
角
三
〇
五
、
蜻
蛉
二
四
七
）。

「
対
の
上
」「
紫
の
上
」
は
、
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
紫
の
上
の
本
質
や
源
氏
と
の
関
係
性
を
捉
え
る
べ
く
、
異
な
る
経
緯
で
創
作
さ
れ
た
、

こ
の
物
語
独
自
の
呼
称
で
あ
る
。
通
常
の
身
分
や
立
場
を
反
映
す
る
呼
称
で
は
な
い
、
こ
の
「
対
」
か
ら
「
紫
」
へ
の
移
行
は
、
通
常
の

女
性
の
呼
称
の
変
化
と
は
大
き
く
異
な
っ
て
、
父
や
夫
や
子
の
身
分
の
変
動
、
ま
た
は
本
人
の
位
や
立
場
の
変
動
に
伴
う
も
の
で
は
な

い
。
む
し
ろ
紫
の
上
の
呼
称
は
、〈
光
源
氏
の
世
界
〉
と
深
く
繋
が
る
も
の
で
あ
り
、
ゆ
え
に
物
語
の
主
題
を
さ
え
反
照
す
る
も
の
な
の

で
は
な
い
か
。
一
方
で
、
源
氏
自
身
の
呼
称
は
概
ね
官
職
型
か
ら
逸
脱
せ
ず
、
若
菜
巻
以
降
も
同
様
で
あ
る
。「
大
臣
」
か
ら
「
院
」
と

な
り
、
皇
女
を
娶
っ
て
益
々
の
繁
栄
を
誇
る
光
源
氏
で
あ
り
な
が
ら
、
彼
が
築
い
た
世
界
の
内
側
に
止
め
ら
れ
ぬ
変
化
が
生
じ
る
さ
ま

は
、
源
氏
自
身
の
呼
称
で
は
な
く
、
彼
と
人
生
を
分
か
ち
彼
の
生
を
集
約
す
る
紫
の
上
の
呼
称
に
こ
そ
、
示
さ
れ
て
い
る
。

本
稿
で
は
、
若
菜
巻
の
七
例
を
始
め
、
紫
の
上
生
前
の
一
一
例
を
中
心
に
、「
紫
」
系
呼
称
が
光
を
当
て
る
物
語
内
容
を
考
え
つ
つ
、

「
対
」
系
呼
称
か
ら
「
紫
」
系
呼
称
に
移
行
す
る
意
味
を
考
え
る
。）

9
（
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二
　
御
代
代
わ
り
前
の
「
紫
の
上
」
―
個
と
し
て
の
繋
が
り
・
継
子
の
奇
跡

ま
ず
御
代
代
わ
り
以
前
の
「
紫
」
系
呼
称
五
例
（
若
菜
上
①
五
〇
・
②
六
三
・
③
七
五
・
④
一
二
一
・
⑤
一
三
四
＊
①
〜
⑤
は
通
し
番

号
、
漢
数
字
は
『
新
全
集
』
の
頁
数
、
以
下
同
）
の
、
物
語
内
容
を
確
認
す
る
。

若
菜
巻
に
お
い
て
「
紫
」
系
呼
称
は
、
主
軸
で
あ
る
「
対
の
上
」
呼
称
に
先
行
し
て
登
場
す
る
。
女
三
宮
の
着
裳
を
終
え
落
飾
し
た
朱

雀
院
を
見
舞
っ
た
源
氏
が
降
嫁
を
承
諾
し
た
場
面
の
続
き
で
あ
る
。

①
紫
の
上
も
、
か
か
る
御
定
め
な
ど
、
か
ね
て
も
ほ
の
聞
き
た
ま
ひ
け
れ
ど
、
さ
し
も
あ
ら
じ
、
前
斎
院
を
も
ね
む
ご
ろ
に
聞
こ
え
た

ま
ふ
や
う
な
り
し
か
ど
、
わ
ざ
と
し
も
思
し
遂
げ
ず
な
り
に
し
を
、
な
ど
思
し
て
、
さ
る
こ
と
や
あ
る
と
も
問
ひ
き
こ
え
た
ま
は

ず
、
何
心
も
な
く
て
お
は
す
る
に
、 

（
若
菜
上
五
〇
）

こ
の
朱
雀
院
と
源
氏
の
対
面
は
六
条
院
行
幸
以
来
の
対
面
で
あ
り
、
貴
族
社
会
を
挙
げ
て
の
裳
着
が
行
わ
れ
た
院
鍾
愛
の
姫
宮
と
の
結

婚
を
、
直
接
顔
を
合
わ
せ
て
太
上
天
皇
か
ら

4

4

4

4

4

4

打
診
さ
れ
て
は
、
源
氏
も
お
い
そ
れ
と
拒
絶
は
で
き
ま
い
。
そ
れ
を
「
さ
し
も
あ
ら
じ
」
と

は
紫
の
上
ら
し
か
ら
ぬ
浅
慮
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
、
そ
れ
だ
け
源
氏
を
信
頼
し
、
長
年
の
二
人
の
結
び
つ
き
に
自
信
が
あ
る
こ
と
の

裏
返
し
で
も
あ
ろ
う
。「
紫
の
上
」
呼
称
は
、
若
紫
巻
に
語
ら
れ
た
幼
少
以
来
の
濃
密
な
関
係
を
呼
び
起
こ
し
つ
つ
、
二
人
の
絆
を
無
心

に
信
じ
る
紫
の
上
を
照
ら
し
出
し
て
い
る
。

こ
う
し
た
呼
称
と
叙
述
内
容
と
の
照
応
関
係
は
、
近
接
す
る
「
対
の
上
」
と
対
照
的
で
あ
る
。

三
日
が
ほ
ど
、
か
の
院
よ
り
も

4

4

4

、
主
の
院
方
よ
り
も

4

4

4

、
い
か
め
し
く
め
づ
ら
し
き
み
や
び
を
尽
く
し
た
ま
ふ
。
対
の
上
も4

事
に
ふ
れ

て
、
た
だ
に
も
思
さ
れ
ぬ
世
の
あ
り
さ
ま
な
り
。
げ
に
、
か
か
る
に
つ
け
て
、
こ
よ
な
く
人
に
劣
り
消
た
る
る
こ
と
も
あ
る
ま
じ
け

れ
ど
、
ま
た
並
ぶ
人
な
く
な
ら
ひ
た
ま
ひ
て
、
は
な
や
か
に
生
ひ
先
遠
く
悔
り
に
く
き
け
は
ひ
に
て
移
ろ
ひ
た
ま
へ
る
に
、
な
ま
は

し
た
な
く
思
さ
る
れ
ど
、
つ
れ
な
く
の
み
も
て
な
し
て
、
御
渡
り
の
ほ
ど
も
、
も
ろ
心
に
は
か
な
き
こ
と
も
し
出
で
た
ま
ひ
て
、
い
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と
ら
う
た
げ
な
る
御
あ
り
さ
ま
を
、
い
と
ど
あ
り
が
た
し
と
思
ひ
き
こ
え
た
ま
ふ
。 

（
若
菜
上
六
二
）

「
対
の
上
」
は
、
宮
の
婚
儀
の
場
で
「
か
の
院
（
朱
雀
院
）」「
主
の
院
（
源
氏
）」
に
連
な
っ
て
、
源
氏
と
「
も
ろ
心
」
に
婚
儀
を
仕
切

る
女
主
を
呼
ぶ
呼
称
と
な
っ
て
い
る
。
源
氏
と
共
に
婚
儀
を
仕
切
る
様
子
が
称
え
ら
れ
つ
つ
、
そ
の
婚
儀
の
盛
大
さ
に
「
な
ま
は
し
た
な

く
思
さ
る
れ
ど4

」
と
将
来
を
不
安
視
す
る
内
奥
も
点
綴
さ
れ
て
い
る
。

先
の
①
「
紫
の
上
」（
若
菜
上
五
〇
）
か
ら
こ
の
「
対
の
上
」（
若
菜
上
六
二
）
の
間
に
は
、
源
氏
の
降
嫁
受
諾
の
告
白
が
あ
る
。「
紫

の
上
」
が
源
氏
を
信
じ
切
っ
て
い
た
①
の
翌
日
、
源
氏
か
ら
降
嫁
受
諾
を
告
げ
ら
れ
た
紫
の
上
は
、
し
か
し
取
り
乱
す
こ
と
な
く
、
む
し

ろ
朱
雀
院
に
同
情
し
、「
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
」（
若
菜
上
五
二
）
と
静
か
に
述
べ
る
。

心
の
中
に
も
、
か
く
空
よ
り
出
で
来
に
た
る
や
う
な
る
こ
と
に
て
、
の
が
れ
た
ま
ひ
が
た
き
を
、
憎
げ
に
も
聞
こ
え
な
さ
じ
、
わ
が

心
に
憚
り
た
ま
ひ
、
諌
む
る
こ
と
に
従
ひ
た
ま
ふ
べ
き
、
お
の
が
ど
ち
の
心
よ
り
起
こ
れ
る
懸
想
に
も
あ
ら
ず
、
堰
か
る
べ
き
方
な

き
も
の
か
ら
、
を
こ
が
ま
し
く
思
ひ
む
す
ぼ
ほ
る
さ
ま
世
人
に
漏
り
き
こ
え
じ
、
…
…
今
は
さ
り
と
も
と
の
み
わ
が
身
を
思
ひ
あ
が

り
、
う
ら
な
く
て
過
ぐ
し
け
る
世
の
、
人
笑
へ
な
ら
む
こ
と
を
下
に
は
思
ひ
つ
づ
け
た
ま
へ
ど
、
い
と
お
い
ら
か
に
の
み
も
て
な
し

た
ま
へ
り
。 

（
若
菜
上
五
三
）

ま
ず
は
こ
の
降
嫁
を
、
天
か
ら
降
り
か
か
っ
た
避
け
ら
れ
ぬ
不
運
と
受
け
止
め
て
い
る
。
源
氏
の
心
変
わ
り
ゆ
え
で
は
な
い
、
と
す
る
の

は
い
か
に
も
源
氏
と
の
仲

4

4

4

4

4

を
信
じ
る
「
紫
の
上
」
ら
し
い
。
だ
が
そ
れ
は
、
や
が
て
世
人
の
「
人
笑
へ
」
を
恐
れ
平
静
を
装
わ
ね
ば
、
と

い
う
世
間
を
警
戒
す
る
思
考
に
移
行
す
る
。
こ
の
流
れ
を
経
て
、
婚
儀
当
日
の
自
嘲
を
秘
め
つ
つ
婚
儀
を
仕
切
る
「
対
の
上
」（
若
菜
上

六
二
）
の
内
省
と
態
度
に
至
る
の
で
あ
る
。
源
氏
と
の
絆
を
信
じ
る
「
紫
の
上
」
と
姫
宮
と
の
序
列
の
差
を
見
つ
め
る
「
対
の
上
」
と
の

使
い
分
け
は
実
に
象
徴
的
で
あ
る
。

「
紫
」
系
呼
称
の
、
続
く
二
例
（
用
例
②
③
）
は
、
婚
儀
の
場
面
周
辺
に
見
ら
れ
る
。
こ
の
二
例
で
は
、
源
氏
と
の
絆
の
原
点
で
あ
る
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若
紫
巻
が
、
藤
壺
の
影
も
色
濃
く
喚
起
さ
れ
て
い
る
。

②
姫
宮
は
、
げ
に
ま
だ
い
と
小
さ
く
片
な
り
に
お
は
す
る
中
に
も
、
い
と
け
な
き
気
色
し
て
、
ひ
た
み
ち
に
若
び
た
ま
へ
り
。
か
の
紫

の
ゆ
か
り
尋
ね
と
り
た
ま
へ
り
し
を
り
思
し
出
づ
る
に
、
か
れ
は
さ
れ
て
言
ふ
か
ひ
あ
り
し
を
、
こ
れ
は
、
い
と
い
は
け
な
く
の
み

見
え
た
ま
へ
ば
、
よ
か
め
り
、
憎
げ
に
お
し
立
ち
た
る
こ
と
な
ど
は
あ
る
ま
じ
か
め
り
と
思
す
も
の
か
ら
、
い
と
あ
ま
り
も
の
の
は

え
な
き
御
さ
ま
か
な
と
見
た
て
ま
つ
り
た
ま
ふ
。 

（
若
菜
上
六
三
）

未
熟
な
女
三
宮
に
接
し
た
源
氏
は
落
胆
す
る
。「
紫
の
ゆ
か
り
」
は
、
そ
の
落
胆
が
藤
壺
の
縁
者
へ
の
期
待
に
因
る
こ
と
を
抉
っ
て
い

る
。
源
氏
は
若
紫
巻
を
回
想
し
つ
つ
再
び
「
紫4

（
＝
藤
壺
）
の
ゆ
か
り
」
と
呼
ん
で
お
り
、
紫
の
上
本
人
を
「
紫4

」
と
呼
ぶ
末
摘
花
巻
以

降
か
ら
後
退
し
た
と
も
映
る
が
、
一
方
で
「
紫
（
藤
壺
）
の
ゆ
か
り
」
は
、
紫
の
上
一
人
で
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
と
も
い
え
る
。
女

三
宮
の
資
質
が
問
わ
れ
否
定
さ
れ
る
こ
と
で
、「
ゆ
か
り
」
で
あ
れ
ば
誰
で
も
良
か
っ
た
わ
け
で
な
く
、
紫
の
上
だ
か
ら
こ
そ
な
の
だ
と

明
か
さ
れ
た
。
若
紫
巻
の
紫
の
上
に
は
美
点
で
あ
っ
た
「
幼
さ
」「
無
垢
」
は
、
女
三
宮
に
は
悉
く
欠
点
と
さ
れ
る
。
藤
壺
の
姪
の
女
三

宮
が
「
紫
の
ゆ
か
り
」
と
し
て
否
定
さ
れ
る
こ
と
で
、
紫
の
上
は
藤
壺
の
縁
者
ゆ
え
に
愛
さ
れ
た
と
い
う
呪
縛
か
ら
解
放
さ
れ
た
と
も
評

せ
よ
う
。
藤
壺
の
姪
と
い
う
血
筋
を
共
通
項
に
、「
姫
宮
」
を
挟
ん
で
「
紫
の
上
」「
紫
の
ゆ
か
り
」
が
用
い
ら
れ
る
時
、
浮
か
び
上
が
る

の
は
、
藤
壺
の
縁
者
如
何
よ
り
も
、
む
し
ろ
少
女
の
生
来
の
き
ら
め
き
や
、
幼
少
期
か
ら
育
ま
れ
た
源
氏
と
の
絆
で
あ
る
。
用
例
①
の

「
紫
の
上
」
が
迂
闊
な
ま
で
に
信
じ
た
絆
は
ま
さ
に
こ
れ
で
あ
っ
た
。

用
例
③
は
朱
雀
院
が
「
紫
の
上
」
に
手
紙
を
寄
こ
す
場
面
で
あ
る
。

③
院
の
帝
は
、
月
の
中
に
御
寺
に
移
ろ
ひ
た
ま
ひ
ぬ
。
こ
の
院
に
、
あ
は
れ
な
る
御
消
息
ど
も
聞
こ
え
た
ま
ふ
。
…
紫
の
上
に
も
、
御

消
息
こ
と
に
あ
り
。「
幼
き
人
の
、
心
地
な
き
さ
ま
に
て
移
ろ
ひ
も
の
す
ら
ん
を
、
罪
な
く
思
し
ゆ
る
し
て
、
後
見
た
ま
へ
。
尋
ね

た
ま
ふ
べ
き
ゆ
ゑ
も
や
あ
ら
む
と
ぞ
。
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背
き
に
し
こ
の
世
に
の
こ
る
心
こ
そ
入
る
山
道
の
ほ
だ
し
な
り
け
れ

闇
を
は
る
け
で
聞
こ
ゆ
る
も
、
を
こ
が
ま
し
く
や
」
と
あ
り
。 

（
若
菜
上
七
五
）

朱
雀
院
は
幼
く
縁
続
き
の
姫
宮
を
頼
む
と
、
あ
く
ま
で
謙
虚
な
姿
勢
で
、
紫
の
上
を
源
氏
最
愛
の
存
在
と
し
て
認
め
重
ん
じ
て
い
る
。

紫
の
上
の
返
歌
は
、「
背
く
世
の
う
し
ろ
め
た
く
は
さ
り
が
た
き
ほ
だ
し
を
し
ひ
て
か
け
な
離
れ
そ
」（
若
菜
上
七
六
）
と
、
出
家
者
に
は

少
々
手
厳
し
い
が
、
親
子
の
繋
が
り
を
慈
し
む
心
情
も
汲
み
取
れ
る
。
紫
の
上
は
自
分
と
女
三
宮
と
の
違
い
を
、
身
分
だ
け
で
な
く
、
肉

親
の
情
の
濃
や
か
さ
に
お
い
て
も
思
い
知
る
の
だ
ろ
う
。
だ
が
そ
の
肉
親
の
愛
の
薄
さ
ゆ
え
に

4

4

4

深
い
源
氏
と
の
絆
こ
そ
、
朱
雀
院
に
も
遠

慮
さ
せ
る
「
紫
の
上
」
の
優
位
性
で
あ
る
。

紫
の
上
の
後
見
は
、
夫
と
し
て
も
親
と
し
て
も
光
源
氏
で
あ
り
、
ゆ
え
に
源
氏
は
誰
に
も
干
渉
さ
れ
ず
に
紫
の
上
を
愛
し
得
た
。
子
に

恵
ま
れ
な
か
っ
た
こ
と
さ
え
も
、
お
か
げ
で
出
産
の
危
険
に
は
晒
さ
ず
に
済
ん
だ
と
肯
定
的
に
捉
え
て
い
る
（
若
菜
上
一
〇
二
）。
用
例

④
「
紫
の
上
も4

の
た
ま
ひ
て
」（
若
菜
上
一
二
一
）
で
は
、
産
後
の
女
御
の
身
を
案
ず
る
明
石
君
に
対
し
、
参
内
を
促
す
紫
の
上
が
語
ら

れ
、
実
母
と
生
さ
ぬ
母
の
違
い
が
暴
か
れ
る
が
、
源
氏
と
同
じ
意
見
を
「
紫
の
上
も4

」
述
べ
る
点
で
は
、
源
氏
と
紫
の
上
の
一
体
性
が
看

取
さ
れ
る
。
紫
の
上
の
親
縁
の
薄
さ
が
、
他
に
干
渉
さ
れ
な
い
二
人
の
濃
密
な
関
係
性
を
形
成
し
た
。
そ
れ
は
家
の
繋
が
り
を
重
ん
ず
る

貴
族
の
妻
と
し
て
は
欠
点
で
あ
り
、
と
り
わ
け
後
見
の
弱
さ
を
照
ら
し
出
す
「
対4

の
上
」
呼
称
で
は
、
不
安
や
孤
独
が
照
射
さ
れ
た
わ
け

だ
が
、）

10
（

「
紫
の
上
」
と
呼
ば
れ
る
場
面
で
は
、
む
し
ろ
源
氏
と
の
良
く
も
悪
く
も
比
類
な
い
絆
と
し
て
特
筆
さ
れ
て
い
る
。

家
同
士
の
婚
姻
が
当
然
で
あ
っ
た
貴
族
社
会
に
お
い
て
、
ま
た
「
生
ま
ず
女
」
が
厭
わ
れ
た
当
時
に
お
い
て
、
源
氏
と
紫
の
上
は
後
見

に
も
子
に
も
拠
ら
な
い
絆
を
有
し
、
そ
の
意
味
で
は
純
粋
に
個
と
し
て
結
ば
れ
て
い
た
。
官
職
型
や
家
族
型
の
呼
称
が
社
会
的
位
置
に
根

差
す
の
と
は
異
な
り
、
物

エ
ピ
ソ
ー
ド語
を
内
包
す
る
「
紫
の
上
」
は
、
若
紫
巻
か
ら
物
語
ら
れ
て
き
た
源
氏
と
紫
の
上
の
絆
を
こ
そ
持
ち
込
む
呼
称

で
あ
る
。
若
菜
巻
序
盤
の
降
嫁
を
巡
る
場
面
に
お
い
て
、「
対
の
上
」
と
交
互
に
用
い
ら
れ
る
「
紫
の
上
」
は
、
そ
の
絆
を
喚
起
し
な
が
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ら
、
紫
の
上
に
「
対
の
上
」
と
は
異
な
る
「
生
」
が
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
若
菜
巻
に
お
い
て
「
対
の
上
」
を
問
い
直
す
べ
く

「
対
」
系
呼
称
を
中
心
に
物
語
が
展
開
す
る
前
に
、「
対
の
上
」
に
先
ん
じ
て
「
紫
の
上
」
が
登
場
す
る
ゆ
え
ん
で
あ
る
。

三
　
女
楽
の
「
紫
の
上
」
―
紫
の
上
の
個
性

女
三
宮
の
降
嫁
以
降
、
若
菜
巻
は
「
対
」
系
呼
称
を
主
軸
に
展
開
す
る
。
そ
の
最
中
、
二
例
の
み
女
楽
当
日
の
場
面
に
お
い
て
「
紫
の

上
」（
⑥
若
菜
下
一
八
七
・
⑦
若
菜
下
一
九
二
）
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。

冷
泉
帝
退
位
後
、
朱
雀
院
の
皇
子
が
帝
位
に
就
き
、
女
三
宮
の
威
勢
が
い
や
増
し
た
。
こ
の
時
流
を
受
け
、
女
三
宮
の
琴き

ん

を
所
望
す
る

朱
雀
院
に
応
え
、
院
の
五
十
賀
の
予
行
と
し
て
女
楽
が
営
ま
れ
る
。

⑥
明
石
の
御
方
に
琵
琶
、
紫
の
上
に
和
琴
、
女
御
の
君
に
箏
の
御
琴
、
宮
に
は
、
か
く
こ
と
ご
と
し
き
琴
は
ま
だ
え
弾
き
た
ま
は
ず
や

と
あ
や
ふ
く
て
、
例
の
手
馴
ら
し
た
ま
へ
る
を
ぞ
調
べ
て
奉
り
た
ま
ふ
。 

（
若
菜
下
一
八
七
）

「
宮
」
は
源
氏
伝
授
の
琴き

ん

を
、「
女
御
の
君
」
は
祖
父
入
道
と
母
明
石
君
が
名
手
の
筝
を
、「
明
石
の
御
方
」
も
得
意
の
琵
琶
を
演
奏
す

る
。
そ
う
し
た
中
、
特
に
謂
わ
れ
も
な
く
、
言
わ
ば
残
っ
た
、
弾
き
手
の
な
い
楽
器
を
担
当
さ
せ
ら
れ
た
彼
女
は
「
紫
の
上
」
と
呼
ば
れ

る
。も

う
一
例
も
女
楽
の
場
面
で
あ
る
。
源
氏
は
女
君
た
ち
の
姿
を
花
樹
に
喩
え
る
。

⑦
紫
の
上
は
、
葡
萄
染
に
や
あ
ら
む
、
色
濃
き
小
袿
、
薄
蘇
芳
の
細
長
に
御
髪
の
た
ま
れ
る
ほ
ど
、
こ
ち
た
く
ゆ
る
る
か
に
、
大
き
さ

な
ど
よ
き
ほ
ど
に
様
体
あ
ら
ま
ほ
し
く
、
あ
た
り
に
に
ほ
ひ
満
ち
た
る
心
地
し
て
、
花
と
い
は
ば
桜
に
た
と
へ
て
も
、
な
ほ
物
よ
り

す
ぐ
れ
た
る
け
は
ひ
こ
と
に
も
の
し
た
ま
ふ
。 

（
若
菜
下
一
九
二
）

女
三
宮
も
女
御
も
明
石
君
も
横
並
び
に
喩
え
る
源
氏
に
は
、
女
君
た
ち
を
身
分
で
は
か
る
様
子
は
な
く
、
な
か
で
も
紫
の
上
は
、
喩
え
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た
桜
に
優
る
存
在
と
し
て
称
え
ら
れ
る
。
女
楽
の
場
面
に
は
、
朱
雀
院
・
女
三
宮
に
圧
さ
れ
な
い
〈
光
源
氏
の
世
界
〉
の
輝
き
が
あ
る

が
、
そ
れ
も
紫
の
上
が
和
琴
の
響
き
に
よ
っ
て
こ
の
催
し
を
成
功
さ
せ
た
ゆ
え
で
あ
ろ
う
。
そ
も
そ
も
和
琴
は
奏
法
が
定
ま
ら
ず
、）

11
（

琴き
ん

と

は
律
呂
の
調
子
も
違
う
た
め
、
琴き

ん

が
主
役
の
合
奏
は
非
常
に
難
し
か
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
逆
に
言
え
ば
、
四
種
の
琴
を
合
わ
せ
る
と
い

う
無
謀
と
も
い
え
る
趣
向
の
女
楽
の
成
功
は
、
難
局
を
凌
い
だ
紫
の
上
の
和
琴
あ
っ
て
の
も
の
と
い
え
る
。
紫
の
上
の
和
琴
に
、
夕
霧
は

「
大
和
琴
に
も
か
か
る
手
あ
り
け
り
」（
若
菜
下
一
九
〇
）
と
驚
き
感
心
し
て
い
る
。
た
だ
無
難
に
弾
き
こ
な
し
た
の
で
は
な
く
、
思
い
が

け
な
い
弾
き
方
だ
、
と
は
っ
と
さ
せ
る
弾
き
ぶ
り
は
、
若
紫
巻
の
は
じ
け
る
才
気
を
彷
彿
と
さ
せ
る
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
女
君
た
ち

が
演
奏
の
腕
を
競
う
場
で
「
紫
の
上
」
は
、
個
人
の
感セ

ン
ス性
に
依
拠
す
る
和
琴
に
お
い
て
、
そ
の
才
を
遺
憾
な
く
発
揮
し
た
。
し
か
も
和
琴

は
、
こ
れ
ま
で
頭
中
将
に
よ
っ
て
演
奏
さ
れ
、
源
氏
の
琴き

ん

に
対
抗
す
る
位
置
づ
け
に
あ
っ
た
。
そ
の
和
琴
を
弾
く
姿
に
は
、
源
氏
に
付
随

す
る
だ
け
で
は
な
い
「
紫
の
上
」
の
個
の
輝
き
も
浮
か
び
上
が
ろ
う
。
そ
れ
は
妻
妾
間
の
確
執
に
埋
没
し
な
い
一
人
の
女
性
の
姿
で
も
あ

る
。女

楽
の
「
紫
の
上
」
ら
し
さ
は
、
用
例
⑤
で
夕
霧
に
よ
っ
て
既
に
予
感
的
に
賛
美
さ
れ
て
い
る
。

⑤
大
将
の
君
も
、
げ
に
こ
そ
あ
り
が
た
き
世
な
り
け
れ
、
紫
の
御
用
意
、
気
色
の
、
こ
こ
ら
の
年
経
ぬ
れ
ど
、
と
も
か
く
も
漏
り
出

で
、
見
え
聞
こ
え
た
る
と
こ
ろ
な
く
、
し
づ
や
か
な
る
を
本
と
し
て
、
さ
す
が
に
心
う
つ
く
し
う
、
人
を
も
消
た
ず
身
を
も
や
む
ご

と
な
く
、
心
に
く
く
も
て
な
し
そ
へ
た
ま
へ
る
こ
と
と
、
見
し
面
影
も
忘
れ
が
た
く
の
み
な
む
思
ひ
出
で
ら
れ
け
る
。

 

（
若
菜
上
一
三
四
）

単
独
の
「
紫
」
は
呼
称
の
か
た
ち
と
し
て
は
不
完
全
だ
が
、
他
で
も
な
い
紫
の
上
を
指
し
、「
紫
の
御
用
意
、
気
色
」
で
、「
紫
の
上
の

（
紫
の
上
ら
し
い
）
心
遣
い
、
様
子
」
を
意
味
す
る
と
解
す
る
他
な
い
。
夕
霧
の
心
中
に
寄
り
添
う
地
の
文
な
が
ら
、
こ
こ
で
は
あ
え
て

語
り
手
を
表
在
化
さ
せ
、
夕
霧
が
強
い
憧
れ
を
寄
せ
る
女
性
を
、
彼
が
知
る
由
も
な
い
エ
ピ
ソ
ー
ド
に
因
む
「
紫
」
と
呼
ぶ
こ
と
で
、
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「
対
」
系
呼
称
で
は
捉
え
ら
れ
な
い
、
紫
の
上
個
人
の
本
質
的
な
魅
力
に
光
を
当
て
て
い
る
。
夕
霧
の
目
と
共
に
絶
賛
さ
れ
た
「
紫
の
御

用
意
、
気
色
」
は
、
③
「
紫
の
ゆ
か
り
」
で
源
氏
が
女
三
宮
に
は
な
い
紫
の
上
固
有
の
輝
き
を
振
り
返
っ
て
い
た
よ
う
に
、
幼
い
頃
か
ら

の
紫
の
上
の
魅
力
に
淵
源
す
る
も
の
で
あ
り
、
女
楽
の
紫
の
上
の
拠
り
所
と
も
な
っ
た
。「
対
の
上
」
の
生
に
苦
し
み
つ
つ
も
固
有
の
存

在
感
を
示
す
姿
は
、「
紫
の
上
」
呼
称
に
よ
っ
て
光
が
当
て
ら
れ
て
い
る
。

四
　「
対
の
上
」
か
ら
「
紫
の
上
」
へ
―
「
対
」
系
呼
称
の
消
失

女
楽
の
後
に
は
、
三
例
の
「
対
」
系
呼
称
（
Ⓐ
「
対
の
上
」
若
菜
下
一
九
三
、
Ⓑ
「
対
」
若
菜
下
二
一
二
、
Ⓒ
「
対
の
方
」
若
菜
下
二

六
七
）
が
あ
り
、
こ
れ
を
以
っ
て
「
対
」
系
呼
称
は
ほ
ぼ
消
失
す
る
。）

12
（

こ
れ
ら
は
叙
述
内
容
を
加
味
す
る
と
、
Ⓐ
「
対
の
上
」（
若
菜
上

一
九
三
）
と
⑤
「
紫
」（
若
菜
上
一
三
四
）、
Ⓑ
「
対
」（
若
菜
下
二
一
二
）
と
①
「
紫
の
上
」（
若
菜
上
五
〇
）、
Ⓒ
「
対
の
方
」（
若
菜
下

二
六
七
）
と
③
「
紫
の
上
」（
若
菜
上
七
五
）
の
、
三
つ
の
対
応
関
係
を
見
出
せ
る
。

Ⓐ
「
対
の
上
の
、
見
し
を
り
よ
り
も
、
ね
び
ま
さ
り
た
ま
へ
ら
む
あ
り
さ
ま
ゆ
か
し
き
に
」（
若
菜
下
一
九
三
）
は
、
前
節
で
見
た
⑤

「
紫
の
御
用
意
、
気
色
の
」（
若
菜
上
一
三
四
）
と
同
様
、
夕
霧
の
意
識
を
反
映
す
る
叙
述
で
あ
る
。
女
楽
で
輝
い
て
い
た
紫
の
上
は
、「
対

の
上
」
で
な
く
「
紫
の
上
」
と
語
り
手
に
呼
ば
れ
た
。
し
か
し
こ
の
姿
が
、
他
で
も
な
い
彼
女
に
心
酔
す
る
夕
霧
に
よ
っ
て
即
座
に
「
対

の
上
」
と
捉
え
直
さ
れ
る
。「
宮
」
と
共
に
い
る
姿
を
「
対
の
御
方

4

4

」「
対
の
君4

」
で
な
く
「
対
の
上4

」
と
呼
ぶ
夕
霧
の
意
識
に
は
、
も
と

よ
り
紫
の
上
へ
の
賛
美
が
込
も
っ
て
い
る
。
そ
の
憧
れ
は
既
に
「
紫
の
御
用
意
、
気
色
」
の
賛
嘆
と
し
て
語
ら
れ
、
今
日
も
「
紫
の
上
」

の
和
琴
の
際
立
つ
個
性
に
夕
霧
は
魅
了
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
そ
の
夕
霧
の
眼
差
し
が
、
女
楽
の
「
紫
の
上
」
を
「
対
の
上
の
…
あ
り
さ

ま
」
と
、
序
列
を
超
越
す
る
六
条
院
の
理
想
の
妻
へ
の
賛
嘆
に
据
え
替
え
て
し
ま
う
。
彼
女
の
生
来
の
美
質
の
顕
れ
で
あ
っ
た
は
ず
の
女

楽
の
「
紫
の
上
」
の
輝
き
は
、
結
局
〈
光
源
氏
の
世
界
〉
を
象
徴
す
る
伴
侶
、
光
源
氏
の
異
例
性
を
体
現
す
る
「
対
の
上
」
に
回
収
さ
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れ
、
そ
の
生
に
縛
り
つ
け
ら
れ
る
。
そ
の
こ
と
を
夕
霧
の
眼
差
し
が
図
ら
ず
も
暴
き
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

女
楽
翌
日
、
女
楽
の
成
功
に
満
足
の
源
氏
は
、
紫
の
上
へ
の
労
い
も
忘
れ
、
紫
の
上
に
女
三
宮
の
琴き

ん

へ
の
評
価
を
真
っ
先
に
求
め
た
。

あ
な
た
の
評
価
を
ま
ず
聞
き
た
い
、
と
い
う
信
頼
と
甘
え
な
の
だ
ろ
う
が
、
源
氏
の
無
神
経
さ
は
女
楽
の
真
の
功
労
者
で
あ
る
「
紫
の

上
」
を
置
き
去
り
に
す
る
。
そ
こ
で
源
氏
は
、
取
り
繕
う
よ
う
に
話
題
を
二
人
の
絆
に
転
じ
、「
君
の
御
身
に
は
、
か
の
一
ふ
し
の
別
れ

よ
り
、
あ
な
た
こ
な
た
、
も
の
思
ひ
と
て
心
乱
り
た
ま
ふ
ば
か
り
の
こ
と
あ
ら
じ
と
な
ん
思
ふ
」（
若
菜
下
二
〇
六
）
と
機
嫌
を
と
る
。

だ
が
紫
の
上
は
、
母
・
祖
母
に
先
立
た
れ
、
父
の
庇
護
に
も
子
に
も
恵
ま
れ
な
か
っ
た
我
が
生
を
「
も
の
は
か
な
き
身
に
は
過
ぎ
に
た
る

よ
そ
の
お
ぼ
え
は
あ
ら
め
ど
、
心
に
た
へ
ぬ
も
の
嘆
か
し
さ
の
み
う
ち
添
ふ
や
、
さ
は
み
づ
か
ら
の
祈
り
な
り
け
る
」（
若
菜
下
二
〇
七
）

と
ま
と
め
て
い
る
。
こ
こ
で
は
や
は
り
「
対
の
上
」
で
し
か
な
い
自
ら
の
生
へ
の
嘆
き
が
、
集
約
的
に
吐
露
さ
れ
て
い
よ
う
。
そ
の
苦
悩

を
、
源
氏
の
述
懐
に
導
か
れ
た
冗
談
め
い
た
言
い
方
な
が
ら
「
さ
は
み
づ
か
ら
の
祈
り
な
り
け
る
」）

13
（

と
締
め
括
っ
た
の
に
は
、
女
楽
で
の

「
紫
の
上
」
ら
し
い
才
知
も
窺
え
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
夕
霧
に
ま
で
「
対
の
上
」
と
捉
え
ら
れ
て
し
ま
う
そ
の
生
の
苦
し
み
は
結
局
、

「
さ
き
ざ
き
も
聞
こ
ゆ
る
こ
と
、
い
か
で
御
ゆ
る
し
あ
ら
ば
」（
若
菜
下
二
〇
八
）
と
、
出
家
願
望
に
収
束
す
る
他
な
い
。

女
楽
の
翌
日
の
紫
の
上
の
心
境
を
詳
し
く
叙
す
る
Ⓑ
「
対
」（
若
菜
下
二
一
二
）
は
、
①
「
紫
の
上
」（
若
菜
上
五
〇
）
を
受
け
る
「
対
」

（
若
菜
上
八
八
）
の
叙
述
に
照
応
し
、「
対
」
の
生
の
集
約
と
な
っ
て
い
る
。
先
に
見
た
源
氏
を
信
じ
る
①
「
紫
の
上
」（
若
菜
上
五
〇
）

は
、
降
嫁
受
諾
の
告
白
を
受
け
て
「
対
の
上
」（
若
菜
上
六
二
）
と
な
り
、「
三
日
が
ほ
ど
」
の
叙
述
を
経
て
、
自
ら
女
三
宮
に
挨
拶
に
赴

く
「
対
」（
若
菜
上
八
八
）
の
内
省
を
紡
ぐ
。

対
に
は
、
か
く
出
で
立
ち
な
ど
し
た
ま
ふ
も
の
か
ら
、
我
よ
り
上
の
人
や
は
あ
る
べ
き
、
身
の
ほ
ど
な
る
も
の
は
か
な
き
さ
ま
を
、

見
え
お
き
た
て
ま
つ
り
た
る
ば
か
り
こ
そ
あ
ら
め
な
ど
思
ひ
つ
づ
け
ら
れ
て
、
う
ち
な
が
め
た
ま
ふ
。
手
習
な
ど
す
る
に
も
、
お
の

づ
か
ら
、
古
言
も
、
も
の
思
は
し
き
筋
の
み
書
か
る
る
を
、
さ
ら
ば
わ
が
身
に
は
思
ふ
こ
と
あ
り
け
り
と
み
づ
か
ら
ぞ
思
し
知
ら
る
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る
。 

（
若
菜
上
八
八
）

「
対
」
は
、「
我
よ
り
上
の
〜
」
と
誰
よ
り
も
深
い
源
氏
と
の
絆
を
自
負
し
な
が
ら
も
、
そ
れ
を
「
も
の
は
か
な
き
」
と
捉
え
ざ
る
を
得

な
か
っ
た
。
自
分
の
状
況
を
貴
族
社
会
の
基
準
に
照
ら
し
見
据
え
る
「
対
の
上
」「
対
」
の
思
考
は
、
こ
れ
以
降
も
周
囲
の
人
々
の
「
対

の
上
」
へ
の
眼
差
し
と
共
鳴
し
つ
つ
、
同
様
に
異
例
性
・
超
越
性
を
生
き
る
苦
悩
と
限
界
を
描
出
し
て
ゆ
く
。
先
に
見
た
女
楽
で
輝
い
た

「
紫
の
上
」
も
、
夕
霧
に
「
対
の
上
」
と
捉
え
戻
さ
れ
て
し
ま
い
、
更
に
源
氏
の
述
懐
を
契
機
に
、
改
め
て
自
ら
の
「
対
」
の
生
を
見
つ

め
直
す
叙
述
を
紡
い
で
ゆ
く
の
で
あ
る
。

Ⓑ
対
に
は
、
例
の
お
は
し
ま
さ
ぬ
夜
は
、
宵
居
し
た
ま
ひ
て
、
人
々
に
物
語
な
ど
読
ま
せ
て
聞
き
た
ま
ふ
。
か
く
、
世
の
た
と
ひ
に
言

ひ
集
め
た
る
昔
語
ど
も
に
も
、
あ
だ
な
る
男
、
色
好
み
、
二
心
あ
る
人
に
か
か
づ
ら
ひ
た
る
女
、
か
や
う
な
る
こ
と
を
言
ひ
集
め
た

る
に
も
、
つ
ひ
に
よ
る
方
あ
り
て
こ
そ
あ
め
れ
、
あ
や
し
く
浮
き
て
も
過
ぐ
し
つ
る
あ
り
さ
ま
か
な
、
げ
に
、
の
た
ま
ひ
つ
る
や
う

に
、
人
よ
り
こ
と
な
る
宿
世
も
あ
り
け
る
身
な
が
ら
、
人
の
忍
び
が
た
く
飽
か
ぬ
こ
と
に
す
る
も
の
思
ひ
離
れ
ぬ
身
に
て
や
や
み
な

む
と
す
ら
ん
、
あ
ぢ
き
な
く
も
あ
る
か
な
、
な
ど
思
ひ
つ
づ
け
て
、
夜
更
け
て
大
殿
籠
り
ぬ
る
暁
方
よ
り
、
御
胸
を
な
や
み
た
ま

ふ
。 

（
若
菜
下
二
一
二
）

源
氏
が
女
三
宮
方
に
渡
っ
て
不
在
の
夜
、
そ
の
無
聊
を
慰
め
る
よ
う
に
女
房
に
物
語
を
読
ま
せ
た
紫
の
上
は
、
物
語
の
中
の
女
君
た
ち

に
比
べ
て
も
、「
あ
や
し
く
浮
き
て
も
過
ぐ
し
つ
る
あ
り
さ
ま
か
な
」「
あ
ぢ
き
な
く
も
あ
る
か
な
」）

14
（

（
若
菜
下
二
一
二
）
と
の
徒
労
の
我

が
生
に
突
き
当
た
り
、
病
に
倒
れ
る
こ
と
に
な
る
。

「
対
」
系
呼
称
の
最
終
例
Ⓒ
「
対
の
方
」（
若
菜
下
二
六
七
）
は
、
③
「
紫
の
上
」（
若
菜
上
七
五
）
と
対
応
し
、
朱
雀
院
の
意
識
を
描
く
。

③
「
紫
の
上
」（
若
菜
上
七
五
）
は
、
院
が
紫
の
上
に
文
を
送
る
場
面
で
、
紫
の
上
と
源
氏
の
絆
を
尊
重
す
る
朱
雀
院
の
心
情
を
窺
わ
せ

た
。
と
こ
ろ
が
Ⓒ
「
対
の
方
」（
若
菜
下
二
六
七
）
は
、
紫
の
上
の
蘇
生
後
、
女
三
宮
が
懐
妊
中
に
も
拘
わ
ら
ず
放
置
さ
れ
る
の
を
案
ず
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る
朱
雀
院
の
心
情
に
同
化
す
る
地
の
文
に
あ
り
、
我
が
姫
宮
が
「
対
の
方
」
よ
り
重
ん
じ
ら
れ
て
当
然
と
い
う
院
の
意
識
を
照
射
す
る
。

「
対
の
方
」
は
、
場
所
を
指
す
「
対
」
に
方
向
を
示
す
「
方
」
が
複
合
し
た
か
た
ち
だ
が
、「
対
の
方
」
を
主
語
と
す
る
叙
述
が
続
く
た
め
、

「
対
の
御
方
」
の
「
御
」
が
省
略
さ
れ
た
呼
称
の
よ
う
で
も
あ
り
、
紫
の
上
を
格
下
と
見
做
す
朱
雀
院
の
意
識
を
鋭
く
抉
っ
て
い
る
。
源

氏
と
紫
の
上
の
絆
を
称
賛
し
羨
み
、
そ
れ
に
あ
や
か
ろ
う
と
娘
を
他
な
ら
ぬ
源
氏
に
預
け
、
ま
た
自
ら
「
紫
の
上
」
に
文
を
遣
る
ほ
ど
で

あ
っ
た
朱
雀
院
が
、
こ
こ
で
は
身
の
程
以
上
に
愛
さ
れ
る
者
を
難
ず
る
「
対
の
方
」
と
捉
え
て
い
る
。
畢
竟
、
紫
の
上
は
「
対
の
上
」
で

は
な
く
、「
対
の
方
」
で
し
か
な
か
っ
た
か
の
よ
う
に
。

た
だ
し
こ
の
場
面
は
、「
対
」
の
思
考
の
結
果
発
病
し
た
紫
の
上
が
辛
く
も
蘇
生
し
た
後
で
あ
り
、
次
に
見
る
よ
う
に
「
対
」
の
限
界

に
紫
の
上
自
身
の
決
着
は
既
に
着
い
て
い
る
。

五
　
発
病
か
ら
屋
移
り
へ
ー
「
女
君
」
に
表
れ
る
「
紫
の
上
」
の
あ
り
方

女
楽
の
⑥
⑦
「
紫
の
上
」
の
後
、「
対
」
系
呼
称
は
「
対
の
上4

」
↓
「
対4

」
↓
「
対
の
方4

」
と
段
階
を
経
て
、
夕
霧
↓
紫
の
上
↓
朱
雀

院
の
三
者
の
眼
差
し
に
寄
り
添
い
な
が
ら
用
い
ら
れ
、
紫
の
上
の
発
病
と
共
に
終
焉
を
迎
え
た
。
そ
の
後
紫
の
上
は
蘇
生
す
る
が
、
再
び

「
紫
」
系
呼
称
が
登
場
す
る
の
に
は
鈴
虫
巻
を
待
ち
、
そ
の
間
は
「
御
方
」「
上
」「
人
」「
女
君
」
等
が
使
わ
れ
る
。
特
に
注
目
さ
れ
る
の

は
「
女
君
」（
若
菜
下
二
四
四
・
二
五
五
・
二
六
三
）
と
「
二
条
院
」
系
呼
称
（「
二
条
院
の
上
」
若
菜
下
二
七
三
「
二
条
の
上
」
柏
木
三

二
六
）
で
、「
女
君
」
は
、
紫
の
上
の
心
情
を
見
つ
め
る
叙
述
を
伴
い
、「
二
条
院
」
系
呼
称
は
妻
妾
間
の
序
列
問
題
の
決
着
と
六
条
院
空

間
か
ら
の
脱
出
を
示
唆
す
る
。
こ
れ
ら
の
呼
称
を
経
て
、「
紫
の
上
」
が
取
り
戻
さ
れ
る
過
程
を
確
認
し
た
い
。

病
に
臥
し
た
紫
の
上
は
二
条
院
に
移
る
も
、
物
の
怪
に
よ
り
仮
死
状
態
に
陥
る
（
若
菜
下
二
三
七
）。
源
氏
の
嘆
き
は
「
こ
の
人
亡
せ

た
ま
は
ば
、
院
も
か
な
ら
ず
世
を
背
く
御
本
意
遂
げ
た
ま
ひ
て
む
」（
若
菜
下
二
一
四
）
ほ
ど
で
あ
っ
た
。
こ
の
臨
死
体
験
と
悩
乱
す
る
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源
氏
の
姿
に
紫
の
上
の
心
は
動
か
さ
れ
、「
わ
が
身
に
は
さ
ら
に
口
惜
し
き
こ
と
残
る
ま
じ
け
れ
ど
、
か
く
思
し
ま
ど
ふ
め
る
に
、
む
な

し
く
見
な
さ
れ
た
て
ま
つ
ら
む
が
い
と
思
ひ
隈
な
か
る
べ
け
れ
ば
」（
若
菜
下
二
四
二
）
と
、
源
氏
の
た
め
と
い
う
一
筋
の
存
在
意
義
に

立
ち
戻
り
、
生
へ
と
向
か
お
う
と
す
る
。

こ
の
後
に
続
く
場
面
で
は
「
女
君
」
呼
称
と
共
に
、
蘇
生
後
の
紫
の
上
が
一
個
の
女
と
し
て
源
氏
と
向
き
合
う
姿
が
描
か
れ
る
。
例
え

ば
「
女
君
は
、
暑
く
む
つ
か
し
と
て
、
御
髪
す
ま
し
て
、
す
こ
し
さ
は
や
か
に
も
て
な
し
た
ま
へ
り
」（
若
菜
下
二
四
四
）
で
は
、
凌
ぎ

難
い
暑
さ
の
中
、
庭
の
蓮
葉
の
露
を
見
た
紫
の
上
が
余
命
の
儚
さ
を
歌
い
、
源
氏
は
そ
の
不
吉
を
恐
れ
て
極
楽
の
一
蓮
托
生
に
切
り
返
す

（「
消
え
と
ま
る
ほ
ど
や
は
経
べ
き
た
ま
さ
か
に
蓮
の
露
の
か
か
る
ば
か
り
を
」「
契
り
お
か
む
こ
の
世
な
ら
で
も
蓮
葉
に
玉
ゐ
る
露
の
心

へ
だ
つ
な
」（
若
菜
下
二
四
五
））。
女
楽
の
翌
日
も
紫
の
上
は
余
命
の
不
安
を
口
に
し
た
（
若
菜
下
二
〇
七
）
が
、
そ
れ
は
出
家
願
望
を

導
き
、
源
氏
を
独
り
残
す
こ
と
を
躊
躇
わ
な
い
も
の
だ
っ
た
。
だ
が
当
該
場
面
で
は
、
蘇
生
を
喜
ぶ
源
氏
の
言
葉
に
胸
を
打
た
れ
「
み
づ

か
ら
も
あ
は
れ
に
思
し
て
」（
若
菜
下
二
四
四
）
の
歌
で
あ
り
、
余
生
を
惜
し
む
響
き
が
あ
る
。

ま
た
「
女
君
」（
若
菜
下
二
五
五
）
の
叙
述
で
は
、
紫
の
上
は
「
と
く
渡
り
た
ま
ひ
に
し
こ
そ
い
と
ほ
し
け
れ
」（
若
菜
下
二
五
六
）
と

女
三
宮
を
気
遣
う
。
一
方
源
氏
は
朱
雀
院
や
女
房
の
介
入
を
憂
い
、「
げ
に
、
あ
な
が
ち
に
思
ふ
人
の
た
め
に
は
、
わ
づ
ら
は
し
き
よ
す

が
な
け
れ
ど
」（
若
菜
下
二
五
六
）
と
答
え
る
。「
あ
な
が
ち
に
思
ふ
人
」
は
諸
説
あ
る
が
、
妻
妾
の
縁
者
を
「
わ
づ
ら
は
し
」
と
す
る
の

は
確
か
で
、
源
氏
は
紫
の
上
の
親
縁
の
乏
さ
を
歓
迎
し
て
い
る
。
ま
た
、
朧
月
夜
や
朝
顔
の
出
家
を
源
氏
か
ら
知
ら
さ
れ
た
「
女
君
」（
若

菜
下
二
六
三
）
は
、
出
家
を
許
さ
れ
ぬ
紫
の
上
の
孤
愁
を
暴
く
も
の
の
、
他
の
女
君
と
の
関
係
を
源
氏
が
紫
の
上
だ
け
に
明
か
す
さ
ま
が

再
叙
述
さ
れ
て
も
お
り
、
隔
て
な
さ
の
再
認
と
同
時
に
、
出
家
を
阻
み
、
紫
の
上
を
己
の
一
部
と
し
て
縛
る
、
源
氏
の
執
着
ぶ
り
を
も
暴

く
場
面
と
な
っ
て
い
る
。

「
女
君
」
と
呼
ば
れ
る
紫
の
上
は
、
源
氏
と
の
繋
が
り
を
「
女
」
と
し
て
見
つ
め
、
結
び
つ
き
を
確
認
し
、
死
を
迎
え
る
そ
の
時
ま
で
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そ
れ
を
背
負
っ
て
の
生
を
全
う
し
よ
う
と
す
る
。
肉
親
の
縁
の
薄
さ
ゆ
え
に
深
い
源
氏
と
の
絆
の
意
味
に
向
き
合
っ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。

家
に
支
え
ら
れ
ぬ
男
女
の
仲
の
社
会
的
無
価
値
さ
に
抗
う
よ
う
に
、
過
剰
に
称
え
ら
れ
、
一
方
そ
の
称
讃
に
見
合
う
抑
制
も
伴
っ
た

「
対
」
は
、
徒
労
の
生
と
し
て
自
ら
を
諦
め
、
絆
を
も
含
め
手
放
し
た
。
だ
が
出
家
を
妨
げ
、
現
世
に
縛
る
絆
し
で
あ
り
続
け
る
そ
の

〈
絆
〉
に
、
蘇
生
し
た
「
女
君
」
は
立
ち
戻
る
。

次
に
「
二
条
院
の
上
」（
若
菜
下
二
七
三
）「
二
条
の
上
」（
柏
木
三
二
六
）
で
あ
る
。
紫
の
上
は
発
病
後
、
療
養
の
た
め
二
条
院
に
移
っ

た
（
若
菜
下
二
一
四
）。
源
氏
も
共
に
二
条
院
に
移
っ
た
が
、
紫
の
上
の
回
復
後
は
、
朱
雀
院
を
憚
り
、
あ
る
い
は
六
条
院
で
朱
雀
院
の

五
十
賀
を
執
行
し
女
三
宮
の
出
産
を
迎
え
る
等
の
た
め
に
、
源
氏
は
六
条
院
に
戻
り
、
二
人
は
居
所
を
別
っ
た
。
そ
れ
を
別
居
す
る
妾
妻

を
表
す
邸
名
呼
称
が
示
唆
し
て
い
る
。
紫
の
上
が
結
局
は
妾
妻
の
一
人
だ
と
示
さ
れ
た
わ
け
だ
が
、「
対
の
上
」
の
苦
悩
が
妻
妾
の
序
列

か
ら
の
逸
脱
と
深
く
関
わ
る
だ
け
に
、
妾
妻
と
い
う
確
か
な
立
場
を
得
る
こ
と
で
、
こ
の
問
題
に
決
着
が
つ
い
た
と
も
い
え
る
。
な
お
、

二
条
院
で
療
養
し
二
条
院
で
亡
く
な
っ
た
紫
の
上
だ
が
、）

15
（

「
二
条
院
」
系
呼
称
は
こ
の
二
例
に
留
ま
る
。

「
宮4

」
が
寝
殿
に
住
む
六
条
院
で
、「
対
の
上
」
は
「
宮
」
に
も
抗
い
得
る
異
例
性
・
超
越
性
を
放
つ
妻
た
る
べ
く
腐
心
し
疲
弊
し
た
。

対
し
て
「
わ
が
御
殿
」
の
女
主
と
し
て
君
臨
す
る
の
が
「
二
条
院
の
上
」
で
あ
る
。
二
条
院
も
須
磨
退
去
時
に
地
券
を
譲
ら
れ
た
、
源
氏

由
来
の
邸
で
あ
る
が
、
本
来
親
か
ら
渡
る
財
産
が
、
紫
の
上
の
場
合
は
源
氏
か
ら
与
え
ら
れ
る
わ
け
で
、「
二
条
院
」
こ
そ
特
異
な
絆
で

結
ば
れ
た
二
人
の
象
徴
の
邸
で
あ
る
。「
対
」
系
呼
称
の
消
失
後
、「
女
君
」
の
内
奥
が
辿
ら
れ
、
二
条
院
の
主
人
と
し
て
六
条
院
か
ら
自

由
に
な
り
、
し
か
し
「
二
条
院
」
系
呼
称
に
留
ま
る
こ
と
も
な
い
。
若
菜
巻
後
の
「
紫
の
上
」
は
、
そ
う
し
た
時
間
の
上
に
あ
る
。
こ
の

「
紫
の
上
」
は
、
若
菜
巻
序
盤
の
無
心
に
絆
を
信
じ
た
「
紫
の
上
」
や
、
女
楽
の
た
だ
自
ら
の
資
質
に
寄
り
縋
る
「
紫
の
上
」
と
は
変
容

し
、「
対
」
の
苦
悩
を
呑
み
込
ん
で
、
絆
と
絆
し
の
両
面
を
引
き
受
け
た
者
の
呼
称
と
な
っ
て
い
る
だ
ろ
う
。「
紫
の
上
」
は
登
場
時
の

物エ
ピ
ソ
ー
ド
語
に
因
み
、
原
点
を
喚
起
す
る
呼
称
で
あ
る
が
、
途
中
で
他
の
呼
称
に
主
軸
を
移
し
、
ま
た
唐
突
に
再
使
用
さ
れ
る
と
い
う
、
変
則
的
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な
使
用
が
な
さ
れ
る
（
こ
の
点
、「
明
石
」「
花
散
里
」
と
は
異
な
る
）。
こ
う
し
て
他
の
呼
称
と
共
に
紡
が
れ
る
途
中
の
物
語
を
絡
め
取

る
こ
と
で
、
原
点
の
物

エ
ピ
ソ
ー
ド語
の
別
の
側
面
に
光
を
当
て
つ
つ
喚
起
す
る
、
変
則
的
な
物
エ
ピ
ソ
ー
ド語
型
呼
称
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

六
　
若
菜
巻
以
降
の
「
紫
の
上
」

女
三
宮
の
持
仏
開
眼
供
養
で
は
、「
対
の
上
」
の
如
く
行
事
を
取
り
仕
切
る
姿
が
「
紫
の
上
」（
⑧
鈴
虫
三
七
三
・
⑨
鈴
虫
三
七
七
）
と

呼
ば
れ
る
。
源
氏
の
子
（
事
実
は
異
な
る
が
）
を
生
み
、
出
家
を
も
許
さ
れ
た
女
三
宮
に
対
す
る
心
情
は
叙
さ
れ
ず
、
朝
顔
や
朧
月
夜
の

出
家
を
「
う
ら
や
ま
し
く
思
」（
若
菜
下
二
六
五
）
っ
た
「
女
君
」
の
眼
差
し
も
秘
め
て
描
か
れ
ぬ
ま
ま
、
己
の
出
家
の
代
わ
り
に
こ
の

供
養
に
尽
く
す
か
の
よ
う
な
有
様
が
「
紫
の
上
」
と
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
女
三
宮
の
出
家
後
、
薫
は
紫
の
上
に
預
け
ら
れ
て
当
然

で
あ
り
、
そ
れ
は
、
正
妻
の
子
の
母
代
「
対
」
の
復
活
に
も
な
る
が
、）

16
（

紫
の
上
は
薫
の
養
母
と
は
な
ら
ず
、
も
は
や
〈
光
源
氏
の
世
界
〉

の
要
た
ろ
う
と
し
な
い
。
源
氏
と
共
に
行
事
を
差
配
す
る
さ
ま
は
以
前
の
「
対
の
上
」
の
よ
う
だ
が
、
今
は
も
う
六
条
院
の
理
想
の
女
主

で
あ
る
こ
と
に
拘
ら
ぬ
姿
が
「
紫
の
上
」
呼
称
に
滲
み
出
て
い
る
。

こ
の
時
沈
黙
し
て
い
た
「
紫
の
上
」
の
内
奥
は
、
⑩
「
紫
の
上
に
も
、
…
…
御
顔
う
ち
赤
め
て
、
心
憂
く
、
さ
ま
で
後
ら
か
し
た
ま

ふ
べ
き
に
や
、
と
思
し
た
り
。
女
ば
か
り
、
身
を
も
て
な
す
さ
ま
も
と
こ
ろ
せ
う
、
あ
は
れ
な
る
べ
き
も
の
は
な
し
、
…
…
」（
夕
霧

四
五
六
）
で
明
か
さ
れ
る
。「
紫
の
上
」
は
、
女
の
生
き
辛
さ
、
女
と
い
う
身
を
負
っ
て
生
き
る
「
人
」
の
、
苦
と
輝
き
を
直
視
し
て
ゆ

く
。⑪

紫
の
上
、
い
た
う
わ
づ
ら
ひ
た
ま
ひ
し
御
心
地
の
後
、
い
と
あ
つ
し
く
な
り
た
ま
ひ
て
、
そ
こ
は
か
と
な
く
な
や
み
わ
た
り
た
ま
ふ

こ
と
久
し
く
な
り
ぬ
。
…
…
み
づ
か
ら
の
御
心
地
に
は
、
こ
の
世
に
飽
か
ぬ
こ
と
な
く
、
う
し
ろ
め
た
き
絆
だ
に
ま
じ
ら
ぬ
御
身
な

れ
ば
、
あ
な
が
ち
に
か
け
と
ど
め
ま
ほ
し
き
御
命
と
も
思
さ
れ
ぬ
を
、
年
ご
ろ
の
御
契
り
か
け
離
れ
、
思
ひ
嘆
か
せ
た
て
ま
つ
ら
む
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こ
と
の
み
ぞ
、
人
知
れ
ぬ
御
心
の
中
に
も
も
の
あ
は
れ
に
思
さ
れ
け
る
。 

（
御
法
四
九
三
）

⑪
も
中
略
部
分
で
は
、
源
氏
の
執
心
ゆ
え
に
出
家
も
叶
わ
ぬ
生
が
見
つ
め
ら
れ
て
い
る
。
束
縛
と
い
う
他
な
い
源
氏
の
執
着
は
、
出
家

の
道
を
閉
ざ
し
、「
紫
の
上
」
を
現
世
に
縛
り
つ
け
る
。
妄
執
す
る
男
に
愛
さ
れ
続
け
る
女
の
生
は
辛
く
息
苦
し
い
。「
紫
の
上
」
は
も
は

や
無
心
に
源
氏
を
信
じ
る
叙
述
を
展
開
せ
ず
、
源
氏
と
の
絆
も
今
は
女
の
苦
悩
に
結
び
つ
く
。
け
れ
ど
、
紫
の
上
の
心
残
り
も
源
氏
一
人

で
あ
る
。
蛍
巻
の
継
子
物
語
が
照
ら
し
て
い
た
よ
う
に
、
紫
の
上
の
人
生
は
、
源
氏
と
出
逢
っ
て
始
ま
り
、
源
氏
と
共
に
あ
っ
て
意
味
を

な
す
も
の
で
あ
っ
た
。
な
る
ほ
ど
親
と
の
縁
が
薄
く
子
も
な
い
紫
の
上
の
死
は
空
し
く
、
彼
女
の
生
は
実
に
儚
い
。
し
か
し
そ
れ
が
無
意

味
で
な
か
っ
た
証
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
何
一
つ
持
た
な
い
「
紫
の
上
」
の
死
を
、
源
氏
が
こ
れ
ほ
ど
に
惜
し
む
、
そ
の
深
い
愛
執
の
中
に

あ
る
の
だ
ろ
う
。
北
山
の
出
逢
い
に
端
を
発
す
る
二
人
の
物
語
が
築
い
て
き
た
結
び
つ
き
に
、
紫
の
上
の
、
自
ら
の
今
生
へ
の
「
あ
は

れ
」
が
集
約
し
て
い
る
。
若
菜
巻
以
後
の
「
紫
の
上
」
は
、
源
氏
と
の
、
今
は
妄
執
で
さ
え
あ
る
〈
絆
〉
を
惹
起
し
、
否
応
な
く
離
別
へ

進
む
二
人
の
物
語
叙
述
に
共
鳴
す
る
。

「
対
の
上
」
の
苦
悩
は
袋
小
路
の
一
途
を
辿
り
、
つ
い
に
物
語
は
「
対
」
系
呼
称
を
手
放
し
て
ゆ
く
。
一
方
、
こ
の
問
題
に
苦
し
み
抜

い
た
生
の
一
筋
の
光
が
、「
女
君
」「
二
条
の
上
」
を
経
て
の
「
紫
の
上
」
の
物
語
、
源
氏
と
だ
け
結
び
つ
い
て
き
た
生
の
、
苦
し
さ
と
美

し
さ
を
照
射
し
て
ゆ
く
。
源
氏
の
執
着
は
、
権
勢
と
は
無
関
係
な
、
紫
の
上
の
生
の
意
味
を
照
ら
し
て
い
る
。「
対
の
上
」
か
ら
「
紫
の

上
」
へ
の
呼
称
の
移
行
は
、
超
越
者
の
世
界
か
ら
一
人
の
人
間
の
生
へ
と
、
物
語
が
見
据
え
る
内
容
が
変
化
し
た
こ
と
と
連
動
し
て
い
よ

う
。

七
　
お
わ
り
に

当
時
の
貴
族
社
会
に
お
い
て
、
公
的
な
立
場
を
持
た
な
い
家
の
女
性
た
ち
は
、
父
子
や
夫
に
よ
っ
て
立
場
を
保
障
さ
れ
た
。
し
か
し
紫
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の
上
は
、
後
見
に
も
子
に
も
恵
ま
れ
ず
、
唯
一
の
頼
み
で
あ
っ
た
源
氏
と
の
信
頼
関
係
に
も
、
女
三
宮
降
嫁
に
よ
っ
て
亀
裂
が
生
じ
た
。

そ
も
そ
も
紫
の
上
に
は
「
北
の
方
」
を
始
め
、
夫
と
の
複
合
形
の
呼
称
が
少
な
く
、
一
方
で
、
多
様
で
変
則
的
な
呼
称
を
多
く
持
ち
、
そ

れ
が
や
は
り
〈
光
源
氏
の
世
界
〉
に
根
差
す
呼
称
で
あ
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
た
。
し
か
し
そ
れ
は
、
通
常
の
正
妻
「
北
の
方
」
と
し
て
一

元
的
に
捉
え
ら
れ
る
存
在
で
も
な
か
っ
た
こ
と
を
意
味
し
て
も
い
る
わ
け
で
、
結
局
紫
の
上
が
確
か
な
立
場
を
持
た
な
い
、
光
源
氏
と
の

み
結
び
つ
く
存
在
で
あ
る
こ
と
に
関
わ
っ
て
い
よ
う
。
こ
う
し
た
、
何
の
保
障
も
立
場
も
持
た
ず
に
社
会
に
向
き
合
う
彼
女
を
抉
る
呼
称

が
若
菜
巻
の
「
対
の
上
」
で
あ
り
、
こ
れ
が
若
菜
巻
で
終
焉
す
る
。
一
方
「
紫
の
上
」
も
、
貴
族
社
会
の
保
障
に
守
ら
れ
な
い
彼
女
を
捉

え
る
が
、
し
か
し
こ
ち
ら
は
む
し
ろ
若
紫
巻
の
物

エ
ピ
ソ
ー
ド語
に
立
ち
返
っ
て
、
紫
の
上
の
生
来
の
魅
力
、
ひ
い
て
は
そ
こ
か
ら
築
か
れ
た
源
氏
と

の
無
二
の
結
び
つ
き
を
改
め
て
照
ら
し
出
す
も
の
で
あ
る
。

実
の
と
こ
ろ
、
若
菜
巻
で
は
折
に
触
れ
、
愛
育
の
果
て
に
妻
と
な
っ
た
紫
の
上
の
あ
り
方
が
、
人
々
か
ら
認
め
ら
れ
て
い
た
。
女
三
宮

の
乳
母
は
、
宮
の
後
見
を
選
ぶ
際
、「
六
条
の
大
殿
の
、
式
部
卿
の
親
王
の
む
す
め
生
ほ
し
た
て
け
む
や
う
に
」（
若
菜
上
二
七
）
と
紫
の

上
を
娘
の
よ
う
に
慈
し
ん
だ
こ
と
を
理
由
に
源
氏
を
推
薦
し
、
朱
雀
院
も
賛
同
し
た
。
紫
の
上
を
偏
愛
す
る
源
氏
を
柏
木
が
非
難
し
た
時

に
夕
霧
が
「
こ
な
た
は
、
さ
ま
変
り
て
生
ほ
し
た
て
た
ま
へ
る
睦
び
の
け
ぢ
め
ば
か
り
に
こ
そ
あ
べ
か
め
れ
」（
若
菜
上
一
四
六
）
と
窘

め
る
場
面
も
あ
る
。
こ
れ
ま
で
源
氏
と
紫
の
上
の
結
婚
の
あ
り
方
が
、
第
三
者
か
ら
評
価
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
若
菜
巻

で
は
、
こ
の
婚
姻
に
倣
お
う
と
し
、
意
義
あ
る
結
び
つ
き
だ
と
理
想
視
す
る
人
々
が
語
ら
れ
る
。
非
正
式
な
婚
姻
ゆ
え
に
女
三
宮
降
嫁
実

現
の
隙
も
生
じ
た
の
だ
が
、
一
方
で
幼
い
時
か
ら
長
く
深
く
共
に
生
き
た
二
人
の
絆
が
価
値
あ
る
繋
が
り
と
し
て
、
他
者
に
よ
っ
て
も
認

め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
院
が
「
紫
の
上
」
に
敬
意
の
に
じ
む
消
息
を
送
っ
た
ゆ
え
ん
で
あ
る
。

紫
の
上
の
生
は
今
を
限
り
と
す
る
。
だ
が
そ
の
「
生
」
の
意
味
は
、
源
氏
と
の
絆
と
い
う
一
筋
に
見
出
だ
さ
れ
た
。
親
も
子
も
な
い
紫

の
上
に
、
源
氏
は
深
く
執
着
す
る
。
紫
の
上
を
苦
し
め
る
愛
執
に
源
氏
自
身
苦
悩
し
、
ま
た
紫
の
上
も
そ
れ
を
怨
み
な
が
ら
も
、
今
生
の
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た
だ
一
つ
の
証
と
し
て
源
氏
の
妄
執
を
受
け
容
れ
て
ゆ
く
。
そ
れ
は
、
源
氏
と
紫
の
上
が
超
越
者
で
は
な
く
、
人
と
人
と
し
て
向
き
合

い
、
執
す
る
さ
ま
に
他
な
ら
な
い
。
若
紫
巻
に
お
い
て
、
北
山
で
走
り
来
た
少
女
は
野
生
児
と
も
称
す
べ
き
異
例
な
個
性
を
帯
び
て
い
た

が
、
そ
の
姿
に
惹
か
れ
る
源
氏
の
眼
差
し
に
よ
っ
て
、「
紫
」
の
美
質
と
し
て
認
め
ら
れ
、
以
後
源
氏
と
の
日
々
の
中
で
育
ま
れ
て
い
っ

た
。
そ
の
意
味
で
は
「
紫
の
上
」
の
魅
力
は
、
源
氏
の
眼
差
し
を
通
じ
て
価
値
づ
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
自
分
と
重
な
る
境
遇
の
少
女

を
源
氏
が
「
児
」「
幼
き
人
」
と
さ
え
呼
ん
で）

17
（

慈
し
ん
だ
、
そ
の
絆
と
絆
し
の
中
に
、
紫
の
上
の
存
在
意
義
が
あ
る
。

「
対
の
上
」
消
失
後
に
辿
り
着
い
た
の
は
、
身
分
で
も
家
族
関
係
で
も
な
く
、
源
氏
と
の
物
語
を
内
包
す
る
「
紫
の
上
」
で
あ
っ
た
。

紫
の
上
は
、
二
人
の
出
逢
い
と
そ
の
後
の
人
生
を
重
ね
る
「
紫
の
上
」
呼
称
に
よ
り
、
親
や
子
を
介
さ
ぬ
、
そ
の
美
質
の
み
に
執
し
て
結

ば
れ
る
、
奇
跡
の
よ
う
な
〈
絆
〉
を
生
き
る
女
君
と
し
て
物
語
に
据
え
直
さ
れ
た
。
そ
れ
は
、
そ
う
し
た
紫
の
上
と
い
う
個
性
に
魅
了
さ

れ
執
し
た
者
の
物
語
で
も
あ
る
と
い
え
よ
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
。

注

1
　
紫
の
上
に
見
ら
れ
る
「
殿
の
上
」「
大
殿
の
北
の
方
」
呼
称
は
、「
殿
」「
大
殿
」
が
源
氏
を
指
す
た
め
、
夫
源
氏
由
来
の
呼
称
で
あ
る
と
考
え
る
。
な

お
葵
の
上
な
ど
に
使
用
が
あ
る
、
他
の
「
大
殿
」
呼
称
が
父
に
因
む
こ
と
を
重
く
見
る
と
、
こ
れ
ら
は
、
父
の
よ
う
な
源
氏
の
妻
で
も
あ
る
と
い
う

紫
の
上
の
特
異
な
立
場
を
映
し
出
す
と
も
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
し
『
大
鏡
』
で
は
「
殿
」
が
道
長
を
指
し
、
正
妻
倫
子
を
「
大
殿
の
上
」「
殿
の
上
」

と
呼
ぶ
の
が
基
本
で
あ
り
、
正
妻
の
呼
称
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
鑑
み
る
と
『
源
氏
物
語
』
で
は
、
意
図
的
に
「
殿
」「
大
殿
」
を
娘
の
呼
称
と
し

て
用
い
、
そ
の
上
で
紫
の
上
に
妻
の
呼
称
と
し
て
使
用
す
る
の
だ
と
推
測
さ
れ
る
。

2
　
拙
稿
「『
源
氏
物
語
』
の
妻
妾
の
呼
称
―
光
源
氏
の
妻
妾
の
呼
称
の
独
自
性
―
」（「
日
本
文
学
」
62
―
12
、
二
〇
一
三
年
一
二
月
）。

3
　『
小
右
記
』
で
は
、
道
長
の
正
妻
倫
子
に
は
「
北
の
方
」
を
中
心
と
す
る
夫
に
因
む
呼
称
が
、
妾
妻
明
子
に
は
居
所
「
高
松
」
に
因
む
《
邸
名
呼
称
》

が
使
用
さ
れ
る
と
い
う
違
い
が
あ
る
。

4
　
拙
稿
「「
対
の
上
」
と
い
う
呼
称
―
特
異
な
呼
称
が
描
く
も
の
」（「
中
古
文
学
」
85
、
二
〇
一
〇
年
六
月
）、
及
び
前
掲
注
2
論
文
。
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5
　
拙
稿
「『
源
氏
物
語
』
若
菜
巻
の
「
対
の
上
」
―
〈
光
源
氏
の
世
界
〉
の
変
容
」（
昭
和
女
子
大
学
紀
要
「
学
苑
」

903
、
二
〇
一
六
年
一
月
）。

6
　
若
菜
巻
以
降
に
第
一
部
の
解
体
と
も
言
う
べ
き
主
題
の
転
換
が
あ
る
こ
と
は
、
鈴
木
日
出
男
「
女
三
宮
降
嫁
後
―
六
条
院
世
界
の
相
対
化
（
一
）」「
御

代
が
わ
り
―
六
条
院
世
界
の
相
対
化
（
二
）」（『
源
氏
物
語
虚
構
論
』
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
三
年
）、
今
井
久
代
『
源
氏
物
語
構
造
論
―
作
中

人
物
の
動
態
を
め
ぐ
っ
て
』（
風
間
書
房
、
二
〇
〇
一
年
）
な
ど
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

7
　
拙
稿
「「
紫
の
上
」
と
い
う
呼
称
―
「
紫
」
に
込
め
ら
れ
た
も
の
―
」（「
む
ら
さ
き
」
48
、
二
〇
一
一
年
一
二
月
）。
物
エ
ピ
ソ
ー
ド語
に
因
む
呼
称
に
つ
い
は
、

拙
稿
「「
空
蝉
」「
帚
木
」
と
い
う
呼
称
―
エ
ピ
ソ
ー
ド
型
呼
称
の
一
つ
と
し
て
」（「
日
本
文
学
」
60
―
4
、
二
〇
一
一
年
四
月
）
に
詳
述
。

8
　
若
菜
巻
以
降
の
「
対
」
系
呼
称
は
匂
兵
部
卿
巻
（
二
一
）
の
一
例
の
み
。
あ
り
し
紫
の
上
を
追
慕
す
る
夕
霧
の
心
内
で
あ
り
、
光
源
氏
体
制
を
支
え

る
伴
侶
と
し
て
想
起
す
る
場
面
で
あ
り
、
あ
え
て
「
対
の
上
」
が
用
い
ら
れ
た
と
考
え
る
。

9
　「
対
の
上
」「
紫
の
上
」
に
は
既
に
そ
れ
ぞ
れ
論
考
が
あ
り
、
特
に
若
菜
巻
の
「
対
の
上
」
か
ら
「
紫
の
上
」
へ
の
呼
称
の
移
行
に
注
目
し
た
論
と
し

て
は
、
大
澤
加
奈
子
氏
「
呼
称
〈
紫
の
上
〉〈
対
の
上
〉
の
再
検
討
―
光
源
氏
の
私
的
世
界
・
六
条
院
に
お
け
る
紫
の
上
の
選
択
―
」（「
王
朝
文
学
研

究
誌
」
14
、
二
〇
〇
三
年
三
月
）
が
あ
る
。

10
　
注
5
に
同
じ
。

11
　
中
川
正
美
「
琴
か
ら
和
琴
へ
」（『
源
氏
物
語
と
音
楽
』
和
泉
書
院
、
二
〇
〇
七
年
）。

12
　
注
8
に
同
じ
。

13
　
紫
の
上
の
「
祈
り
」
に
つ
い
て
は
、
原
岡
文
子
氏
に
よ
る
考
察
が
あ
る
（「
紫
の
上
の
「
祈
り
」
を
め
ぐ
っ
て
」『
源
氏
物
語
の
人
物
と
表
現
―
そ
の

両
義
的
展
開
』
翰
林
書
房
、
二
〇
〇
三
年
）。

14
　「
あ
ぢ
き
な
し
」
は
、「『
過
去
や
現
在
の
物
事
が
自
分
の
思
う
よ
う
で
な
い
が
、
そ
れ
を
ど
う
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
』、
あ
る
い
は
『
こ
れ
か
ら
の

物
事
が
自
分
の
思
う
よ
う
に
な
ら
な
い
だ
ろ
う
』
と
い
う
認
識
を
あ
ら
わ
す
」
と
指
摘
さ
れ
る
（
宮
武
利
江
「「
あ
ぢ
き
な
し
」
の
基
本
的
語
義
」

（「
文
教
大
学
文
学
部
紀
要
」
20
、
二
〇
〇
六
年
一
〇
月
）。

15
　
発
病
後
、
紫
の
上
が
六
条
院
に
戻
る
記
述
は
な
い
。「
対
へ
渡
り
た
ま
ひ
ぬ
れ
ば
」（
横
笛
三
六
六
）
を
、『
新
全
集
』
頭
注
は
「
源
氏
が
寝
殿
か
ら
紫

の
上
の
い
る
東
の
対
へ
移
る
と
、
夕
霧
も
つ
い
て
き
た
」
と
す
る
が
、
む
し
ろ
紫
の
上
不
在
ゆ
え
に
夕
霧
の
立
ち
入
り
が
許
さ
れ
た
と
考
え
る
。

16
　
前
掲
注
2
論
文
。

17
　
若
紫
巻
の
紫
の
上
の
呼
称
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「「
児
」
と
呼
ば
れ
た
紫
の
上
」（「
東
京
女
子
大
学
日
本
文
学
」

104
、
二
〇
〇
八
年
三
月
）、「
若
紫
巻

に
お
け
る
紫
の
上
の
呼
称
―
十
種
の
呼
称
が
描
く
も
の
―
」（「
東
京
女
子
大
学
紀
要
論
集
」
59
―
2
、
二
〇
〇
九
年
三
月
）
に
お
い
て
言
及
し
た
。
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【
付
記
】

本
稿
は
、
東
京
女
子
大
学
大
学
院
に
提
出
し
た
博
士
論
文
の
一
部
を
も
と
に
作
成
し
た
も
の
で
あ
る
。

　（
東
京
女
子
大
学
大
学
院
博
士
後
期
課
程
人
間
科
学
研
究
科
修
了
）

キ
ー
ワ
ー
ド

源
氏
物
語
、
若
菜
巻
、
呼
称
、「
紫
の
上
」、「
対
の
上
」


