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一

　

桐き
り

壺つ
ぼ
の

更こ
う

衣い

の
父
は
、
按あ

ぜ

ち
察
使
大
納
言
と
い
う
地
位
に
あ
っ
た
が
、
更
衣
を
残
し
て
す
で
に
こ
の
世
を
去
っ
て
い
た
。
母
北き
た

の
方か
た

は
大

納
言
の
、
娘
を
宮
中
に
出
仕
さ
せ
た
い
と
い
う
遺
言
を
守
っ
て
、
桐
壺
帝
の
後
宮
に
入じ
ゆ

内だ
い

さ
せ
た
。
更
衣
と
い
う
後
宮
で
の
地
位
は
、
父

が
大
納
言
で
あ
っ
た
こ
と
に
由
来
す
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
大
臣
ら
の
娘
は
女に
よ
う
ご御
と
い
う
地
位
で
入
内
す
る
の
で
あ
り
、
後
宮
で
の
立
場

が
女
御
ら
に
劣
る
こ
と
は
、
う
た
が
い
よ
う
の
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
。
ま
し
て
、
父
は
す
で
に
亡
く
な
っ
て
か
ら
の
入
内
で
あ
る
た
め
、

政
治
的
、
経
済
的
な
後
ろ
だ
て
の
な
い
こ
と
も
明
白
で
、
本
来
な
ら
ば
入
内
そ
れ
自
体
が
、
無
謀
と
も
い
え
る
出
来
事
で
あ
っ
た
。

　

そ
の
よ
う
な
桐
壺
更
衣
の
宮
中
で
の
生
活
を
守
っ
た
の
が
、
母
北
の
方
の
教
養
だ
っ
た
。
母
は
旧
家
の
出
身
で
、
宮
中
の
古
い
し
き
た

り
に
明
る
か
っ
た
。
何
事
も
先
例
を
重
ん
じ
る
宮
廷
に
あ
っ
て
、
母
の
知
識
は
、
桐
壺
更
衣
の
身
ご
な
し
を
、
品
位
あ
る
も
の
と
し
て
保

源
氏
物
語
の
「
生
き
る
」
│
│ 

桐
壺
更
衣 

断
章

松

井

健

児
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つ
こ
と
に
成
功
し
た
の
だ
と
思
わ
れ
る
。
宮
中
の
伝
統
に
精
通
し
た
人
は
、
桐
壺
更
衣
の
こ
と
を
「
心
ば
せ
の
な
だ
ら
か
に
、
め
や
す
く
、

憎
み
が
た
か
り
し
」（
一
│
二
五
）
と
認
め
て
い
た
。
桐
壺
更
衣
の
性
格
は
穏
や
か
で
、
感
じ
が
よ
く
、
と
て
も
憎
め
な
い
女
性
で
あ
る

と
い
う
の
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
が
帝
が
、
他
の
女
御
や
更
衣
を
差
し
置
い
て
、
桐
壺
更
衣
ば
か
り
を
溺
愛
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
悲
劇
が
お
こ
る
こ
と
と
な
っ

た
。
帝
か
ら
の
寵ち
よ
う
あ
い愛が
深
く
、
第
二
皇
子
を
出
産
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
周
囲
か
ら
の
激
し
い
嫉
妬
を
受
け
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

帝
か
ら
の
愛
情
を
受
け
る
こ
と
、
帝
の
子
を
も
う
け
る
こ
と
、
そ
の
子
が
男
子
で
あ
る
こ
と
が
、
宮
廷
女
性
た
ち
の
共
通
の
目
標
だ
っ
た
。

そ
の
子
が
や
が
て
、
帝
の
ゆ
る
し
を
得
て
春と
う

宮ぐ
う

、
皇
太
子
と
な
り
、
つ
い
で
次
の
帝
と
な
れ
ば
、
そ
の
帝
の
母
は
皇こ
う

太た
い

后ご
う

で
あ
り
、
母
の

父
親
は
帝
の
外が
い

戚せ
き

と
し
て
、
臣
下
に
あ
り
な
が
ら
、
も
っ
と
も
権
力
の
中
枢
に
近
い
立
場
を
得
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
う
し
た
、

帝
と
の
血
縁
関
係
に
よ
っ
て
、
と
き
の
最
高
の
権
力
は
形
成
さ
れ
て
い
た
。
後
宮
の
女
性
た
ち
は
、
帝
と
の
個
人
的
な
愛
情
関
係
が
あ
っ

て
入
内
す
る
の
で
は
な
く
、
一
族
の
栄
華
の
可
能
性
と
い
う
、
重
い
役
割
を
背
負
っ
て
入
内
す
る
。
目
的
を
か
な
え
る
こ
と
が
女
性
た
ち

の
生
き
方
と
な
り
、
そ
れ
は
や
が
て
、
み
ず
か
ら
を
他
の
女
性
た
ち
と
比
較
す
る
こ
と
と
な
る
。
競
争
社
会
で
あ
る
。

　

劣
位
に
立
た
さ
れ
た
女お
ん
な
ぎ
み君は
、
優
位
の
女
性
を
う
ら
や
み
、
う
ら
や
む
だ
け
で
な
く
、
一
族
の
力
を
も
借
り
て
、
身
体
的
に
も
精
神
的

に
も
そ
の
女
性
を
攻
撃
す
る
。
桐
壺
更
衣
は
、
帝
の
部
屋
に
向
か
う
廊
下
に
汚
物
を
ま
か
れ
、
扉
の
あ
る
渡
り
廊
下
に
閉
じ
込
め
ら
れ
た
。

精
神
的
に
追
い
つ
め
ら
れ
た
桐
壺
更
衣
は
、
心
労
の
あ
ま
り
病
死
す
る
。
嫉
妬
と
迫
害
と
い
う
後
宮
社
会
の
あ
り
方
が
、
ひ
と
り
の
女
性

を
こ
の
世
か
ら
葬
っ
た
の
で
あ
る
。
帝
と
の
間
に
生
ま
れ
た
第
二
皇
子
が
数
え
年
で
三
歳
の
夏
の
こ
と
、
の
ち
の
光
源
氏
で
あ
る
。

（
帝
）
限
り
あ
ら
む
道
に
も
、
後お
く

れ
先さ
き

立だ

た
じ
と
契ち
ぎ

ら
せ
た
ま
ひ
け
る
を
。
さ
り
と
も
う
ち
棄す

て
て
は
、
え
行
き
や
ら
じ
、
と
の
た
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ま
は
す
る
を
、
女
も
い
と
い
み
じ
と
見
た
て
ま
つ
り
て
、

　
　
（
桐
壺
更
衣
）
か
ぎ
り
と
て
別
る
る
道
の
悲
し
き
に
い
か
ま
ほ
し
き
は
命
な
り
け
り 

（「
桐
壺
」
一
│
二
二
）

　

桐
壺
の
帝
は
、
病
で
衰
弱
す
る
更
衣
を
つ
い
に
後
宮
か
ら
手
放
し
、
里
へ
帰
る
こ
と
を
認
め
る
。
後
宮
の
女
性
で
あ
っ
て
も
、
宮
中
で

死
ぬ
こ
と
は
ゆ
る
さ
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
帝
は
「
後
れ
先
立
た
じ
」、
死
ぬ
と
き
も
い
っ
し
ょ
に
と
、
約
束
し
た
で
は
な
い
か
と
更
衣

に
訴
え
る
。
死
へ
と
向
か
う
道
で
あ
っ
て
も
、
共
に
行
き
た
い
と
願
う
の
で
あ
る
。
帝
の
こ
と
ば
に
、
更
衣
も
ま
た
身
に
し
み
て
感
慨
が

迫
る
の
だ
ろ
う
。
そ
の
思
い
が
、
歌
の
か
た
ち
と
な
っ
て
あ
ら
わ
れ
る
。

　

桐
壺
更
衣
は
、
い
ま
と
な
っ
て
は
、
帝
と
の
死
別
の
道
を
行
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
覚
悟
す
る
。
し
か
し
、
自
分
が
行
き
た
い

の
は
死
へ
と
向
か
う
道
で
は
な
く
、
命
を
満
た
す
生
き
る
道
で
あ
る
と
う
た
う
。「
い
か
ま
ほ
し
」
は
、「
行
き
た
い
」
と
「
生
き
た
い
」

と
の
掛
詞
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
桐
壺
更
衣
は
、
は
っ
き
り
と
「
生
き
る
こ
と
」
を
願
い
、
そ
れ
を
声
に
し
て
訴
え
た
の
で
あ
る
。

　

じ
つ
は
桐
壺
更
衣
の
死
に
さ
い
し
て
の
こ
と
ば
は
、
物
語
の
な
か
で
は
、
ほ
と
ん
ど
語
ら
れ
て
い
な
い
。
み
ず
か
ら
の
境
遇
に
、
あ
わ

れ
を
深
く
感
じ
な
が
ら
も
「
言こ
と

に
出い

で
て
も
聞
こ
え
や
ら
ず
」、
思
い
を
申
し
上
げ
な
い
と
あ
り
、
帝
の
さ
ま
ざ
ま
な
問
い
か
け
に
も
「
御

答い
ら

へ
も
聞
こ
え
た
ま
は
ず
」、
ご
返
事
を
申
し
上
げ
ず
、
ま
た
、
こ
の
和
歌
の
詠
出
に
さ
い
し
て
も
「
聞
こ
え
ま
ほ
し
げ
な
る
こ
と
は
あ

り
げ
な
れ
ど
」、
申
し
あ
げ
た
そ
う
な
こ
と
は
あ
る
も
の
の
と
、
こ
と
ご
と
く
、
そ
の
思
い
が
こ
と
ば
に
な
ら
な
い
様
子
が
語
ら
れ
る
の

で
あ
る
。
そ
う
し
た
な
か
に
あ
っ
て
、
唯
一
の
こ
と
ば
ら
し
い
こ
と
ば
と
い
え
ば
、「
い
と
か
く
思
ひ
た
ま
へ
ま
し
か
ば
」（
一
│
二
三
）

だ
け
で
あ
っ
た
。し
か
し
こ
れ
に
し
て
も
、本
当
に
こ
ん
な
こ
と
に
な
る
と
わ
か
っ
て
お
り
ま
し
た
ら
と
、無
念
な
死
を
予
感
で
き
な
か
っ

た
こ
と
を
悔
や
む
、
最
後
ま
で
を
言
い
切
ら
な
い
、
こ
と
ば
の
か
け
ら
の
よ
う
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
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物
語
は
、
桐
壺
更
衣
の
死
に
さ
い
し
て
一
首
の
和
歌
だ
け
を
、
た
か
だ
か
と
掲
げ
た
の
で
あ
る
。「
い
か
ま
ほ
し
き
は
命
な
り
け
り
」

と
は
、
力
を
ふ
り
し
ぼ
り
声
を
か
ぎ
り
に
う
た
わ
れ
た
、
ま
さ
に
絶
唱
で
あ
る
。
帝
は
こ
の
歌
に
返
歌
を
付
し
て
い
な
い
。
そ
の
よ
う
な

余
裕
な
ど
な
い
、
悲
し
み
の
現
れ
と
も
思
わ
れ
る
が
、
こ
の
歌
の
も
つ
厳
し
さ
が
、
中
途
半
端
な
返
歌
を
寄
せ
付
け
な
か
っ
た
、
あ
る
い

は
返
歌
の
し
よ
う
が
な
か
っ
た
と
い
う
の
が
実
際
の
と
こ
ろ
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
。

　
「
生
か
ま
ほ
し
」、
生
き
た
い
、
と
い
う
こ
と
が
、
こ
の
歌
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
で
あ
る
。「
生
き
る
」
こ
と
へ
の
切
実
な
願
い
が
、『
源
氏
物

語
』
の
冒
頭
に
う
た
わ
れ
た
こ
と
に
な
る
。『
源
氏
物
語
』
に
収
め
ら
れ
た
七
百
九
十
五
首
の
和
歌
の
、
冒
頭
の
一
首
が
こ
の
和
歌
で
あ
っ

た
。
そ
し
て
ま
た
、
桐
壺
更
衣
は
『
源
氏
物
語
』
に
お
い
て
、
こ
の
一
首
の
歌
だ
け
を
う
た
い
、
死
に
、
こ
の
物
語
か
ら
姿
を
消
す
の
で

あ
る
。『
源
氏
物
語
』
の
冒
頭
に
あ
っ
て
、
こ
の
物
語
に
流
れ
続
け
る
主
題
の
あ
り
か
を
印
象
づ
け
る
名
歌
と
い
っ
て
よ
い
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。
生
き
る
、
古
語
で
は
「
生
く
」
と
は
、『
源
氏
物
語
』
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
思
い
を
あ
ら
わ
す
こ
と
ば
だ
っ
た
と
い
え
る

だ
ろ
う
。

　

ま
た
、
そ
も
そ
も
桐
壺
更
衣
は
、
な
ぜ
「
生
き
た
い
」
と
思
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
桐
壺
の
帝
へ
の
愛
着
な
の
か
、
幼
い
皇
子
へ
の
思
い

な
の
か
、
な
ん
と
し
て
も
皇
子
を
春
宮
に
と
い
う
、
家
の
意
思
へ
の
願
い
な
の
か
、
さ
ま
ざ
ま
な
思
い
が
導
か
れ
そ
う
に
な
る
も
の
の
、

し
か
し
『
源
氏
物
語
』
に
は
、
こ
れ
ほ
ど
明
確
に
「
生
き
る
」
こ
と
を
求
め
る
歌
は
、
こ
の
一
首
を
の
ぞ
い
て
、
ほ
と
ん
ど
見
出
せ
な
い
。

二

　
『
源
氏
物
語
』
に
見
え
る
「
生
く
」
と
い
う
表
現
は
、「
生
け
る
世
」「
生
け
る
限
り
」「
生
け
る
世
の
限
り
」
と
い
っ
た
用
い
方
が
多
く
、
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多
く
は
「
生
き
て
い
る
間
」「
生
き
て
い
る
限
り
」
と
い
っ
た
意
味
で
の
「
生
涯
」、
あ
る
い
は
「
人
生
」
の
意
味
で
あ
ら
わ
れ
、
桐
壺
更

衣
の
よ
う
に
、
作
中
人
物
が
み
ず
か
ら
の
生
の
い
と
な
み
を
自
覚
的
、
あ
る
い
は
、
い
ま
こ
こ
に
生
き
て
い
る
実
感
と
し
て
集
約
的
に
表

現
す
る
こ
と
は
ま
れ
で
あ
る
。

　

末す
え

摘つ
む

花は
な

は
父
の
死
後
、
暮
ら
し
む
き
も
思
う
よ
う
に
な
ら
ず
、
邸や
し
きも
荒
れ
果
て
て
し
ま
っ
た
。
女
房
ら
も
そ
ん
な
末
摘
花
を
お
い
て
次

つ
ぎ
に
去
り
、
と
ど
ま
っ
た
者
も
、
い
っ
そ
こ
の
邸
を
手
放
す
よ
う
に
と
願
い
出
る
。
し
か
し
末
摘
花
は
、
わ
た
し
が
生
き
て
い
る
間
「
生

け
る
世
」
は
、
け
っ
し
て
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
し
な
い
と
泣
く
ば
か
り
だ
っ
た
。
こ
の
邸
は
、
親
か
ら
受
け
継
い
だ
も
の
、
親
の
霊
が
と

ど
ま
り
守
っ
て
く
れ
て
い
る
場
所
な
の
だ
と
言
っ
て
、
聞
き
入
れ
な
い
。「
生
け
る
世
」（「
蓬
生
」
二
│
三
二
八
）
は
、
末
摘
花
の
願
っ

て
い
る
み
ず
か
ら
の
人
生
で
あ
り
、
貧
し
く
と
も
そ
の
永
続
不
変
を
願
う
、
過
去
と
将
来
へ
と
わ
た
る
時
間
の
す
べ
て
だ
っ
た
。

　

一
方
、
み
ず
か
ら
の
失
態
か
ら
都
を
離
れ
、
須
磨
へ
と
下
る
決
意
を
し
た
光
源
氏
は
、
都
の
人
び
と
と
の
別
れ
の
歌
を
取
り
交
わ
す
の

だ
っ
た
が
、
そ
の
な
か
で
も
、
紫
の
上
へ
告
げ
た
歌
は
深
い
悲
し
み
の
こ
も
る
も
の
だ
っ
た
。

（
源
氏
）
生
け
る
世
の
別
れ
を
知
ら
で
契ち
ぎ

り
つ
つ
命
を
人
に
か
ぎ
り
け
る
か
な 

（「
須
磨
」
二
│
一
八
六
）

　

源
氏
の
言
う
「
生
け
る
世
の
別
れ
」
と
は
、
生
別
、
生
き
な
が
ら
の
別
れ
を
意
味
す
る
。
源
氏
に
と
っ
て
、
い
ち
ど
都
を
離
れ
た
な
ら
、

無
事
に
帰
還
で
き
る
と
い
う
確
か
な
保
証
は
な
い
。
最
愛
の
人
で
あ
る
紫
の
上
と
の
別
れ
は
、
永
遠
の
別
れ
と
な
る
か
も
し
れ
な
い
の
で

あ
る
。
そ
れ
で
も
、
源
氏
の
「
生
き
る
」
時
間
は
続
く
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
ま
た
、
紫
の
上
に
と
っ
て
も
同
じ
で
あ
る
。「
生
け
る
世
」
は
、

た
と
え
ど
の
よ
う
な
こ
と
が
あ
っ
て
も
、
そ
れ
を
受
け
入
れ
る
こ
と
が
前
提
と
さ
れ
、
変
え
ら
れ
る
こ
と
な
く
『
源
氏
物
語
』
の
人
び
と
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を
つ
つ
み
こ
む
、
お
お
き
な
時
間
の
流
れ
で
あ
る
。
源
氏
は
、
こ
ん
な
別
れ
が
あ
る
と
は
予
想
も
し
な
か
っ
た
と
、
そ
の
思
い
を
歌
に
し

て
述
べ
る
。
思
う
よ
う
な
生
涯
、
あ
る
い
は
平
穏
な
生
涯
を
望
む
こ
と
さ
え
自
由
に
な
ら
な
い
こ
と
が
、
物
語
の
出
来
事
と
し
て
平
然
と

示
さ
れ
る
。

　

人
生
や
生
涯
は
、
人
の
望
む
よ
う
に
は
な
ら
な
い
も
の
と
し
て
語
ら
れ
る
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
な
か
に
あ
っ
て
、「
生
け
る
か
ひ
」

と
い
う
、「
生
き
る
」
の
用
い
方
は
、
人
生
へ
の
肯
定
感
を
あ
ら
わ
す
表
現
と
し
て
、
慣
用
的
に
い
く
つ
か
が
あ
ら
わ
れ
る
。「
生
き
る
か

い
が
あ
っ
た
」
と
、
生
き
る
こ
と
そ
の
も
の
に
心
か
ら
の
価
値
を
実
感
す
る
人
物
と
し
て
、「
若わ
か

菜な

下
」
の
巻
に
見
え
る
、
明
石
の
尼
君

が
い
る
。
源
氏
と
明
石
の
君
と
の
間
に
生
ま
れ
た
姫
君
は
、
入
内
の
の
ち
、
源
氏
の
望
み
ど
お
り
、
帝
の
第
一
皇
子
を
出
産
す
る
。
や
が

て
皇
子
は
春
宮
と
な
っ
た
。
源
氏
に
と
っ
て
も
、
ま
た
な
に
よ
り
、
明
石
一
族
に
と
っ
て
の
幸
い
の
絶
頂
期
と
い
え
よ
う
。
明
石
一
族
が

長
年
、
願
を
か
け
信
奉
し
て
き
た
住
吉
神
社
へ
の
、
願
ほ
ど
き
の
参
詣
が
は
な
ば
な
し
く
行
わ
れ
た
。
そ
の
さ
い
の
、
明
石
女
御
の
祖
母
、

明
石
の
尼
君
の
歌
が
次
の
も
の
で
あ
る
。

（
明
石
の
尼
君
）
住す
み

の
江え

を
生
け
る
か
ひ
あ
る
渚な
ぎ
さと
は
年
経ふ

る
あ
ま
も
今
日
や
知
る
ら
ん 

（「
若
菜
下
」
四
│
一
七
三
）

住
の
江
の
渚
、
つ
ま
り
住
吉
神
の
い
る
こ
の
浜
辺
を
「
生
け
る
か
ひ
」
が
あ
る
場
所
だ
と
う
た
い
あ
げ
る
尼
君
に
と
っ
て
、
今
日
こ
そ
が
、

み
ず
か
ら
の
「
生
き
が
い
」
を
し
み
じ
み
と
感
じ
る
時
間
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。
住
吉
詣
で
へ
の
参
列
が
か
な
い
、
苦
難
に
満

ち
た
人
生
を
回
顧
す
る
、
年
老
い
た
祖
母
尼
君
の
感
慨
で
あ
る
。
天
皇
家
の
血
縁
と
し
て
、
そ
の
系
譜
に
か
か
わ
る
こ
と
が
、
ど
れ
ほ
ど

の
幸
福
感
を
も
た
ら
す
も
の
で
あ
っ
た
か
が
う
か
が
わ
れ
る
歌
で
も
あ
る
。
振
り
返
れ
ば
、
桐
壺
更
衣
は
そ
の
道
の
な
か
ば
で
、
病
死
し
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た
こ
と
に
な
る
。

　

こ
の
よ
う
な
皇
統
へ
の
あ
こ
が
れ
を
も
と
と
し
た
幸
福
感
に
対
し
て
、
婿む
こ

と
し
て
迎
え
た
光
源
氏
の
世
話
に
、
は
れ
や
か
な
生
き
が
い

を
感
じ
る
と
す
る
、
左
大
臣
の
感
慨
「
生
け
る
か
ひ
あ
り
」（「
紅
葉
賀
」
一
│
三
二
四
）
は
、
立
場
や
考
え
が
異
な
る
と
い
え
よ
う
。
こ

こ
で
は
む
し
ろ
、
光
源
氏
の
持
つ
絶
対
的
な
美
や
、
隠
れ
た
王
者
性
の
、
間
接
的
な
表
現
と
し
て
読
む
こ
と
が
で
き
る
。
一
方
、
須
磨
の

地
に
わ
び
住
ま
い
す
る
光
源
氏
に
貝
を
献
上
し
、
そ
の
ほ
う
び
と
し
て
衣
を
拝
受
し
た
海あ

ま人
の
感
慨
、「
生
け
る
か
ひ
あ
り
」（「
須
磨
」

二
│
二
一
四
）
は
、「
か
ひ
」
に
「
貝
」
が
掛
け
ら
れ
た
冗
談
の
口
調
で
あ
り
、
ま
た
、
六
条
院
の
春
の
夜
に
行
わ
れ
た
、
上か
ん

達だ
ち

部め

た
ち

に
よ
る
奏
楽
の
す
ば
ら
し
さ
を
立
ち
聞
き
す
る
「
何
の
あ
や
め
も
知
ら
ぬ
賤し
づ

の
男を

」（「
胡
蝶
」
三
│
一
六
九
）
の
「
生
け
る
か
ひ
あ
り
」

と
い
う
感
激
ぶ
り
な
ど
は
、
身
分
差
を
前
提
に
し
た
、
無
名
の
庶
民
に
よ
る
貴
族
社
会
へ
の
あ
こ
が
れ
を
語
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
語

り
の
扱
い
は
や
は
り
軽
い
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　

そ
れ
に
対
し
て
、
そ
の
人
生
を
対
象
に
「
生
け
る
か
ひ
あ
り
つ
る
幸さ
い
はひ
人
」
と
、
率
直
に
語
ら
れ
た
女
性
と
し
て
、
六
条
院
の
春
の
邸
や
し
き

に
住
む
、
紫
の
上
が
い
る
。

三

　

光
源
氏
の
最
愛
の
女
性
で
あ
り
、
ま
た
正
妻
格
の
女
性
と
し
て
も
語
ら
れ
る
、
紫
の
上
の
人
生
は
、『
源
氏
物
語
』
正
編
の
全
体
を
つ

ら
ぬ
く
も
の
で
あ
り
、
簡
単
に
総
括
で
き
る
も
の
で
は
な
い
。
た
だ
、
さ
き
に
述
べ
た
「
生
け
る
か
ひ
あ
り
つ
る
幸
ひ
人
」（「
若
菜
下
」

四
│
二
三
八
）
と
い
う
批
評
は
、
六
条
院
で
の
闘
病
生
活
か
ら
、
や
が
て
危
篤
と
な
り
、
つ
い
に
は
そ
の
死
が
世
間
の
う
わ
さ
と
し
て
広
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ま
っ
た
さ
い
の
、
あ
る
無
名
の
人
物
の
評
で
あ
る
こ
と
が
重
要
だ
ろ
う
。「
う
ち
つ
け
言ご
と

し
た
ま
ふ
人
」、
思
い
つ
き
を
口
に
な
さ
る
人
に

よ
っ
て
、
紫
の
上
の
人
生
が
集
約
さ
れ
た
形
で
あ
る
が
、
無
名
の
人
物
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
る
表
面
的
な
賛
辞
は
、
世
間
の
紫
の
上
へ
の

評
判
を
代
表
す
る
も
の
の
ひ
と
つ
と
は
な
り
え
て
も
、
し
ょ
せ
ん
そ
れ
は
外
側
か
ら
の
一
方
的
な
評
価
に
す
ぎ
ず
、
ど
う
か
す
る
と
、
そ

れ
は
ひ
そ
か
な
羨
望
や
、
揶や

揄ゆ

す
ら
も
含
ま
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
む
し
ろ
そ
れ
に
続
く
、「
足た

ら
ひ
ぬ
る
人
は
必
ず
、
え
長
か
ら
ぬ
こ

と
な
り
」、
満
ち
た
り
た
人
は
短
命
な
も
の
、
と
い
う
世
間
の
う
わ
さ
や
、「
か
か
る
人
の
い
と
ど
世
に
な
が
ら
へ
て
、
世
の
楽
し
び
を
尽

く
さ
ば
、
か
た
は
ら
の
人
苦
し
か
ら
ん
」、
こ
の
よ
う
な
人
が
長
生
き
し
て
、
世
の
楽
し
み
を
尽
く
し
て
は
、
周
囲
の
人
が
つ
ら
い
だ
ろ
う
、

と
い
っ
た
冷
酷
な
批
評
は
、
そ
の
お
り
の
紫
の
上
の
孤
独
や
苦
悩
を
、
い
っ
そ
う
明
瞭
に
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
「
生
き
た
か
い
が
あ
る
」
と
い
っ
た
形
で
の
感
慨
は
、
容
易
に
口
に
で
き
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
の
た
め
、
そ
れ
が
安
易
に
語
ら
れ
る

場
合
は
、
そ
れ
に
か
か
わ
る
人
物
の
、
あ
る
軽
さ
の
表
現
と
し
て
む
し
ろ
逆
説
的
に
は
た
ら
き
、
さ
ら
に
は
紫
の
上
の
場
合
の
よ
う
に
、

外
部
か
ら
そ
れ
が
付
与
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
紫
の
上
の
内
面
と
、
世
間
と
の
い
ち
じ
る
し
い
乖
離
を
強
調
す
る
表
現
と
な
っ
て
い
る

と
い
え
よ
う
。
で
は
、
紫
の
上
の
実
感
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
か
。
す
こ
し
立
ち
戻
っ
て
見
て
み
た
い
。

　

十
歳
ほ
ど
の
と
き
に
二
条
院
に
迎
え
取
ら
れ
た
紫
の
上
は
、
源
氏
の
庇
護
の
も
と
に
、
子
と
も
妹
と
も
思
わ
れ
る
よ
う
な
成
長
を
と
げ
、

や
が
て
源
氏
の
妻
と
な
っ
た
。
太
政
大
臣
と
な
っ
た
源
氏
が
造
営
し
た
六
条
院
の
、
春
を
象
徴
す
る
東
南
の
邸や
し
きに
、
源
氏
と
と
も
に
住
む

こ
と
に
な
っ
た
紫
の
上
は
、
世
間
も
認
め
る
、
源
氏
の
正
妻
格
の
女
性
と
し
て
の
立
場
に
あ
っ
た
。
二
条
院
か
ら
六
条
院
へ
と
い
う
人
生

か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
紫
の
上
は
宮
中
と
い
う
も
の
を
知
ら
な
い
。「
賢
木
」
の
巻
に
お
い
て
、
源
氏
が
父
で
あ
る
桐
壺
院
の
崩
御
と
い

う
重
大
事
に
あ
い
、
悲
嘆
の
あ
ま
り
な
ぐ
さ
め
を
求
め
て
出
か
け
た
の
は
、
麗れ
い

景け
い

殿で
ん
の

女に
よ
う

御ご

で
あ
り
、
そ
の
妹
の
三
の
宮
、
の
ち
の
花は
な

散ち
る

里さ
と

の
も
と
だ
っ
た
。
麗
景
殿
女
御
は
、
桐
壺
院
の
女
御
の
ひ
と
り
で
あ
り
、
源
氏
は
花
散
里
と
も
宮
中
で
か
り
そ
め
の
出
会
い
が
あ
っ
た
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こ
と
が
語
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
父
帝
の
在
世
中
の
後
宮
を
知
り
、
と
も
に
思
い
出
を
語
る
こ
と
が
で
き
る
人
物
と
し
て
二
人
は
選
ば

れ
た
の
だ
と
い
え
る
。
紫
の
上
で
は
、
そ
の
役
目
を
は
た
せ
な
い
の
で
あ
る
。

　

も
っ
と
も
そ
れ
は
、
桐
壺
更
衣
が
あ
じ
わ
っ
た
よ
う
な
、
後
宮
社
会
の
女
性
た
ち
に
よ
る
過
酷
な
競
争
社
会
を
、
紫
の
上
が
知
ら
な
い

で
す
ん
だ
要
因
と
な
っ
て
い
た
と
も
み
な
せ
る
だ
ろ
う
。
紫
の
上
は
、
光
源
氏
を
中
心
と
し
た
六
条
院
の
女
性
主
人
と
し
て
、
幸
福
な
生

活
を
送
っ
て
い
た
か
に
見
え
た
。
と
こ
ろ
が
そ
こ
に
、
朱
雀
院
の
第
三
皇
女
、
女
お
ん
な

三さ
ん

の
宮み
や

が
光
源
氏
の
正
妻
と
し
て
、
六
条
院
に
輿こ
し

入い

れ

し
た
。「
若
菜
」
上
・
下
の
巻
は
、
紫
の
上
が
体
験
す
る
も
っ
と
も
重
い
人
間
関
係
の
悲
劇
が
語
ら
れ
る
巻
と
な
っ
た
。

　

光
源
氏
の
正
妻
は
、「
葵
」
の
巻
で
死
去
し
た
葵
の
上
と
、
女
三
の
宮
し
か
い
な
い
。
婚
姻
は
、
家
と
家
と
の
合
意
に
よ
っ
て
行
う
も

の
で
あ
っ
て
、
紫
の
上
と
光
源
氏
の
よ
う
な
個
人
的
な
関
係
は
、
社
会
的
に
は
、
本
来
結
婚
と
す
ら
認
め
ら
れ
な
い
も
の
だ
っ
た
。
さ
き

の
帝
で
あ
る
朱
雀
院
が
溺
愛
し
た
女
三
の
宮
に
、
紫
の
上
が
身
分
的
に
か
な
う
は
ず
も
な
い
。
ま
た
、
そ
の
よ
う
な
女
性
を
六
条
院
に
あ

ら
た
に
迎
え
入
れ
た
源
氏
に
対
す
る
思
い
が
、
お
の
ず
と
冷
や
や
か
に
な
る
の
も
し
か
た
の
な
い
こ
と
だ
っ
た
。「
若
菜
上
」
の
巻
は
、

そ
れ
で
も
な
お
、
六
条
院
の
調
和
の
た
め
に
心
を
く
だ
く
紫
の
上
の
様
子
が
語
ら
れ
て
い
た
。

　

し
か
し
、
女
三
の
宮
が
輿
入
れ
し
て
六
年
が
た
ち
、
今
上
帝
が
あ
ら
た
に
即
位
し
た
「
若
菜
下
」
の
巻
に
い
た
っ
て
、
状
況
は
お
お
き

く
変
わ
る
。
こ
の
巻
の
冒
頭
近
く
に
お
い
て
、
紫
の
上
の
出
家
の
願
い
が
あ
き
ら
か
に
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
紫
の
上
が
源
氏
に
出
家
を
願

い
出
た
さ
い
の
こ
と
ば
が
、
つ
ぎ
の
も
の
で
あ
る
。

今
は
、
か
う
お
ほ
ぞ
う
の
住
ま
ひ
な
ら
で
、
の
ど
や
か
に
行お
こ
なひ
を
も
、
と
な
む
思
ふ
。
こ
の
世
は
か
ば
か
り
と
、
見
は
て
つ
る
心
地

す
る
齢よ
は
ひに
も
な
り
に
け
り
。
さ
り
ぬ
べ
き
さ
ま
に
思お
ぼ

し
ゆ
る
し
て
よ
。 

（「
若
菜
下
」
四
│
一
七
六
）
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仏
前
で
の
読
経
礼
拝
と
い
う
勤
め
を
「
行
ひ
」
と
い
う
。「
さ
り
ぬ
べ
き
さ
ま
」
と
は
、
そ
の
こ
と
だ
け
に
心
を
そ
そ
ぐ
こ
と
、
つ
ま

り
出
家
生
活
を
さ
す
。
紫
の
上
は
、
み
ず
か
ら
が
生
き
て
い
る
世
と
い
う
も
の
を
見
と
ど
け
た
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
あ
る
い
は
見
限
っ

た
、
あ
き
ら
め
た
と
い
っ
て
よ
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
こ
の
世
で
は
な
い
場
所
へ
と
い
け
な
い
身
に
と
っ
て
は
、
来
世
の
こ
と
の

み
を
念
じ
る
出
家
者
へ
の
道
を
選
ぶ
ほ
か
な
い
と
も
い
え
よ
う
。
し
か
し
源
氏
は
そ
れ
を
ゆ
る
さ
な
い
。

　

物
語
の
別
の
箇
所
で
紫
の
上
は
、「
さ
ら
む
世
を
見
は
て
ぬ
さ
き
に
」（
四
│
一
七
七
）
出
家
し
た
い
と
願
っ
て
い
た
。
い
ま
は
他
の
女

性
た
ち
に
ひ
け
を
と
ら
ず
に
い
る
も
の
の
、
源
氏
の
愛
情
は
や
が
て
衰
え
る
だ
ろ
う
、
そ
う
な
る
前
に
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

　

六
条
院
で
盛
大
な
女
お
ん
な

楽が
く

の
催
し
が
行
わ
れ
た
翌
朝
、
紫
の
上
は
つ
い
に
発
病
す
る
。
病
の
な
か
に
あ
っ
て
な
お
、
出
家
を
望
む
も
の
の
、

源
氏
は
紫
の
上
と
の
い
ま
の
関
係
を
手
放
せ
ず
、
ゆ
る
さ
な
い
。
重
い
病
を
気
遣
っ
て
、
六
条
院
か
ら
二
条
院
へ
と
居
所
を
う
つ
す
も
の

の
、
紫
の
上
は
つ
い
に
絶
命
す
る
。
源
氏
の
も
と
に
、「
絶た

え
入
り
た
ま
ひ
ぬ
」（
四
│
二
三
三
）、
お
亡
く
な
り
に
な
っ
た
、
と
い
う
知

ら
せ
が
と
ど
く
の
で
あ
る
。
紫
の
上
絶
命
の
う
わ
さ
は
、
す
ぐ
に
も
世
間
に
ひ
ろ
ま
る
ほ
ど
の
重
大
事
だ
っ
た
。
さ
き
に
見
た
、「
生
け

る
か
ひ
あ
り
つ
る
幸さ
い
はひ
人
」「「
足た

ら
ひ
ぬ
る
人
は
必
ず
、
え
長
か
ら
ぬ
こ
と
な
り
」
と
い
っ
た
、
無
慈
悲
な
批
評
は
、
こ
の
と
き
の
も
の

で
あ
る
。

　

し
か
し
そ
の
後
、
物
語
は
「
生
き
出い

ず
」
と
い
う
こ
と
ば
で
、
紫
の
上
の
蘇
生
を
語
る
。「
生
き
出い

で
た
ま
ふ
」、
生
き
返
り
に
な
ら
れ

る
、
と
い
う
語
り
は
三
度
に
わ
た
っ
て
く
り
返
さ
れ
る
（
四
│
二
三
五
、
二
三
九
、
二
四
〇
）。
紫
の
上
の
死
が
語
ら
れ
る
こ
と
は
、
物

語
の
「
生
き
る
」
こ
と
の
対
比
に
お
い
て
、
重
い
意
味
を
持
っ
て
い
る
。「
生
き
る
」
こ
と
の
対
極
に
あ
る
も
の
が
「
死
ぬ
」
こ
と
で
あ

る
こ
と
を
、
あ
ら
た
め
て
読
者
に
強
く
差
し
出
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
さ
て
、
そ
の
と
き
に
紫
の
上
が
望
ん
だ
も
の
が
、
や
は
り
出
家
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の
実
現
だ
っ
た
。
源
氏
は
正
式
の
出
家
を
認
め
ず
、
在
家
信
者
の
し
る
し
と
し
て
の
五ご

戒か
い

だ
け
を
ゆ
る
す
も
の
の
、
紫
の
上
の
衰
弱
し
た

姿
に
心
を
深
く
い
た
め
る
。
紫
の
上
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
思
う
。

世
の
中
に
亡
く
な
り
な
む
も
、
わ
が
身
に
は
さ
ら
に
口く
ち

惜を

し
き
こ
と
残
る
ま
じ
け
れ
ど
、
か
く
思お
ぼ

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
隈ぐ
ま

な
か
る
べ
け
れ
。 

（「
若
菜
下
」
四
│
二
四
二
）

紫
の
上
は
、
死
ん
で
も
よ
い
、
心
残
り
は
な
い
、
と
思
う
の
で
あ
る
。
し
か
し
源
氏
が
「
か
く
思お
ぼ

し
ま
ど
ふ
め
る
」、
今
で
す
ら
こ
の
よ

う
に
、
う
ろ
た
え
て
お
ら
れ
る
の
だ
か
ら
、
自
分
が
死
ん
だ
の
ち
の
源
氏
の
深
い
悲
嘆
を
思
う
と
、
そ
れ
で
は
い
か
に
も
思
慮
が
浅
い
よ

う
に
思
わ
れ
る
と
思
う
。
こ
う
し
た
紫
の
上
の
思
い
は
、
そ
の
現
実
の
死
が
語
ら
れ
る
「
御み

法の
り

」
の
巻
の
冒
頭
ま
で
変
わ
ら
な
い
。

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
こ
と
の

み
ぞ
、
人
知
れ
ぬ
御
心
の
中う
ち

に
も
も
の
あ
は
れ
に
思お
ぼ

さ
れ
け
る
。 

（「
御
法
」
四
│
四
三
九
）

む
り
や
り
に
生
き
た
い
と
は
思
わ
な
い
、
た
だ
源
氏
が
嘆
く
だ
ろ
う
、「
思
ひ
嘆
か
せ
た
て
ま
つ
ら
む
」
と
思
う
と
あ
わ
れ
で
あ
る
と
、

紫
の
上
は
思
う
。
桐
壺
更
衣
と
は
違
い
、
紫
の
上
に
は
源
氏
と
の
間
に
子
が
い
な
い
。
さ
き
の
「
若
菜
下
」
の
巻
で
の
、
紫
の
上
の
、
死

ん
で
も
心
残
り
は
な
い
と
い
う
思
い
が
述
べ
ら
れ
た
の
ち
、『
源
氏
物
語
』
は
「
生
く
」
と
い
う
表
現
で
は
な
く
、「
経ふ

」
と
い
う
こ
と
ば

で
生
き
る
こ
と
を
あ
ら
わ
す
よ
う
に
な
る
。「
経
」
は
本
来
、
時
が
す
ぎ
る
、
年
月
が
た
つ
、
を
意
味
す
る
。「
世
に
経
る
」
あ
る
い
は
「
世
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に
な
が
ら
ふ
」
と
い
う
表
現
は
、「
生
き
る
」
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
も
の
の
、
遠
回
し
で
、
間
接
的
な
表
現
で
あ
る
。

四

　

紫
の
上
の
二
度
の
死
が
語
ら
れ
る
の
は
、「
生
き
る
」
こ
と
の
意
味
を
、
問
い
と
し
て
読
者
に
差
し
出
し
て
い
る
か
ら
だ
と
思
わ
れ
る
。

生
き
る
こ
と
を
突
き
詰
め
て
い
く
と
、
死
の
問
題
が
あ
ら
わ
れ
て
く
る
。『
源
氏
物
語
』
の
な
か
で
「
生
き
る
」
関
連
の
言
葉
が
も
っ
と

も
頻
繁
に
あ
ら
わ
れ
る
の
は
、「
手て

習な
ら
い」
の
巻
で
あ
る
。「
手
習
」
の
巻
は
、
一
度
死
ん
だ
と
思
わ
れ
た
浮う
き

舟ふ
ね

が
「
生
き
出
ず
」、
蘇
生
し

た
と
こ
ろ
か
ら
語
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　

浮
舟
は
薫
大
将
の
庇
護
の
も
と
に
、
宇
治
の
地
で
生
活
し
て
い
た
。
そ
こ
へ
浮
舟
を
恋
慕
す
る
匂
に
お
う
の

宮み
や

が
、
薫
を
装
っ
て
近
づ
い
た
こ

と
か
ら
、
浮
舟
の
悲
劇
は
始
ま
っ
た
。
匂
宮
と
の
関
係
が
薫
大
将
に
知
ら
れ
て
し
ま
い
、
浮
舟
は
逃
げ
よ
う
の
な
い
苦
し
い
立
場
に
た
た

さ
れ
る
。
浮
舟
は
宇
治
川
へ
の
入じ
ゆ

水す
い

を
決
意
す
る
。『
源
氏
物
語
』
に
お
い
て
、
み
ず
か
ら
進
ん
で
死
ぬ
こ
と
を
選
択
す
る
人
物
は
、
浮

舟
だ
け
で
あ
る
。
当
時
、
支
配
的
だ
っ
た
仏
教
的
な
価
値
観
で
は
、
自
死
は
最
大
の
罪
だ
っ
た
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
た
だ
ひ
と
り

頼
り
に
し
て
い
た
母
と
の
関
係
を
も
断
っ
て
、
浮
舟
は
死
を
選
ぶ
人
物
と
し
て
語
ら
れ
る
。
そ
れ
ほ
ど
の
苦
し
み
が
浮
舟
を
お
そ
っ
て
い

た
と
考
え
ら
れ
る
も
の
の
、
物
語
は
む
し
ろ
、
浮
舟
の
そ
の
後
を
語
り
た
か
っ
た
の
か
と
思
わ
れ
る
。
浮
舟
の
自
死
は
、
紫
の
上
の
初
度

の
死
と
、
死
の
意
味
あ
い
が
違
う
。
ま
た
桐
壺
更
衣
の
死
と
も
、
異
な
っ
て
い
る
。
た
だ
、
や
は
り
一
度
は
死
ぬ
ほ
ど
の
苦
し
み
を
経
た

人
物
が
、
ど
の
よ
う
に
し
て
生
き
る
の
か
を
、
物
語
は
追
っ
て
い
る
。

　

浮
舟
は
雨
の
な
か
を
宇
治
川
に
む
か
っ
て
い
た
も
の
の
、
気
を
失
っ
た
。
そ
し
て
、
大
木
の
根
も
と
に
「
白
き
物
の
ひ
ろ
ご
り
た
る
」
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よ
う
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
を
、
横よ

川か
わ

の
僧そ
う

都ず

を
中
心
と
し
た
僧
た
ち
に
発
見
さ
れ
る
。
横
川
の
僧
都
に
は
妹
が
い
た
が
、
娘
を
亡
く
し
尼
と

な
っ
て
い
た
。
妹
い
も
う
と

尼あ
ま

は
、
浮
舟
を
亡
き
娘
の
身
代
わ
り
に
観
音
が
授
け
て
く
れ
た
も
の
と
信
じ
て
、
心
を
こ
め
て
介
抱
す
る
。
浮
舟
は
、

生
き
返
る
こ
と
と
な
る
。
紫
の
上
と
同
様
に
、「
生
き
出
づ
」
と
い
う
人
生
が
語
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
息
を
吹
き
返
し
た
浮
舟

が
最
初
に
語
っ
た
こ
と
ば
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
。

生
き
出い

で
た
り
と
も
、
あ
や
し
き
不ふ

用よ
う

の
人
な
り
。
人
に
見
せ
で
、
夜よ
る

、
こ
の
川
に
落
と
し
入
れ
た
ま
ひ
て
よ
。

 

（「
手
習
」
六
│
二
八
八
）

　

浮
舟
は
、
生
き
返
っ
て
も
生
き
る
価
値
の
な
い
人
だ
と
、
み
ず
か
ら
を
言
い
定
め
る
。
こ
こ
に
は
、
生
き
る
こ
と
へ
の
意
欲
は
見
ら
れ

ず
、
逆
に
死
ぬ
こ
と
を
望
み
、
そ
れ
に
む
か
っ
て
突
き
進
む
人
物
が
語
ら
れ
て
い
る
。
浮
舟
が
自
死
を
決
行
し
た
の
は
、
三
月
の
末
だ
っ

た
が
、
妹
尼
の
も
と
で
、
四
月
、
五
月
と
、
時
が
た
ち
、
や
が
て
浮
舟
の
身か
ら
だ体
の
回
復
に
と
も
な
っ
て
、
そ
の
思
い
に
も
変
化
が
生
じ
る

こ
と
と
な
っ
た
。
浮
舟
は
心
の
な
か
で
は
、「
い
か
で
死
な
ん
」（
六
│
二
九
八
）、
な
ん
と
か
し
て
死
に
た
い
、
と
思
っ
て
い
る
。
と
こ

ろ
が
現
実
は
「
生
き
と
ま
る
」、
生
き
る
と
い
う
状
態
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
と
、
語
り
手
は
そ
の
事
実
だ
け
を
た
ん
た
ん
と
語
る
。
つ
い
で
、

浮
舟
は
妹
尼
に
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
願
い
で
る
の
だ
っ
た
。

尼
に
な
し
た
ま
ひ
て
よ
。
さ
て
の
み
な
ん
生
く
や
う
も
あ
る
べ
き
。 

（「
手
習
」
六
│
二
九
八
）
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「
生
く
や
う
も
あ
る
べ
き
」、
生
き
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
と
、
浮
舟
が
語
る
の
で
あ
る
。
死
に
た
い
、
か
ら
、
生
き
ら
れ
る
か
も
し
れ

な
い
、
へ
の
変
化
は
劇
的
だ
と
い
え
よ
う
。
そ
れ
が
成
り
立
つ
た
め
の
条
件
が
、
出
家
で
あ
る
。
浮
舟
は
自
分
が
生
き
て
い
る
こ
と
を
、

誰
に
も
知
ら
れ
た
く
な
い
と
思
い
、
現
実
に
も
、
今
は
知
ら
れ
て
い
な
い
。
出
家
を
成
り
立
た
せ
る
根
本
的
な
考
え
は
、
人
が
こ
の
世
と

の
す
べ
て
の
縁
を
絶
ち
、
す
べ
て
の
執
着
を
断
つ
こ
と
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
い
ま
、
実
際
に
は
そ
れ
以
前
の
社
会
と
は
無
縁
な
状

態
に
あ
る
浮
舟
に
と
っ
て
、
こ
こ
で
い
う
出
家
と
は
、
は
な
は
だ
し
く
精
神
的
な
心
の
問
題
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
死
ぬ
こ
と
と
、
生

き
る
こ
と
と
が
、
出
家
と
い
う
地
点
に
お
い
て
反
転
し
、
な
お
も
つ
な
が
る
も
の
と
し
て
、
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。

こ
れ
が
「
手
習
」
の
巻
で
の
、
浮
舟
に
と
っ
て
の
生
き
る
と
い
う
こ
と
な
の
だ
と
思
わ
れ
る
。
浮
舟
の
願
い
は
か
な
い
、
出
家
完
成
の
途

次
の
段
階
で
あ
る
、
五
戒
だ
け
を
授
け
ら
れ
る
。「
若
菜
下
」
の
巻
で
の
、
絶
命
し
た
状
態
か
ら
生
き
返
っ
た
の
ち
の
、
紫
の
上
と
同
様

の
立
場
で
あ
る
。

　

紫
の
上
の
場
合
は
、
そ
の
後
も
な
お
出
家
の
完
成
を
願
い
で
る
も
の
の
、
つ
い
に
源
氏
の
ゆ
る
し
を
得
る
こ
と
が
で
き
ず
、
現
実
の
死

を
む
か
え
る
こ
と
と
な
っ
た
。『
源
氏
物
語
』
は
紫
の
上
の
場
合
も
、
桐
壺
更
衣
と
同
様
に
、
死
に
さ
い
し
て
の
一
首
の
和
歌
を
記
し
て

い
る
。
秋
に
な
り
、
植
え
込
み
の
萩は
ぎ

を
見
よ
う
と
ひ
じ
掛
け
に
も
た
れ
つ
つ
、
起
き
上
が
っ
た
紫
の
上
の
姿
を
、
源
氏
は
と
て
も
う
れ
し

い
こ
と
と
し
て
見
る
。
そ
の
さ
い
の
紫
の
上
の
和
歌
が
最
期
の
歌
と
な
っ
た
。

か
ば
か
り
の
隙ひ
ま

あ
る
を
も
い
と
う
れ
し
と
思
ひ
き
こ
え
た
ま
へ
る
御み

気け

色し
き

を
見
た
ま
ふ
も
心
苦
し
く
、
つ
ひ
に
い
か
に
思お
ぼ

し
騒
が
ん

と
思
ふ
に
、
あ
は
れ
な
れ
ば
、

　
　
（
紫
の
上
）
お
く
と
見
る
ほ
ど
ぞ
は
か
な
き
と
も
す
れ
ば
風
に
み
だ
る
る
萩は
ぎ

の
う
は
露 

（「
御
法
」
四
│
五
〇
四
）
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床と
こ

か
ら
身か
ら
だ体
を
少
し
起
こ
し
た
程
度
で
よ
ろ
こ
ぶ
源
氏
を
、
紫
の
上
は
気
の
毒
に
思
う
。
さ
ら
に
、
実
際
に
自
分
が
亡
く
な
る
こ
と
に

な
っ
た
ら
、
源
氏
が
ど
れ
ほ
ど
悲
し
む
か
と
思
う
と
、
紫
の
上
の
心
が
痛
む
の
だ
と
語
ら
れ
る
。
紫
の
上
の
和
歌
は
、
萩
に
置
い
た
露
に

自
分
の
身
を
た
と
え
た
も
の
で
あ
る
。
風
が
吹
け
ば
、
こ
の
露
も
乱
れ
散
っ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
と
い
う
歌
の
こ
と
ば
ど
お
り
、
紫
の
上
は

露
の
よ
う
に
「
消
え
は
て
」
る
。
紫
の
上
は
、
み
ず
か
ら
に
お
と
ず
れ
る
死
を
、
す
で
に
受
け
入
れ
て
い
た
の
だ
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
う

え
で
、
紫
の
上
が
思
う
の
は
、
こ
の
世
に
遺
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
源
氏
の
悲
し
み
で
あ
り
、
そ
れ
へ
の
い
と
お
し
み
の
感
情
だ
っ
た
と
語

ら
れ
て
い
た
こ
と
を
、
こ
こ
で
は
読
ん
で
お
き
た
い
。

　

一
方
、五
戒
を
授
け
ら
れ
た
浮
舟
は
そ
の
後
、穏
や
か
な
日
々
を
送
る
こ
と
が
で
き
た
か
と
い
う
と
、か
な
ら
ず
し
も
そ
う
で
は
な
か
っ

た
。『
源
氏
物
語
』
は
そ
の
後
、
妹
尼
の
亡
き
娘
の
夫
で
あ
る
中
将
の
訪
れ
を
語
る
。
中
将
は
妹
尼
の
住
む
小
野
に
身
を
よ
せ
る
浮
舟
の

存
在
を
知
り
、
恋
情
に
心
を
動
か
さ
れ
る
。
妹
尼
も
ま
た
、
中
将
と
浮
舟
と
の
婚
姻
を
願
わ
な
く
も
な
い
。
し
か
し
、
薫
と
匂
宮
と
の
関

係
の
な
か
で
、
思
い
の
ま
ま
に
扱
わ
れ
、
心
も
破
れ
、
現
実
の
死
ま
で
を
経
験
し
た
浮
舟
は
、
そ
れ
を
望
む
こ
と
は
な
か
っ
た
。
妹
尼
の

留
守
に
や
っ
て
き
た
中
将
か
ら
逃
れ
る
た
め
に
、
浮
舟
は
普
段
は
け
っ
し
て
入
る
こ
と
の
な
か
っ
た
、
妹
尼
の
母
尼
の
住
む
部
屋
へ
逃
げ

込
ん
だ
。
し
か
し
夜
中
に
見
た
老
い
た
尼
の
姿
の
あ
ま
り
の
恐
ろ
し
さ
が
き
っ
か
け
と
な
り
、
浮
舟
は
み
ず
か
ら
の
人
生
を
深
々
と
思
い

お
こ
す
こ
と
と
な
る
。
い
ち
ど
は
入
水
を
決
意
し
、
生
き
返
り
、
そ
れ
で
も
な
お
身
に
お
よ
ぶ
、
苦
し
み
と
悲
し
み
の
果
て
に
、
浮
舟
は

出
家
の
完
成
を
心
か
ら
願
う
。

な
ほ
世
づ
か
ず
の
み
、
つ
ひ
に
、
え
と
ま
る
ま
じ
く
、
思
ひ
た
ま
ヘ
ら
る
る
を
、
尼
に
な
さ
せ
た
ま
ひ
て
よ
。
世
の
中
に
は
べ
る
と
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も
、
例れ
い

の
人
に
て
、
な
が
ら
ふ
べ
く
も
は
べ
ら
ぬ
身
に
な
む
。 

（「
手
習
」
六
│
三
三
五
）

　

浮
舟
は
「
尼
に
し
て
ほ
し
い
」
と
横
川
の
僧
都
に
懇
願
し
た
。
そ
の
こ
と
ば
に
見
え
る
「
世
づ
く
」「
世
の
な
か
に
は
べ
る
」「
な
が
ら

ふ
」
は
、
ど
れ
も
広
く
は
「
生
き
る
」
こ
と
を
指
し
て
い
る
。
し
か
し
そ
れ
が
で
き
な
い
か
ら
、
尼
に
し
て
ほ
し
い
と
願
う
こ
と
ば
は
、

五
戒
を
受
け
た
さ
い
の
浮
舟
の
こ
と
ば
、「
尼
に
な
し
た
ま
ひ
て
よ
。
さ
て
の
み
な
ん
生
く
や
う
も
あ
る
べ
き
」
の
、
く
り
返
し
の
よ
う

に
見
え
る
。
死
ぬ
こ
と
と
、
生
き
る
こ
と
と
が
、
出
家
と
い
う
地
点
に
お
い
て
反
転
し
、
な
お
も
つ
な
が
る
も
の
と
し
て
、
と
ら
え
ら
れ

て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
横
川
の
僧
都
の
手
に
よ
っ
て
、
出
家
を
果
た
し
た
浮
舟
の
感
慨
、「
こ
れ
の
み
ぞ
、
生
け
る
し
る
し
あ
り
」（
六

│
三
四
〇
）
に
、
そ
れ
が
う
か
が
え
る
。

　
「
生
け
る
か
ひ
」
と
い
う
表
現
は
『
源
氏
物
語
』
に
少
な
く
、
簡
単
に
手
に
入
る
実
感
で
は
な
い
こ
と
は
、
さ
き
に
確
認
し
た
と
お
り

で
あ
る
。
浮
舟
の
「
生
け
る
し
る
し
」
は
、「
生
け
る
か
ひ
」
に
も
増
し
て
重
い
感
慨
だ
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
れ
は
み
ず
か
ら
が
尼
の
姿

に
な
っ
た
と
き
の
も
の
だ
っ
た
。

五

　
『
源
氏
物
語
』
で
実
際
に
出
家
の
完
成
が
語
ら
れ
る
、
主
要
な
作
中
人
物
と
し
て
の
女
性
は
八
人
い
る
。
藤
壺
、
女
お
ん
な

三さ
ん

の
宮み
や

、
空う
つ

蟬せ
み

、

朧お
ぼ
ろ

月づ
き

夜よ

の
君
、
六ろ
く

条
じ
よ
う
の

御み

息や
す

所ど
こ
ろ、
朝
顔
の
姫
君
、
源
げ
ん
の

典
な
い
し
の

侍す
け

、
そ
れ
に
浮
舟
で
あ
る
。
出
家
の
理
由
や
状
況
は
そ
れ
ぞ
れ
に
異
な
る
も

の
の
、
浮
舟
以
外
は
皆
、
貴
族
社
会
の
な
か
で
も
高
い
地
位
に
あ
る
、
め
ぐ
ま
れ
た
人
び
と
だ
と
い
え
る
。
も
っ
と
も
空
蟬
の
場
合
は
、
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か
な
ら
ず
し
も
高
い
地
位
だ
っ
た
と
は
い
え
な
い
が
、
そ
れ
で
も
二
条
東
院
に
部
屋
を
も
ら
い
、
源
氏
の
援
助
を
受
け
て
出
家
生
活
を
い

と
な
ん
だ
。
源
典
侍
は
、
亡
き
桃も
も

園ぞ
の

式し
き

部ぶ

卿
き
よ
う
の

宮み
や

の
邸や
し
きに
朝
顔
の
前
斎
院
と
と
も
に
生
活
し
、
出
家
生
活
を
送
っ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な

物
語
の
展
開
を
読
む
か
ぎ
り
、
貴
族
女
性
の
在
家
で
の
出
家
生
活
は
、
そ
れ
を
支
え
る
経
済
的
な
背
景
を
必
要
と
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と

を
強
く
意
識
さ
せ
ら
れ
る
。
そ
の
た
め
、
浮
舟
の
よ
う
な
社
会
的
に
弱
い
立
場
の
女
性
の
出
家
を
語
る
の
は
と
て
も
難
し
い
こ
と
だ
と
思

わ
れ
る
。
そ
の
意
味
で
、
小
野
の
妹
尼
の
設
定
は
き
わ
め
て
巧
み
で
、
本
来
な
ら
ば
簡
単
に
は
で
き
な
い
出
家
と
い
う
出
来
事
を
、
と
も

か
く
も
現
実
味
を
も
っ
て
語
り
き
っ
た
と
い
え
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
紫
の
上
の
場
合
は
、
経
済
的
な
背
景
と
な
る
は
ず
の
、
源
氏
の
ゆ

る
し
を
得
ら
れ
な
か
っ
た
た
め
に
、
つ
い
に
正
式
の
出
家
を
果
た
せ
な
い
人
物
と
し
て
生
涯
を
終
え
る
。

　

紫
の
上
の
場
合
も
、
浮
舟
の
場
合
も
、
出
家
の
完
成
が
生
き
る
こ
と
の
条
件
の
よ
う
に
語
ら
れ
て
い
る
。
さ
き
ほ
ど
も
確
認
し
た
よ
う

に
、
出
家
を
成
り
立
た
せ
る
根
本
的
な
考
え
は
、
人
が
こ
の
世
と
の
す
べ
て
の
縁
を
絶
ち
、
す
べ
て
の
執
着
を
断
つ
こ
と
で
あ
る
。
執
着

こ
そ
が
苦
し
み
の
原
因
で
あ
る
と
、
仏
教
は
み
な
し
て
い
る
。
そ
れ
な
ら
ば
、
執
着
の
原
因
を
取
り
去
れ
ば
、
苦
し
み
も
ま
た
解
消
す
る

と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
た
め
の
方
法
が
、
社
会
的
な
地
位
、
財
力
、
血
縁
を
含
む
す
べ
て
の
縁
を
絶
つ
こ
と
、
つ
ま
り
そ
れ
が
本
来
の
出

家
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
家
に
あ
っ
て
の
生
活
を
続
け
る
う
え
で
、
ど
こ
ま
で
そ
れ
が
可
能
か
は
さ
ま
ざ
ま
だ
と
思
わ
れ
る
が
、
す
く
な

く
と
も
解
決
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
し
て
の
、
心
の
あ
り
方
や
、
日
々
の
務
め
と
し
て
の
出
家
生
活
は
有
り
続
け
る
こ
と
に
な
る
。

ま
た
、
そ
れ
が
目
標
と
も
な
る
。
紫
の
上
や
浮
舟
が
、
そ
の
苦
し
み
と
悲
し
み
の
果
て
に
、
出
家
と
い
う
イ
デ
ア
、
理
念
が
め
ば
え
た
と

し
て
も
自
然
な
こ
と
だ
と
思
わ
れ
る
。

　

も
っ
と
も
、
出
家
を
果
た
し
た
の
ち
の
浮
舟
に
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
歌
が
見
え
る
。
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（
浮
舟
）
雪
ふ
か
き
野
辺
の
若
菜
も
今
よ
り
は
君
が
た
め
に
ぞ
年
も
つ
む
べ
き 

（「
手
習
」
六
│
三
五
五
）

　

雪
深
い
野
辺
の
若
菜
も
こ
れ
か
ら
は
、
あ
な
た
の
た
め
に
摘
む
こ
と
に
い
た
し
ま
し
ょ
う
、
そ
し
て
あ
な
た
の
た
め
に
年
月
を
重
ね
ま

し
ょ
う
、
と
い
う
。
こ
の
和
歌
の
あ
な
た
「
君
」
と
は
、
小
野
の
妹
尼
の
こ
と
で
あ
る
。
出
家
の
身
と
な
っ
た
浮
舟
に
と
っ
て
も
、
妹
尼

は
、
以
前
に
変
わ
る
こ
と
の
な
い
、
心
の
支
え
で
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

　

で
は
、
紫
の
上
に
と
っ
て
の
源
氏
は
ど
う
だ
っ
た
だ
ろ
う
か
。
源
氏
の
こ
と
を
気
遣
う
紫
の
上
に
と
っ
て
も
、
源
氏
の
存
在
は
生
き
る

う
え
で
の
十
分
な
支
え
だ
っ
た
と
は
、
源
氏
が
女
三
の
宮
の
輿
入
れ
を
迎
え
い
れ
た
「
若
菜
上
」
の
巻
以
後
の
展
開
を
読
む
限
り
、
な
か

な
か
了
解
し
に
く
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
だ
か
ら
こ
そ
紫
の
上
は
出
家
を
思
う
の
で
あ
り
、
ま
た
、
源
氏
は
そ
れ
を
ゆ
る
す
こ
と
が

で
き
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。
し
か
し
た
と
え
そ
う
で
あ
っ
て
も
、
紫
の
上
は
、
自
分
の
死
後
の
源
氏
の
悲
し
み
を
思
い
や
る
の
で
あ
り
、

そ
れ
は
最
期
の
と
き
ま
で
変
わ
る
こ
と
が
な
い
と
語
ら
れ
て
い
る
。

　

さ
て
「
桐
壺
」
の
巻
の
、
桐
壺
更
衣
の
最
期
の
歌
を
振
り
返
っ
て
み
た
い
。

（
桐
壺
更
衣
）
か
ぎ
り
と
て
別
る
る
道
の
悲
し
き
に
い
か
ま
ほ
し
き
は
命
な
り
け
り 

（「
桐
壺
」
一
│
二
二
）

　
「
い
か
ま
ほ
し
」
は
、「
生
か
ま
ほ
し
」
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
現
在
の
表
現
で
は
「
生
き
た
い
」
と
い
う
意
味
に
な
る
。
さ
き
に
、
こ
の

と
き
の
桐
壺
更
衣
の
心
情
を
推
量
す
る
な
か
で
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
問
い
を
立
て
た
。
そ
も
そ
も
桐
壺
更
衣
は
、
な
ぜ
「
生
き
た
い
」
と
思
っ

た
の
だ
ろ
う
か
。
桐
壺
の
帝
へ
の
愛
着
な
の
か
、
幼
い
皇
子
へ
の
思
い
な
の
か
、
な
ん
と
し
て
も
皇
子
を
春
宮
に
と
い
う
、
家
の
意
思
へ
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の
願
い
な
の
か
。
し
か
し
紫
の
上
や
浮
舟
、
ま
た
そ
の
ほ
か
の
人
び
と
の
「
生
き
る
」
こ
と
へ
の
思
い
や
、
そ
の
表
現
を
読
み
す
す
め
て

き
た
い
ま
、
ひ
ょ
っ
と
す
る
と
、
こ
う
し
た
問
い
そ
の
も
の
が
適
当
で
は
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。『
源
氏

物
語
』
に
、
こ
れ
ほ
ど
率
直
に
「
生
き
る
」
こ
と
を
求
め
る
歌
は
、
他
に
見
い
だ
せ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
桐
壺
更
衣
は
、
帝
の
妻
に
な
る

こ
と
を
前
提
に
入
内
し
、
更
衣
と
い
う
身
分
で
後
宮
に
仕
え
て
い
た
。
そ
の
た
め
桐
壺
更
衣
の
場
合
に
は
、
紫
の
上
や
浮
舟
が
、
死
と
生

の
転
換
点
と
し
て
望
ん
だ
よ
う
な
、
出
家
と
い
う
選
択
な
ど
、
そ
も
そ
も
存
在
し
な
い
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
そ
れ
で
も
、
死
の
間ま

際ぎ
わ

に
、
桐
壺
更
衣
は
「
生
き
た
い
」
と
痛
切
に
願
っ
た
。
そ
こ
に
は
、
帝
の
た
め
、
子
の
た
め
、
と
い
っ

た
誰
か
の
た
め
、
と
い
う
要
素
は
入
り
込
め
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
奇
妙
な
言
い
方
に
な
る
が
、
そ
れ
は
自
分
の
た
め
と
い
っ
た

思
念
を
経
た
も
の
で
す
ら
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
更
衣
の
和
歌
は
、
た
だ
た
ん
に
「
生
き
る
」
こ
と
を
良
き
こ
と
と
し
て
、
率
直
に

示
し
て
い
る
。
読
者
は
、
誰
か
の
た
め
に
生
き
た
い
と
願
う
更
衣
を
望
み
が
ち
で
あ
る
。
た
だ
そ
れ
は
、
読
者
の
わ
が
ま
ま
だ
ろ
う
。
死

の
間
際
に
あ
っ
て
更
衣
は
、
た
だ
生
き
た
か
っ
た
、
そ
れ
が
『
源
氏
物
語
』
の
冒
頭
に
示
さ
れ
た
「
生
か
ま
ほ
し
」
の
意
味
だ
と
思
わ
れ

る
。

　
『
源
氏
物
語
』
が
作
中
人
物
と
と
も
に
、
も
っ
と
も
大
切
に
し
て
い
た
こ
と
の
ひ
と
つ
が
、「
生
き
て
い
る
」
と
い
う
感
覚
な
の
だ
と
思

わ
れ
る
。
そ
う
し
た
感
覚
を
、
桐
壺
更
衣
の
願
い
は
、
物
語
の
冒
頭
に
あ
っ
て
、
き
わ
め
て
純
粋
な
か
た
ち
で
提
示
し
た
と
い
え
よ
う
。

し
か
し
物
語
は
、
そ
れ
を
自
分
で
は
な
い
誰
か
の
た
め
と
い
う
、
み
ず
か
ら
の
外
へ
と
開
い
て
い
っ
た
。
紫
の
上
の
か
か
わ
っ
た
源
氏
と

い
う
人
物
の
意
味
は
、
紫
の
上
が
判
断
す
る
も
の
だ
ろ
う
。
浮
舟
に
と
っ
て
の
、
小
野
の
妹
尼
の
意
味
も
同
様
で
あ
る
。
人
を
苦
し
め
る

の
は
人
で
あ
る
が
、
再
び
生
き
よ
う
と
思
わ
せ
る
の
も
、
や
は
り
人
で
あ
っ
た
。
た
と
え
ど
の
よ
う
な
か
た
ち
で
あ
っ
て
も
、
人
は
変
わ

る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
を
、
物
語
は
語
り
た
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。『
源
氏
物
語
』
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
人
物
の
死
を
語
る
こ
と
に
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お
い
て
、
重
く
苦
し
い
物
語
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
そ
の
ま
ま
、
生
き
る
こ
と
の
意
味
を
問
い
続
け
て
い
た
こ
と
の
、
何
よ
り
の
あ
か
し
で

あ
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

＊『
源
氏
物
語
』
の
本
文
は
、
阿
部
秋
生
・
秋
山
虔
、
他
校
注
「
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
」『
源
氏
物
語
』
に
拠
り
、
巻
と
ペ
ー
ジ
数
を
記
し
た
。
わ

た
く
し
に
表
記
を
改
め
た
と
こ
ろ
が
あ
る
。

＊「
生
く
」
は
、
自
動
詞
の
場
合
は
上
代
・
中
古
に
は
四
段
活
用
、
ま
た
中
古
の
末
頃
か
ら
上
二
段
活
用
が
あ
ら
わ
れ
、
以
後
は
上
二
段
活
用
が
一
般
的

と
な
る
。
現
代
語
で
は
、
上
一
段
活
用
。
な
お
、
他
動
詞
の
場
合
は
、
下
二
段
活
用
。

＊『
源
氏
物
語
』
の
作
中
和
歌
で
、「
生
く
」
と
「
行
く
」
を
掛
詞
と
し
て
用
い
た
和
歌
に
、「
い
き
て
ま
た
あ
ひ
見
む
こ
と
を
い
つ
と
て
か
か
ぎ
り
も
し

ら
ぬ
世
を
ば
た
の
ま
む
」（「
松
風
」
二
│
四
〇
四
）
が
あ
る
。
明
石
の
君
が
、
都
へ
と
旅
立
つ
さ
い
の
明
石
入
道
と
の
離
別
の
歌
。
生
き
別
れ
で
あ

る
が
、
実
際
に
明
石
入
道
と
明
石
の
君
た
ち
が
、
再
び
会
う
こ
と
は
な
か
っ
た
。

＊「
生
く
」
と
「
行
く
」
を
明
ら
か
な
掛
詞
と
し
て
用
い
た
例
は
、
勅
撰
集
に
も
多
く
は
な
く
、
八
代
集
に
は
、
次
の
和
歌
が
見
え
る
程
度
で
あ
る
。

　
『
後
拾
遺
集
』「
都
に
も
こ
ひ
し
き
人
の
お
ほ
か
れ
ば
な
ほ
こ
の
た
び
は
い
か
む
と
ぞ
思
ふ
」（
藤
原
惟
規
、
巻
十
三
、
恋
三
、
七
六
四
）。

　
『
新
古
今
集
』「
別
れ
路
は
こ
れ
や
か
ぎ
り
の
旅
な
ら
ん
さ
ら
に
い
く
べ
き
心
地
こ
そ
せ
ね
」（
道
命
法
師
、
巻
九
、
離
別
、
八
七
二
）。

（
ま
つ
い
・
け
ん
じ
）　


