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は
じ
め
に

　
「
わ
ら
い
」
を
表
す
古
語
は
大
き
く
「
わ
ら
ふ
」「
ゑ
む
」「
ほ
ほ

ゑ
む
」
に
分
け
ら
れ
る
。
柳
田
國
男
は
「
わ
ら
ふ
」
は
嘲
笑
、「
ゑ
む
」

「
ほ
ほ
ゑ
む
」
は
好
意
的
な
感
情
を
表
す
と
捉
え
て
い
る
が（
注
１
）、『
源

氏
物
語
』
に
そ
れ
は
当
て
は
ま
る
の
だ
ろ
う
か
。
本
稿
で
は
、ま
ず
、

「
わ
ら
ふ
」「
ゑ
む
」「
ほ
ほ
ゑ
む
」
の
そ
れ
ぞ
れ
の
語
意
を
考
え
、

そ
の
上
で
『
源
氏
物
語
』
の
「
わ
ら
ふ
」「
ゑ
む
」「
ほ
ほ
ゑ
む
」
の

す
べ
て
の
用
例
を
分
析
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
性
質
、
語
意
の
差
を
明
ら

か
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、こ
の
問
題
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
ま
た
、

『
源
氏
物
語
』
に
登
場
す
る
人
物
の
「
わ
ら
い
」
か
ら
読
み
取
れ
る

人
物
像
を
考
え
て
い
き
た
い
。

第
一
章
　
わ
ら
ふ
・
ゑ
む
・
ほ
ほ
ゑ
む
の
語
意

　

ま
ず
、「
わ
ら
ふ
」「
ゑ
む
」の
違
い
に
着
目
し
、『
角
川
古
語
大
辞
典
』

で
「
わ
ら
ふ
」
と
「
ゑ
む
」
の
意
味
を
引
く
。

　
「
わ
ら
ふ
」
…
①
に
こ
に
こ
す
る
意
の
「
ゑ
む
」
よ
り
も
感
情
の

表
し
方
が
強
く
、
口
を
あ
け
て
声
を
立
て
て
喜
び
や
お
か
し
さ

を
表
出
す
る
。
イ
、声
を
立
て
て
お
も
し
ろ
が
る
。
哄
笑
す
る
。

ロ
、
あ
ざ
け
る
。
嘲
笑
す
る
。

　
「
ゑ
む
」…
①
に
っ
こ
り
す
る
。
ほ
ほ
え
む
。
微
笑
す
る
。（
中
略
）

口
も
と
を
ほ
こ
ろ
ば
せ
る
意
で
、
声
を
出
し
て
喜
ぶ
意
の
「
わ

ら
ふ
（
笑
）」
と
は
、
区
別
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。

『
角
川
古
語
大
辞
典
』
の
語
釈
か
ら
読
み
取
れ
る
「
わ
ら
ふ
」
と
「
ゑ

む
」
の
明
ら
か
な
違
い
は
声
の
有
無
で
あ
る
。『
時
代
別
国
語
大
辞

典　

上
代
編
』
の
「
わ
ら
ふ
」
の
解
説
に
も
、「
ヱ
ム
が
顔
を
ほ
こ

新　
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紗
貴
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」
と
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造
型
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ろ
ば
せ
る
表
情
の
面
を
い
う
の
に
対
し
、
ワ
ラ
フ
は
声
を
あ
げ
て
哄

笑
す
る
意
で
あ
ろ
う
。」
と
あ
る
。
上
代
・
中
古
に
お
い
て
「
わ
ら
ふ
」

と
「
ゑ
む
」
の
動
作
の
違
い
は
、「
声
の
有
無
」
と
い
う
点
で
は
っ

き
り
し
て
い
る
。「
ゑ
む
」
に
声
が
伴
う
表
現
が
存
在
す
る
と
し
て
、

『
枕
草
子
』
に
あ
る
「
ゑ
み
た
る
声
」
が
挙
げ
ら
れ
る
が
、
松
尾
聰

氏
は
「
こ
れ
も
、「
た
の
し
く
な
っ
て
に
こ
に
こ
（
ア
ル
イ
ハ
に
や

に
や
カ
）
し
な
が
ら
出
す
声
」
と
み
る
べ
き
で
あ
っ
て
、「
ゑ
む
」

こ
と
が
直
接
「
声
」
に
な
る
わ
け
で
は
な
い
。」（
注
２
）
と
述
べ
ら
れ
て

い
る
。

　

で
は
、
状
況
に
よ
る
使
い
分
け
は
ど
う
か
。
柳
田
國
男
は
次
の
よ

う
に
述
べ
て
い
る
。

ワ
ラ
フ
は
恐
ら
く
は
割
る
と
い
ふ
語
か
ら
岐
れ
て
出
た
も
の

で
、
同
じ
く
口
を
開
く
に
し
て
も
大
き
く
あ
け
、
や
さ
し
い
気

持
ち
の
伴
は
ぬ
も
の
、
結
果
が
ど
う
な
る
か
を
考
へ
ぬ
か
、
又

は
寧
ろ
悪
い
結
果
を
承
知
し
た
も
の
と
も
考
へ
ら
れ
る
。
従
つ

て
笑
は
れ
る
相
手
の
あ
る
時
に
は
不
快
の
感
を
与
へ
る
も
の
と

き
ま
つ
て
居
る
。
ヱ
ム
に
は
如
何
な
る
場
合
に
も
さ
う
い
ふ
こ

と
が
無
い
。
是
が
明
か
な
る
一
つ
の
差
別
で
あ
っ
た
。（
注
３
）

　

柳
田
は
「
わ
ら
ふ
」
を
、
相
手
を
精
神
的
に
攻
撃
す
る
マ
イ
ナ
ス

な
も
の
と
捉
え
、
逆
に
「
ゑ
む
」
は
、
優
し
い
気
持
ち
を
与
え
る
、

ま
た
、
人
生
を
平
穏
に
送
る
た
め
の
潤
滑
油
と
し
て
、
プ
ラ
ス
に
捉

え
て
い
る
。
確
か
に
、「
わ
ら
ふ
」
は
一
つ
の
攻
撃
方
法
（
注
４
）
と
取

れ
、
陰
鬱
な
側
面
を
持
っ
て
い
る
。
特
に
、
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
に
よ
る

と
、
日
本
は
「
恥
の
文
化
」
を
持
つ
国
（
注
５
）
と
さ
れ
、
平
安
時
代

の
貴
族
社
会
と
い
う
狭
い
世
界
に
お
い
て
「
笑
わ
れ
る
」
こ
と
は
死

ぬ
よ
り
も
辛
い
屈
辱
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

　
「
わ
ら
ふ
」
は
、「
笑
う
者
」
と
「
笑
わ
れ
る
者
」
と
い
う
、
一
種

の
上
下
関
係
を
作
り
出
し
、
多
く
の
場
合
「
笑
う
者
」
だ
け
が
優
越

や
快
楽
の
念
を
持
ち
、「
笑
わ
れ
る
者
」
は
貶
め
ら
れ
て
い
る
場
合

が
多
い
。
だ
が
、
少
な
く
と
も
「
笑
う
者
」
か
ら
す
れ
ば
、「
わ
ら

ふ
」
は
快
楽
だ
。
こ
の
価
値
を
理
解
し
た
上
で
「
笑
わ
れ
る
」
こ
と

を
よ
し
と
し
、
上
位
者
の
者
に
「
わ
ら
っ
て
も
ら
う
」
こ
と
で
も
て

な
す
と
い
う
方
法
も
あ
る
。
神
に
捧
げ
ら
れ
て
き
た
「
狂
言
」
な
ど

は
、
そ
の
最
た
る
例
で
あ
ろ
う
。

　

で
は
、「
ゑ
む
」
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
本
当
に
、
不
快
の
感
情
を

与
え
る
こ
と
は
一
切
無
い
の
か
。『
万
葉
集
』
で
「
咲
」（
ヱ
ム
）
が

詠
わ
れ
る
時
は
、
恋
の
歌
が
多
く
、
男
女
の
親
和
状
態
を
表
す
こ
と

が
多
い
。

道
の
辺
の　

草
深
百
合
の　

花
笑
み
に　

笑
み
し
が
か
ら
に　

妻
と
言
ふ
べ
し
や

　
　
（『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集　

万
葉
集
』
巻
七　

一
二
五
七
）

こ
れ
は
、
百
合
の
花
が
咲
い
た
よ
う
な
女
の
笑
み
を
、
好
意
の
表
れ

と
誤
解
し
た
男
へ
の
詠
だ
が
、
男
が
誤
解
し
た
の
は
、「
ゑ
む
」
が

相
手
へ
の
好
意
の
サ
イ
ン
と
取
ら
れ
て
い
た
か
ら
と
言
え
る
。

　
「
ゑ
む
」
の
語
意
は
、
好
意
の
表
れ
、
親
和
状
態
を
相
手
に
示
す

も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
「
ほ
ほ
ゑ
む
」
に
な
る
と
、
ど
う
で
あ
る
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か
。『
角
川
古
語
大
辞
典
』
で
「
ほ
ほ
ゑ
む
」
の
意
を
見
て
み
る
。

　
「
ほ
ほ
ゑ
む
」
…
①
薄
笑
い
を
浮
か
べ
る
。
顔
を
ほ
こ
ろ
ば
せ
る
。

（
中
略
）
好
意
的
で
な
く
、
さ
げ
す
み
の
気
持
ち
を
伴
っ
て
い

る
場
合
が
多
く
あ
る
。

傍
線
で
示
し
た
よ
う
に
、「
ほ
ほ
ゑ
む
」
は
「
ゑ
む
」
と
違
い
、
他

人
を
嘲
る
も
の
が
多
い
よ
う
で
あ
る
。

「
ふ
り
に
け
る
頭
の
雪
を
見
る
人
も
お
と
ら
ず
ぬ
ら
す
あ
さ
の

袖
か
な
幼
き
者
は
形
蔽
れ
ず
」
と
う
ち
誦
じ
給
ひ
て
も
、
花
の

色
に
出
で
て
、
い
と
寒
し
と
見
え
つ
る
御
を
も
か
げ
、
ふ
と
思

い
出
で
ら
れ
て
、
ほ
ゝ
笑
ま
れ
た
ま
ふ
。	

（「
末
摘
花
」）

こ
れ
は
、
末
摘
花
の
容
姿
を
源
氏
が
「
ほ
ほ
ゑ
む
」
場
面
だ
が
、「
ほ

ほ
ゑ
む
」
と
あ
り
な
が
ら
、
明
ら
か
に
柳
田
の
定
義
す
る
「
ゑ
む
」

で
は
な
く
、声
は
無
い
も
の
の
、む
し
ろ
「
わ
ら
ふ
」
の
性
格
を
持
っ

て
い
る
。「
ゑ
む
」
で
も
「
ほ
ほ
ゑ
む
」
で
あ
る
時
に
は
、
す
べ
て

が
好
意
的
な
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
不
快
の
念
を
与
え
る
こ
と
が

多
い
。

　

だ
が
、
全
て
の
「
ゑ
む
」
が
好
意
的
な
笑
い
に
当
て
は
ま
る
わ
け

で
は
な
く
、
ま
た
、「
ほ
ほ
ゑ
む
」
も
全
て
が
蔑
み
を
表
し
て
い
る

わ
け
で
は
な
い
こ
と
は
押
さ
え
て
お
き
た
い
。

「
さ
も
御
け
し
き
た
ま
は
ら
ま
ほ
し
う
侍
し
か
ど
、（
中
略
）
胸

に
手
を
お
き
た
る
や
う
に
侍
」	

と
申
た
ま
ふ
舌
ぶ
り
い
と
物
さ

は
や
か
な
り
。

ゑ
み
給
ぬ
べ
き
を
念
じ
て
、	

（「
行
幸
」）

　

こ
の
「
ゑ
む
」
は
近
江
の
君
の
言
動
に
対
す
る
内
大
臣
の
嘲
笑
で

あ
る
こ
と
で
間
違
い
な
く
、
だ
か
ら
こ
そ
、
本
人
の
前
で
笑
う
の
を

控
え
た
の
だ
ろ
う
。

　
「
ほ
ほ
ゑ
む
」
で
も
例
外
と
取
れ
る
も
の
が
あ
る
。
次
の
『
う
つ

ほ
物
語
』
の
例
は
、「
ほ
ほ
ゑ
む
」
と
あ
る
が
、そ
こ
に
蔑
み
は
な
く
、

非
常
に
和
や
か
な
も
の
で
あ
る
。

綾
の
掻
練
の
一
重
襲
、
二
藍
の
織
物
の
衣
、
脱
ぎ
か
け
て
お
は

す
る
を
、
お
と
ど
見
た
て
ま
つ
り
た
ま
ひ
、
君
た
ち
の
お
は
す

る
に
、「
若
き
ぬ
し
た
ち
、
習
ひ
た
ま
へ
。
子
持
ち
は
か
く
ぞ

い
た
は
り
な
す
よ
」
と
の
た
ま
ふ
。
誰
も
誰
も
ほ
ほ
笑
み
て
お

は
さ
う
ず
。	

（『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集　

う
つ
ほ
物
語
』）

　

こ
の
よ
う
に
、
数
例
で
は
あ
る
が
、「
ゑ
む
」
と
「
ほ
ほ
ゑ
む
」

の
意
味
が
、
そ
れ
ぞ
れ
に
近
い
意
味
で
使
わ
れ
る
例
が
見
ら
れ
た
。

こ
の
よ
う
に
互
い
に
決
定
的
な
違
い
が
な
い
こ
と
を
考
え
る
と
、「
ゑ

む
」
と
「
ほ
ほ
ゑ
む
」
の
本
来
の
語
義
と
し
て
は
、
本
質
的
な
差
は

な
く
、
も
と
も
と
は
同
じ
語
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
え
て
く
る
。
こ
れ

に
関
し
て
松
尾
氏
が
興
味
深
い
説
を
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

上
代
語
の
「
ゑ
む
」
は
、
中
古
語
の
「
ほ
ほ
ゑ
む
」
の
意
味
を

も
包
括
し
て
い
た
の
か
も
知
れ
な
い
、（
中
略
）
つ
ま
り
、
上

代
で
は
「
に
こ
に
こ
す
る
」
も
「
に
や
に
や
す
る
」
も
「
ゑ
む
」

で
あ
ら
わ
し
た
が
、中
古
に
な
る
と
「
に
こ
に
こ
す
る
」
は
「
ゑ

む
」、「
に
や
に
や
す
る
」
は
「
ほ
ほ
ゑ
む
」
で
言
い
分
け
た
の

で
は
な
か
ろ
う
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。（
注
６
）
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松
尾
氏
は
検
証
の
結
果
、「
ゑ
む
」
が
ほ
ぼ
全
て
「
に
こ
に
こ
」

笑
い
で
あ
る
と
さ
れ
、
そ
の
こ
と
か
ら
、
上
代
に
も
「
ほ
ほ
ゑ
む
」

は
存
在
し
た
が
、
文
献
上
に
残
さ
れ
な
か
っ
た
だ
け
と
、「
上
代
語

の
「
ゑ
む
」
は
、
中
古
語
の
「
ほ
ほ
ゑ
む
」
の
意
味
を
も
包
括
し
て

い
た
」
と
い
う
説
を
撤
回
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ま
で
検
証

し
て
き
た
よ
う
に
、「
ゑ
む
」
で
あ
り
な
が
ら
「
ほ
ほ
ゑ
む
」
の
意

に
近
く
、「
ほ
ほ
ゑ
む
」
で
あ
り
な
が
ら
「
ゑ
む
」
に
近
い
意
が
認

め
ら
れ
る
例
が
あ
る
。
よ
っ
て
、
松
尾
氏
が
最
初
に
考
え
ら
れ
て
い

た
よ
う
に
、「
ゑ
む
」
は
「
ほ
ほ
ゑ
む
」
の
意
を
包
括
し
て
い
た
可

能
性
は
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
上
代
に
関
し
て
は
、
資
料
の

少
な
さ
か
ら
、
確
実
な
こ
と
は
言
え
な
い
。
だ
が
、「
ほ
ほ
ゑ
む
」

と
い
う
語
が
存
在
し
て
い
な
が
ら
、
そ
の
語
が
上
代
の
文
献
上
に
全

く
残
っ
て
い
な
い
の
は
不
自
然
に
感
じ
る
。

第
二
章
　『
源
氏
物
語
』
に
お
け
る
「
わ
ら
ふ
」「
ゑ
む
」「
ほ

ほ
ゑ
む
」

　

で
は
、『
源
氏
物
語
』
に
お
い
て
「
わ
ら
ふ
」「
ゑ
む
」「
ほ
ほ
ゑ
む
」

の
語
意
の
違
い
は
意
識
さ
れ
て
い
た
の
か
。

　
『
源
氏
物
語
』
で
は
、「
わ
ら
ふ
」
が
会
話
を
し
て
い
る
時
に
使
わ

れ
て
い
る
こ
と
が
多
い
。

「
上
も
、
年
経
ぬ
る
ど
ち
う
ち
と
け
過
ぎ
、
は
た
む
つ
か
り
給

は
ん
と
や
。
さ
る
ま
じ
き
心
と
見
ね
ば
、
あ
や
ふ
し
」
な
ど
、

右
近
に
語
ら
ひ
て
、
笑
ひ
給
。	

（「
玉
鬘
」）

　
「
ひ
と
り
ゑ
み
」
の
用
例
は
二
例
あ
る
が
、「
ひ
と
り
わ
ら
ひ
」
の

用
例
は
『
源
氏
物
語
』
中
に
は
一
例
も
な
く
、
周
り
に
誰
も
い
な
い

状
況
で
「
わ
ら
ふ
」
が
使
わ
れ
て
い
る
用
例
は
、「
帚
木
」
の
左
門

頭
の
「
人
知
れ
ぬ
思
ひ
出
で
笑
ひ
も
せ
ら
れ
」
を
除
け
ば
、
無
い
と

言
っ
て
い
い
。
こ
こ
か
ら
、『
源
氏
物
語
』
中
の
「
わ
ら
ふ
」
と
い

う
行
為
は
、
一
人
き
り
の
時
に
す
る
も
の
で
は
な
く
、
目
の
前
に

相
手
が
い
て
行
わ
れ
る
こ
と
が
多
い
よ
う
で
、
こ
れ
は
、「
わ
ら
ふ
」

に
声
が
伴
う
こ
と
に
関
係
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
一
人
き
り
の
時

に
声
を
上
げ
る
と
い
う
の
は
、
あ
り
得
な
い
こ
と
で
は
無
い
と
は
い

え
、
少
し
不
自
然
な
状
況
だ
ろ
う
。

　

ま
た
、
嘲
り
を
表
す
こ
と
も
多
い
。

「
海
竜
は
う
の
后
に
な
る
べ
き
い
つ
き
む
す
め
な
な
り
。
心
高

さ
苦
し
や
」
と
て
笑
ふ
。	

（「
若
紫
」）

　
『
源
氏
物
語
』
中
の
「
わ
ら
ふ
」
は
、第
一
章
で
示
し
た
「
わ
ら
ふ
」

の
語
意
と
違
わ
ず
使
わ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

　

で
は
、「
ゑ
む
」「
ほ
ほ
ゑ
む
」
に
つ
い
て
だ
が
、『
源
氏
物
語
』

以
前
の
作
品
で
は
、「
わ
ら
ふ
」
に
用
例
が
集
中
し
、「
ゑ
む
」「
ほ

ほ
ゑ
む
」
の
使
用
例
は
少
な
い
。
ま
ず
、『
源
氏
物
語
』
の
用
例
数
は
、

「
わ
ら
ふ
」
系
…
一
五
〇
例
、「
ゑ
む
」
系
…
七
二
例
、「
ほ
ほ
ゑ
む
」

系
…
六
九
例
で
あ
る
が
、そ
れ
に
対
し
て
他
作
品
の
「
ゑ
む
」
系
、「
ほ

ほ
ゑ
む
」
系
の
用
例
数
が
ど
う
で
あ
る
か
は
、
次
の
表
を
参
照
し
て

い
た
だ
き
た
い
。
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多
く
て
『
落
窪
物
語
』
五
例
、『
う
つ
ほ
物
語
』
の
十
例
と
い
う

程
度
で
、「
わ
ら
ふ
」
の
用
例
の
十
分
の
一
に
も
満
た
な
い
。
ま
た
、

「
ほ
ほ
ゑ
む
」
が
嘲
笑
で
は
な
く
、
に
こ
に
こ
笑
い
を
表
す
用
例
も

あ
り
、「
ゑ
む
」
と
「
ほ
ほ
ゑ
む
」
が
混
用
さ
れ
て
い
る
。
対
し
て
、

『
源
氏
物
語
』
は
「
ほ
ほ
ゑ
む
」
系
は
六
九
例
で
あ
り
、割
合
は
「
わ

ら
ふ
」
系
の
三
分
の
一
以
上
、正
編
に
お
い
て
は
半
分
以
上
で
あ
る
。

他
作
品
に
比
べ
、
こ
れ
ほ
ど
顕
著
に
「
ほ
ほ
ゑ
む
」
が
多
用
さ
れ
て

い
る
と
い
う
こ
と
は
、『
源
氏
物
語
』
で
は
「
ほ
ほ
ゑ
む
」
が
意
識

し
て
使
用
さ
れ
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
。『
源
氏
物
語
』
で
、「
ゑ
む
」

と
「
ほ
ほ
ゑ
む
」
が
使
い
分
け
ら
れ
て
い
る
か
だ
が
、『
源
氏
物
語
』

で
も
、
に
こ
に
こ
笑
い
を
「
ほ
ほ
ゑ
む
」
で
表
現
し
て
い
る
場
面
は

あ
る
。
だ
が
、
吉
村
研
一
氏
は
、『
源
氏
物
語
』
で
は
「「
ほ
ほ
ゑ
む
」

が
頭
を
使
っ
て
笑
う
の
に
対
し
て
、「
ゑ
む
」
は
反
射
的
に
出
る
笑

い
な
の
で
あ
る
。
頭
を
使
わ
な
い
生
理
的
な
笑
い
」
と
い
う
使
い
分

け
が
な
さ
れ
て
い
る
と
述
べ
、「
ほ
ほ
ゑ
む
」
系
の
笑
い
に
は
何
ら

か
の
意
味
が
持
た
さ
れ
て
い
る
と
さ
れ
た
。
ま
た
、「
紫
式
部
こ
そ
、

我
が
国
で
初
め
て
「
ほ
ほ
ゑ
む
」
と
い
う
言
葉
を
多
用
し
、か
つ
「
ゑ

む
」
と
書
き
分
け
た
作
家
な
の
で
あ
る
」（
注
７
）
と
も
述
べ
、「
ゑ
む
」

と
同
じ
よ
う
な
「
ほ
ほ
ゑ
む
」
で
も
、「
ゑ
む
」
と
は
意
味
分
け
が

さ
れ
て
い
る
と
さ
れ
た
。
確
か
に
、
赤
子
が
「
ゑ
む
」
場
面
は
あ
る

が
、「
ほ
ほ
ゑ
む
」
場
面
は
無
い
。

　

ま
た
、『
源
氏
物
語
』
で
「
ほ
ほ
ゑ
む
」
人
物
は
、
貴
族
に
限
ら

れ
て
お
り
、
片
岡
照
子
氏
は

一
般
に
、田
舎
人
、供
人
、侍
女
、下
衆
と
呼
ば
れ
る
人
た
ち
の「
ゑ

む
」「
わ
ら
ふ
」
の
用
例
は
、
物
語
中
、
四
六
回
も
使
用
さ
れ
、

そ
の
他
、
特
に
そ
れ
ぞ
れ
の
項
で
記
す
よ
う
に
、
複
合
語
や
副

詞
が
附
加
さ
れ
て
、
貴
族
た
ち
よ
り
む
し
ろ
表
現
法
は
豊
富
で

あ
る
に
も
か
ゝ
わ
ら
ず
、「
ほ
ほ
ゑ
む
」
だ
け
が
、
全
く
使
用
さ

れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
こ
れ
ら
の
身
分
の
人
び
と
が
実

際
に
「
ほ
ゝ
ゑ
む
」
笑
い
方
を
し
な
か
っ
た
の
か
、
あ
る
い
は
、

客
観
的
に
、
つ
ま
り
作
者
が
、
そ
の
人
た
ち
の
笑
い
を
描
写
す

る
場
合
、「
ほ
ゝ
ゑ
む
」
と
い
う
表
現
方
法
を
与
え
る
の
を
ゆ
る

さ
な
か
っ
た
の
か
の
い
ず
れ
か
で
あ
ろ
う
。（注
８
）

と
述
べ
て
い
る
。
貴
族
社
会
を
描
い
た
『
源
氏
物
語
』
で
は
、
下
賎

の
者
た
ち
の
笑
い
は
あ
く
ま
で
場
面
の
効
果
と
し
て
使
わ
れ
、
複
雑

な
心
理
を
表
す
「
ほ
ほ
ゑ
む
」
動
作
を
さ
せ
て
、
人
物
像
を
描
き
出

す
必
要
は
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
例
え
ば

　

他
作
品
の
「
わ
ら
い
」
の
用
例
数

『
竹
取
物
語
』	

『
う
つ
ほ
物
語
』	

『
堤
中
納
言
』

わ
ら
ふ
系
…
四
例	

わ
ら
ふ
系
…
一
三
七
例	

わ
ら
ふ
系
…
一
〇
例

ゑ
む
系
…
〇
例	

ゑ
む
系
…
一
四
例	

ゑ
む
系
…
三
例

ほ
ほ
ゑ
む
系
…
一
例	

ほ
ほ
ゑ
む
系
…
九
例	

ほ
ほ
ゑ
む
系
…
一
例

『
伊
勢
物
語
』	
『
落
窪
物
語
』	

『
枕
草
子
』

わ
ら
ふ
系
…
三
例	
わ
ら
ふ
系
…
六
四
例	

わ
ら
ふ
系
…
一
〇
五
例

ゑ
む
系
…
〇
例	

ゑ
む
系
…
一
三
例	

ゑ
む
系
…
十
五
例

ほ
ほ
ゑ
む
系
…
〇
例	

ほ
ほ
ゑ
む
系
…
五
例	

ほ
ほ
ゑ
む
系
…
三
例
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「
た
が
詣
で
給
へ
る
ぞ
」
と
問
ふ
め
れ
ば
、「
内
大
臣
殿
の
御
願

果
た
し
に
詣
で
給
ふ
を
、
知
ら
ぬ
人
も
あ
り
け
り
」
と
て
、
は

か
な
き
程
の
下
種
だ
に
心
ち
よ
げ
に
う
ち（
わ
）はら
ふ
。	（「
澪
標
」）

こ
の
下
種
の
「
わ
ら
ふ
」
は
、
下
種
さ
え
知
っ
て
い
た
、
源
氏
が
願

は
た
し
に
来
て
い
る
と
い
う
事
実
を
知
ら
な
か
っ
た
明
石
君
の
惨
め

さ
を
一
層
感
じ
さ
せ
る
笑
い
で
あ
る
。
ま
た
、

ま
だ
ほ
の
暗
け
れ
ど
、
雪
の
光
に
い
と
ゞ
き
よ
ら
に
若
う
見
え

給
ふ
を
、
老
い
人
ど
も
笑
み
さ
か
へ
て
見
た
て
ま
つ
る
。

	

（「
末
摘
花
」）

　

こ
れ
は
、
老
い
人
ど
も
が
「
ゑ
み
さ
か
ゆ
」
こ
と
に
よ
っ
て
源
氏

の
美
し
さ
を
引
き
立
た
せ
て
い
る
。身
分
の
低
い
者
た
ち
の
笑
い
は
、

こ
の
使
わ
れ
方
が
多
い
。
他
は
、
滑
稽
さ
の
強
調
な
ど
、
い
ず
れ
も

場
面
を
引
き
立
た
せ
る
効
果
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
。

　

以
上
を
踏
ま
え
た
上
で
一
見
同
じ
に
見
え
る
、
源
氏
が
幼
い
紫
上

に
向
け
る
「
ゑ
む
」
と
「
ほ
ほ
ゑ
む
」
を
見
て
み
よ
う
。

　

１
、
や
う
く
起
き
ゐ
て
見
給
に
、
鈍
色
の
こ
ま
や
か
な
る
が
う
ち

萎
え
た
る
ど
も
を
着
て
、
何
心
な
く
う
ち
笑
み
な
ど
し
て
ゐ
給

へ
る
が
、
い
と
う
つ
く
し
き
に
、
わ
れ
も
う
ち
笑
ま
れ
て
見

給
。	

（「
若
紫
」）

　

２
、「
い
で
君
も
書
い
給
へ
」
と
あ
れ
ば
、「
ま
だ
よ
う
は
書
か
ず
」

と
て
見
上
げ
給
へ
る
が
何
心
な
く
う
つ
く
し
げ
な
れ
ば
、
う
ち

ほ
ゝ
笑
み
て	

（「
若
紫
」）

　

３
、「
御
手
は
い
と
お
か
し
う
の
み
な
り
ま
さ
る
も
の
か
な
」
と

ひ
と
り
ご
ち
て
、
う
つ
く
し
と
ほ
ほ
笑
み
給
。	

（「
賢
木
」）

１
の
反
射
的
に
出
た
笑
み
に
比
べ
、
２
、３
に
つ
い
て
吉
村
氏
は
、

源
氏
は
「
単
な
る
可
愛
ら
し
さ
を
感
じ
た
の
で
は
な
く
、
そ
れ
以
上

の
も
の
、
つ
ま
り
、
女
と
し
て
の
い
と
お
し
さ
、
恋
心
を
感
じ
た
の

で
あ
る
。」（
注
９
）
と
述
べ
て
い
る
。
だ
と
し
た
ら
「
ゑ
む
」
と
「
ほ
ほ

ゑ
む
」
で
は
意
味
合
い
が
違
う
と
言
え
る
。
だ
が
、
１
で
は
感
じ
な

か
っ
た
の
に
、
何
故
２
と
３
で
は
女
と
し
て
の
い
と
お
し
さ
を
感
じ

て
い
る
の
か
。
そ
の
理
由
と
し
て
私
は
、
源
氏
は
紫
上
の
将
来
を
想

像
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
た
。
２
は
、
源
氏
が
紫
上
に
手

習
や
絵
な
ど
を
書
い
て
見
せ
、
教
育
を
始
め
て
い
る
場
面
で
あ
る
。

「
ま
だ
よ
う
は
書
か
ず
」
と
言
っ
て
い
る
少
女
が
、
将
来
は
ど
の
よ

う
に
成
長
し
て
い
く
の
か
、
ま
た
、
ど
の
よ
う
に
自
分
の
手
で
成
長

さ
せ
て
い
こ
う
か
と
考
え
、
ほ
ほ
笑
ん
だ
の
で
は
な
い
か
。
３
は
だ

ん
だ
ん
と
理
想
に
近
づ
く
紫
上
に
満
足
を
覚
え
、
ま
す
ま
す
将
来
を

楽
し
み
に
感
じ
て
い
る
。
ま
た
、
２
の
場
面
の
頃
か
ら
の
成
長
も
感

じ
て
い
る
こ
と
と
思
う
。
２
、３
の
笑
み
は
、
源
氏
が
紫
上
の
幼
い

可
愛
ら
し
さ
を
感
じ
な
が
ら
も
、
そ
の
中
で
、
紫
上
の
将
来
を
想
像

し
、
女
性
と
し
て
の
愛
し
さ
を
感
じ
て
の
笑
み
で
あ
り
、
反
射
的
に

出
た
１
の
笑
み
に
比
べ
て
、
複
雑
な
笑
み
で
あ
る
。

　

以
上
か
ら
、『
源
氏
物
語
』
に
お
い
て
「
ゑ
む
」
と
「
ほ
ほ
ゑ
む
」

が
表
現
す
る
状
況
は
異
な
り
、「
ゑ
む
」
は
反
射
的
な
笑
み
、
裏
表

の
無
い
単
純
な
笑
み
で
あ
り
、「
ほ
ほ
ゑ
む
」
は
何
か
含
む
と
こ
ろ

が
あ
り
、「
ゑ
む
」
よ
り
も
複
雑
な
心
理
が
隠
れ
て
い
る
笑
み
で
あ
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り
そ
う
で
あ
る
。

第
三
章
　「
わ
ら
い
」
に
よ
る
人
物
造
型

第
一
節
　
光
源
氏
　
薫
　
匂
宮

　
『
源
氏
物
語
』
で
特
徴
的
な
の
が
、
源
氏
の
「
ほ
ほ
ゑ
む
」
の
用

例
が
他
の
人
物
に
比
べ
て
非
常
に
多
い
こ
と
だ
。
割
合
で
表
す
と
、

正
編
の
「
ほ
ほ
ゑ
む
」
の
用
例
の
中
で
、
源
氏
の
「
ほ
ほ
ゑ
む
」
は

約
五
七
％
で
あ
っ
た
。『
源
氏
物
語
』で
は「
ほ
ほ
ゑ
む
」に
よ
っ
て
、

源
氏
の
ど
の
よ
う
な
性
質
を
表
現
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
か
。

　

源
氏
は
ど
の
よ
う
な
時
に
ほ
ほ
笑
ん
で
い
る
の
か
。
源
氏
の
「
ほ

ほ
ゑ
む
」
三
七
例
を
、「
ほ
ほ
ゑ
む
」
要
因
に
よ
っ
て
分
類
し
た
。

相
手
に
対
す
る
嘲
り
の
気
持
ち
が
強
い
も
の
を
「
嘲
笑
」、
相
手
を

馬
鹿
に
し
な
が
ら
も
、
親
し
み
が
込
め
ら
れ
て
い
る
も
の
は
「
か
ら

か
い
・
冗
談
」
と
分
け
た
。
ま
た
、
恥
ず
か
し
さ
を
ご
ま
か
す
た
め

の
笑
み
は
「
照
れ
」、
相
手
に
対
し
て
後
ろ
め
た
い
事
実
を
隠
す
た

め
や
、
自
分
の
考
え
に
つ
い
て
明
言
を
避
け
る
時
の
笑
み
を
「
ご
ま

か
し
の
笑
み
」
と
分
け
る
こ
と
に
す
る
。

　

①
情
愛
を
表
す
笑
み　

一
三
例

　

②
嘲
笑　
　
　
　
　
　
　

八
例

　

③
か
ら
か
い
・
冗
談　
　

五
例

　

④
苦
笑　
　
　
　
　
　
　

三
例

　

⑤
照
れ　
　
　
　
　
　
　

二
例

　

⑥
意
志
の
伝
達　
　
　
　

二
例

　

⑦
ご
ま
か
し
の
笑
み　
　

三
例

　

⑧
満
足　
　
　
　
　
　
　

一
例

こ
の
分
類
に
因
れ
ば
、「
①
情
愛
を
表
す
笑
み
」
が
最
も
多
い
と
わ

か
る
。
相
手
の
容
姿
の
美
し
さ
に
対
し
て
で
は
な
く
、
男
女
間
の
や

り
取
り
の
な
か
で
、
機
転
を
利
か
す
相
手
に
対
し
て
感
心
を
す
る
場

合
が
多
い
。
①
の
中
で
も
、
直
接
、
ま
た
は
間
接
的
に
、
紫
上
に
向

け
た
笑
み
が
最
も
多
く
、
五
例
で
あ
っ
た
。
一
部
を
挙
げ
る
。

　

１
、
舟
と
む
る
を
ち
か
た
人
の
な
く
は
こ
そ
あ
す
帰
り
来
む
せ
な

と
待
ち
み
め

　
　

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

て	

（「
薄
雲
」）

　

２
、「
君
こ
そ
は
、
さ
す
が
に
隈
な
き
に
は
あ
ら
ぬ
も
の
か
ら
、

人
に
よ
り
事
に
従
ひ
、
い
と
よ
く
二
筋
に
心
づ
か
ひ
は
し
給
け

れ
。
さ
ら
に
、
こ
ゝ
ら
見
れ
ど
、
御
あ
り
さ
ま
に
似
た
る
人
は

な
か
り
け
り
。
い
と
け
し
き
こ
そ
も
の
し
給
へ
」
と
ほ
ゝ
笑
み

て
聞
こ
え
給
。	

（「
若
菜
下
」）

こ
れ
ら
の
例
は
、
た
だ
単
に
愛
し
さ
を
表
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、

紫
上
の
嫉
妬
す
る
様
子
に
対
し
て
の
苦
笑
、
自
分
の
心
を
コ
ン
ト

ロ
ー
ル
す
る
紫
上
に
対
し
て
感
心
す
る
な
ど
、
様
々
な
感
情
が
込
め

ら
れ
た
「
ほ
ほ
ゑ
む
」
で
あ
る
。
六
条
院
の
他
の
妻
へ
向
け
た
「
ほ

ほ
ゑ
む
」
と
比
べ
て
み
る
。
ま
ず
、
花
散
里
へ
の
「
ほ
ほ
ゑ
む
」
で

あ
る
が
、
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ふ
と
見
知
り
た
ま
ひ
に
け
り
と
お
ぼ
せ
ど
、
ほ
ゝ
笑
み
て
、
な

を
あ
る
を
、
よ
し
と
も
あ
し
と
も
か
け
給
は
ず
。	

（「
蛍
」）

こ
れ
は
蛍
兵
部
卿
宮
と
帥
の
親
王
を
比
較
し
、
蛍
兵
部
卿
宮
の
方
が

優
れ
て
い
る
と
評
す
る
花
散
里
に
対
し
、
源
氏
が
ほ
ほ
笑
む
場
面
で

あ
る
が
、
情
愛
を
示
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
源
氏
が
蛍
兵
部
卿

宮
と
帥
の
親
王
ど
ち
ら
が
優
れ
て
い
る
と
考
え
て
い
る
か
、
自
身
の

意
見
の
明
言
を
避
け
る
た
め
の
ほ
ほ
笑
み
で
あ
る
。

　

次
に
明
石
君
に
向
け
た
「
ほ
ほ
ゑ
む
」
は
、
直
接
で
は
な
く
、
彼

女
が
い
な
い
場
所
で
、
彼
女
の
歌
を
詠
ん
で
源
氏
は
ほ
ほ
笑
ん
で
い

る
。

め
づ
ら
し
や
花
の
ね
ぐ
ら
に
木
づ
た
ひ
て
谷
の
ふ
る
巣
を
と

へ
る
鶯
声
ま
ち
出
た
る
。

　
　

な
ど
も
、

　
　
　

咲
け
る
岡
べ
に
家
し
あ
れ
ば
。

な
ど
、
ひ
き
返
し
慰
め
た
る
筋
な
ど
書
き
ま
ぜ
つ
ゝ
あ
る
を
、

取
り
て
見
給
ひ
つ
ゝ
ほ
ゝ
笑
み
給
へ
る
、
は
づ
か
し
げ
也
。

	

（「
初
音
」）

　

こ
の
時
源
氏
は
、明
石
君
の
教
養
を
感
心
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
し
、

娘
の
明
石
姫
君
か
ら
の
返
事
を
喜
ぶ
明
石
君
の
様
子
を
ほ
ほ
笑
ま
し

く
思
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
情
愛
は
感
じ
ら
れ
る
が
、
紫
上
の
よ
う

に
、
嫉
妬
す
る
姿
や
、
感
情
を
抑
え
る
姿
に
愛
し
さ
を
感
じ
て
い
る

わ
け
で
は
な
い
。
他
の
妻
と
の
関
係
性
（
嫉
妬
）
に
関
連
し
て
、
源

氏
が
笑
み
を
向
け
る
女
君
は
紫
上
し
か
な
い
。
源
氏
の
紫
上
へ
の
情

愛
の
深
さ
が
窺
え
、
源
氏
の
中
で
、
多
少
嫉
妬
を
疎
ま
し
く
感
じ
る

こ
と
は
あ
る
に
し
て
も
、
紫
上
は
嫉
妬
し
て
も
良
い
立
場
、
嫉
妬
を

許
せ
る
立
場
で
あ
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
。
２
の
例
で
、「
君
こ
そ
は
」

「
御
あ
り
さ
ま
に
似
た
る
人
は
な
か
り
け
り
」
と
述
べ
て
い
る
こ
と

か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
源
氏
に
と
っ
て
紫
上
は
唯
一
の
存
在
で

あ
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
。
し
か
し
、
こ
の
賞
賛
に
対
し
て
、
紫
上
の

反
応
は
な
い
。
中
島
尚
氏
は
、

女
三
宮
側
に
行
く
光
源
氏
に
紫
上
は
何
も
言
わ
な
い
。
こ
の
ほ

ほ
え
み
こ
そ
は
、心
を
開
い
て
な
ご
ん
だ
は
ず
の
も
の
が
、ま
っ

た
く
そ
の
意
に
反
し
て
ほ
と
ん
ど
暴
力
的
な
表
情
に
か
わ
っ
て

い
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
は
た
せ
る
か
な

紫
上
は
そ
の
直
後
、
胸
を
病
み
、
世
間
で
は
茅
死
去
の
噂
さ
え

流
さ
れ
る
に
到
る
の
で
あ
る
。（
中
略
）
最
大
の
ほ
め
こ
と
ば

に
類
す
る
も
の
が
、
そ
の
ま
ま
同
時
に
そ
の
人
の
人
格
を
し
ば

り
つ
け
化
石
化
し
て
し
ま
う
よ
う
に
働
い
て
い
る
こ
と
を
読
み

と
る
べ
き
な
の
で
は
あ
る
ま
い
か
と
思
う
。（
注
10
）

　

と
述
べ
て
お
り
、
源
氏
の
紫
上
に
対
す
る
愛
情
と
、
紫
上
の
源
氏

に
対
す
る
感
情
に
、
隔
た
り
を
感
じ
ら
れ
る
場
面
で
も
あ
る
。
女
三

宮
の
降
嫁
が
決
ま
っ
て
以
降
の
紫
上
の
心
情
に
つ
い
て
は
、
後
に
彼

女
の
「
わ
ら
い
」
を
考
え
て
い
く
中
で
触
れ
る
こ
と
に
す
る
。

　

源
氏
の
愛
情
は
「
ほ
ほ
ゑ
む
」
で
表
さ
れ
、
そ
の
内
に
単
な
る
愛

情
で
は
な
く
女
君
た
ち
の
言
動
に
対
す
る
想
い
を
含
ま
せ
る
こ
と

で
、
源
氏
は
女
君
の
容
貌
だ
け
で
な
く
、
内
面
、
器
量
を
見
て
情
愛
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を
感
じ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

さ
て
、
続
編
で
は
「
ほ
ほ
ゑ
む
」
の
用
例
が
減
り
、
主
要
人
物
の

薫
と
匂
宮
が
「
ほ
ほ
ゑ
む
」
用
例
も
少
な
く
、
両
者
と
も
一
例
ず
つ

だ
。
し
か
も
そ
の
ほ
ほ
笑
み
を
向
け
る
相
手
は
、
共
通
し
て
浮
舟
で

あ
る
。
け
れ
ど
、
薫
が
浮
舟
へ
向
け
る
「
ほ
ほ
ゑ
む
」
と
、
匂
宮
の

浮
舟
に
向
け
る
「
ほ
ほ
ゑ
む
」
は
、
意
味
合
い
が
違
う
よ
う
だ
。

　

ま
ず
、
薫
の
「
ほ
ほ
ゑ
む
」
を
見
て
み
る
。
浮
舟
が
匂
宮
と
通
じ

て
い
る
と
感
づ
い
た
薫
が
浮
舟
に
対
し
て
贈
っ
た
歌
に
、
う
ま
く
ご

ま
か
し
て
返
事
を
よ
こ
し
た
浮
舟
に
感
心
す
る
場
面
で
あ
る
。

所
違
へ
の
や
う
に
見
え
侍
れ
ば
な
む
、
あ
や
し
く
な
や
ま
し

く
て
何
ご
と
も
。

と
書
き
添
へ
て
た
て
ま
つ
れ
つ
。
見
給
て
、
さ
す
が
に
い
た
く

も
し
た
る
か
な
、
か
け
て
見
を
よ
ば
ぬ
心
ば
へ
よ
、
と
ほ
ゝ
笑

ま
れ
た
ま
ふ
も
、
に
く
し
と
は
お
ぼ
し
は
て
ぬ
な
め
り
。

	
（「
浮
舟
」）

薫
は
大
君
の
形
代
と
し
て
、
浮
舟
の
外
見
し
か
見
て
お
ら
ず
、
浮
舟

自
身
に
愛
情
を
示
す
こ
と
は
無
か
っ
た
。
こ
の
「
ほ
ほ
ゑ
む
」
は
、

浮
舟
に
情
を
感
じ
な
が
ら
も
、
皮
肉
混
じ
り
の
笑
み
で
、
親
愛
を
示

す
も
の
で
は
な
い
が
、
浮
舟
の
才
覚
を
発
見
し
、
感
心
し
て
い
る
。

薫
は
、
匂
宮
と
浮
舟
が
関
わ
る
事
で
初
め
て
、
浮
舟
と
い
う
人
物
を

見
直
す
に
至
り
、
彼
女
の
内
面
を
見
始
め
た
。
今
井
源
衛
氏
は
「
浮

舟
の
心
中
の
感
懐
が
、
語
り
手
の
地
の
分
に
よ
っ
て
内
側
か
ら
具
体

的
に
叙
述
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
、
前
述
の
ご
と
く
、
浮
舟
巻
、

と
く
に
匂
宮
と
通
じ
て
以
後
で
あ
る
。」（
注
11
）
と
述
べ
ら
れ
て
い
る

よ
う
に
、
浮
舟
の
意
志
や
感
情
が
顕
れ
て
く
る
の
は
「
浮
舟
巻
」
以

後
で
あ
り
、「
大
君
の
人
形
」
と
し
て
の
浮
舟
で
は
な
く
、
一
人
の

人
間
と
し
て
の
浮
舟
に
よ
う
や
く
焦
点
が
当
て
ら
れ
た
こ
と
が
わ
か

り
、
そ
れ
に
伴
っ
て
薫
も
浮
舟
と
い
う
一
個
人
を
認
識
す
る
。

　

一
方
、
匂
宮
の
浮
舟
に
向
け
る
「
ほ
ほ
ゑ
む
」
は
ど
う
で
あ
っ
た

か
と
い
う
と
、

心
を
ば
嘆
か
ざ
ら
ま
し
命
の
み
さ
だ
め
な
き
世
と
思
は
ま
し

か
ば

と
あ
る
を
、
変
は
ら
む
を
ば
う
ら
め
し
う
思
ふ
べ
か
り
け
り
と

見
給
に
も
、
い
と
ら
う
た
し
。「
い
か
な
る
人
の
心
変
は
り
を

見
な
ら
ひ
て
」
な
ど
ほ
ゝ
笑
み
て	

（「
浮
舟
」）

こ
の
「
ほ
ほ
ゑ
む
」
は
、
浮
舟
を
幼
い
と
感
じ
な
が
ら
も
、
そ
の
幼

い
様
子
に
愛
情
を
感
じ
て
い
る
こ
と
を
表
し
て
い
る
。
前
の
薫
の
笑

み
と
比
べ
、
浮
舟
と
の
交
流
を
楽
し
ん
で
お
り
、
恋
人
同
士
ら
し
い

雰
囲
気
を
演
出
し
て
い
る
。
し
か
し
、
匂
宮
と
浮
舟
の
交
流
は
、
男

が
女
を
幼
い
と
感
じ
て
い
る
点
な
ど
、
源
氏
と
夕
顔
の
交
流
を
連
想

さ
せ
、
源
氏
と
夕
顔
の
結
末
を
思
う
と
、
ど
こ
か
刹
那
的
に
も
感
じ

る
。
匂
宮
と
浮
舟
、
源
氏
と
夕
顔
の
関
係
性
の
類
似
点
に
つ
い
て
、

今
井
源
衛
氏
は
、「
男
は
女
に
身
分
を
明
か
せ
と
求
め
る
が
、
女
は

や
さ
し
く
甘
え
た
応
対
を
し
な
が
ら
そ
れ
に
は
応
じ
な
い
」（
注
12
）
と

い
う
点
を
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
夕
顔
は
「
山
の
端
の
心
も
知

ら
で
ゆ
く
月
は
上
の
空
に
て
影
や
絶
え
な
む
」（「
夕
顔
」）
と
い
う

03_新井美紗貴.indd   37 14.9.12   5:25:30 PM



− 38 −

歌
を
、
浮
舟
は
「
橘
の
小
鳥
の
色
は
変
わ
ら
じ
を
こ
の
う
き
舟
ぞ
ゆ

く
へ
知
ら
れ
ぬ
」（「
浮
舟
」）「
降
り
み
だ
れ
み
ぎ
は
に
氷
る
雪
よ
り

も
中
空
に
て
ぞ
我
は
消
ぬ
べ
き
」（「
浮
舟
」）
と
い
う
二
首
の
歌
を

詠
ん
で
い
る
が
、
両
者
の
歌
に
対
し
同
氏
は
、「
不
吉
な
前
途
を
予

感
す
る
も
の
」（
注
13
）
と
し
、「
女
が
こ
う
し
た
内
心
の
不
安
を
詠
ず
る

の
に
、
相
手
の
男
は
源
氏
・
匂
宮
共
に
そ
の
真
意
を
察
し
得
な
い
（
中

略
）
こ
の
設
定
の
共
通
性
も
す
こ
ぶ
る
特
徴
的
と
い
え
る
。」（
注
14
）
と

さ
れ
て
い
る
。

　

両
者
の
「
ほ
ほ
ゑ
む
」
を
比
べ
る
こ
と
で
、
薫
と
匂
宮
の
浮
舟
と

の
関
わ
り
方
の
違
い
が
見
え
て
く
る
。
薫
は
浮
舟
を
形
代
と
し
て

扱
っ
て
い
た
た
め
、
浮
舟
自
身
を
見
ず
、
匂
宮
と
浮
舟
が
通
じ
て
初

め
て
、
浮
舟
に
執
着
ら
し
い
執
着
を
見
せ
始
め
る
。
匂
宮
は
、
浮
舟

の
身
分
は
低
く
見
て
い
た
よ
う
だ
が
、
浮
舟
を
魅
力
あ
る
女
性
と
感

じ
、
恋
人
ら
し
く
接
し
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
交
流
は
刹
那
的
で

も
あ
る
。

　

正
編
と
続
編
の
「
ほ
ほ
ゑ
む
」
の
使
用
例
の
差
を
契
機
に
、源
氏
、

薫
、
匂
宮
の
「
ほ
ほ
ゑ
む
」
の
検
証
を
行
っ
た
。
そ
の
結
果
、「
ほ

ほ
ゑ
む
」
の
用
例
を
分
析
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、三
人
が
そ
れ
ぞ
れ
、

ど
の
よ
う
に
女
性
と
関
わ
っ
て
い
る
か
が
見
え
て
き
た
。

第
二
節
　
紫
上
　
中
君

　

女
性
は
男
性
に
比
べ
る
と
「
わ
ら
い
」
の
用
例
が
少
な
く
、
ほ
と

ん
ど
の
人
物
が
一
、二
例
程
度
の
使
用
例
し
か
な
い
。
し
か
し
、
そ

の
女
性
の
中
で
、
紫
上
は
用
例
数
が
九
例
で
あ
り
、
突
出
し
て
多
い
。

紫
上
の
「
わ
ら
ふ
」
系
、「
ゑ
む
」
系
、「
ほ
ほ
ゑ
む
」
系
の
用
例
を

以
下
に
全
て
挙
げ
る
。
ま
た
、
先
に
述
べ
た
、
女
三
宮
の
降
嫁
決
定

後
の
、
紫
上
の
心
情
も
こ
こ
で
述
べ
て
い
き
た
い
。

　

１
、
や
う
〳
〵
起
き
ゐ
て
見
給
に
、
鈍
色
の
こ
ま
や
か
な
る
が
う

ち
萎
え
た
る
ど
も
を
着
て
、
何
心
な
く
う
ち
笑
み
な
ど
し
て
ゐ

給
へ
る
が
、
い
と
う
つ
く
し
き
に	

（「
若
紫
」）

　

２
、
手
づ
か
ら
こ
の
赤
鼻
を
か
き
つ
け
、に
ほ
は
し
て
見
給
ふ
に
、

か
く
よ
き
顔
だ
に
、
さ
て
ま
じ
れ
ら
む
は
見
ぐ
る
し
か
る
べ
か

り
け
り
。
姫
君
見
て
、
い
み
じ
く
笑
ひ
給
。	

（「
末
摘
花
」）

　

３
、「
思
は
ず
に
の
み
と
り
な
し
給
ふ
御
心
の
隔
て
を
、
せ
め
て

見
知
ら
ず
う
ら
な
く
や
は
、
と
て
こ
そ
。
い
は
け
な
か
ら
ん
御

心
に
は
、
い
と
よ
う
か
な
ひ
ぬ
べ
く
な
ん
。
い
か
に
う
つ
く
し

き
ほ
ど
に
。」
と
て
、
す
こ
し
う
ち
笑
み
給
ひ
ぬ
。	

（「
松
風
」）

　

４
、「
い
で
や
、
わ
れ
に
て
も
、
ま
た
忍
び
が
た
う
、
も
の
思
は

し
き
お
り
お
り
あ
り
し
御
心
ざ
ま
の
、
思
出
で
ら
る
ゝ
ふ
し
ぶ

し
な
く
や
は
」
と
、
ほ
ゝ
笑
み
て
聞
こ
え
給
へ
ば	

（「
胡
蝶
」）

　

５
、
御
簾
の
吹
き
上
げ
ら
る
ゝ
を
、
人
々
を
さ
へ
て
、
い
か
に
し

た
る
に
か
あ
ら
む
、
う
ち
笑
ひ
た
ま
へ
る
、
い
と
い
み
じ
く
見

ゆ
。	

（「
野
分
」）

　

６
、「
あ
な
う
た
て
、
め
で
た
し
と
見
た
て
ま
つ
る
と
も
、
心
も

て
宮
仕
ひ
思
た
ら
む
こ
そ
い
と
さ
し
過
ぎ
た
る
心
な
ら
め
」
と

て
、
笑
ひ
た
ま
ふ
。	

（「
行
幸
」）
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７
、
す
こ
し
ほ
ゝ
笑
み
て
、「
身
づ
か
ら
の
御
心
な
が
ら
だ
に
え

定
め
給
ま
じ
か
な
る
を
、
い
づ
こ
に
と
ま
る
べ
き
に
か
」
と
、

言
ふ
か
ひ
な
げ
に
と
り
な
し
給
へ
ば	

（「
若
菜
上
」）

　

８
、「
物
越
し
に
、
は
つ
か
な
り
つ
る
対
面
な
ん
、
残
り
あ
る
心

ち
す
る
。
い
か
で
人
目
と
が
め
あ
る
ま
じ
く
も
て
隠
し
て
、
い

ま
一
た
び
も
」
と
語
ら
ひ
き
こ
え
給
。
う
ち
笑
ひ
て
、「
い
ま

め
か
し
く
も
な
り
か
へ
る
御
あ
り
さ
ま
か
な
。
む
か
し
を
い
ま

に
改
め
加
へ
給
ほ
ど
、
中
空
な
る
身
の
た
め
苦
し
く
」
と
て
、

さ
す
が
に
涙
ぐ
み
給
へ
る
ま
み
の
、
い
と
ら
う
た
げ
に
見
ゆ
る

に	

（「
若
菜
上
」）

　

９
、「
ま
ろ
が
は
べ
ら
ざ
ら
む
に
、
お
ぼ
し
出
で
な
ん
や
」
と
聞

こ
え
給
へ
ば
、「
い
と
恋
し
か
り
な
む
。
ま
ろ
は
、
内
の
上
よ

り
も
、
宮
よ
り
も
、
ば
ゞ
を
こ
そ
ま
さ
り
て
思
き
こ
ゆ
れ
ば
、

お
は
せ
ず
は
心
ち
む
つ
か
し
か
り
な
む
」
と
て
、
目
お
し
す
り

て
ま
ぎ
ら
は
し
給
へ
る
さ
ま
、
お
か
し
け
れ
ば
、
ほ
ゝ
笑
み
な

が
ら
涙
は
落
ち
ぬ
。	

（「
御
法
」）

１
と
２
は
子
ど
も
の
頃
の
屈
託
の
な
い
「
わ
ら
い
」
で
何
の
憂
い
も

感
じ
ら
れ
な
い
。
７
の「
若
菜
上
」の
用
例
ま
で
の
１
か
ら
６
の「
わ

ら
い
」
は
、
複
雑
な
心
理
か
ら
で
は
な
く
、
自
然
に
出
た
笑
み
で
あ

ろ
う
。
た
だ
３
は
、
源
氏
か
ら
明
石
姫
君
の
養
育
を
頼
ま
れ
る
と
い

う
、
紫
上
に
と
っ
て
は
複
雑
な
状
況
の
場
面
で
あ
る
。
自
分
の
子
が

い
な
い
紫
上
と
し
て
は
思
う
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
だ
が
、「
ほ

ほ
ゑ
む
」
で
は
な
く
「
ゑ
む
」
が
使
わ
れ
て
い
る
事
か
ら
、
こ
の
笑

み
は
、
ま
だ
見
ぬ
姫
君
の
世
話
を
す
る
事
を
想
像
し
て
、
純
粋
に
楽

し
み
に
思
う
気
持
ち
か
ら
出
た
笑
み
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。し
か
し
、

７
か
ら
９
の
笑
み
は
、
明
ら
か
に
６
ま
で
の
「
わ
ら
い
」
と
違
い
、

憂
い
を
帯
び
て
い
る
。
高
野
香
織
氏
は
、

　
　

第
一
部
と
第
二
部
で
は
紫
の
上
の
「
わ
ら
ひ
」
が
違
う
こ
と
が

わ
か
る
。
こ
の
「
わ
ら
ひ
」
の
変
化
か
ら
紫
の
上
自
身
の
変
容

を
み
て
と
れ
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
「
若
菜
上
」
巻
で
女
三
宮
が
源
氏
の
も
と
へ
降
嫁
す
る
。
そ

ん
な
こ
と
は
決
し
て
あ
り
え
な
い
だ
ろ
う
と
安
心
し
き
っ
て
い

た
紫
の
上
は
、
精
神
的
に
大
き
な
打
撃
を
う
け
る
。
源
氏
へ
の

信
頼
は
ゆ
ら
ぎ
、
出
家
を
願
う
よ
う
に
な
る
。
そ
ん
な
紫
の
上

か
ら
笑
顔
が
消
え
る
。
笑
わ
な
く
な
っ
た
の
で
は
な
い
。
笑
え

な
く
な
っ
た
の
だ
。（
注
15
）

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
７
の
場
面
は
女
三
宮
の
も
と
へ
行
く

源
氏
が
、
紫
上
に
事
情
を
説
明
す
る
場
面
で
あ
る
。
中
島
尚
氏
は
、

こ
の
場
面
に
対
し

光
源
氏
は
む
し
ろ
紫
上
が
気
の
毒
で
、
彼
女
に
す
ま
な
い
と
愛

情
を
こ
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
紫
上
は
、
光
源
氏

自
身
の
悩
ん
で
定
め
か
ね
て
い
る
も
の
を
私
が
ど
う
し
て
、
と

い
う
。
共
感
し
よ
う
に
も
し
か
ね
る
、
ま
た
他
の
女
の
も
と
に

行
け
と
も
言
い
切
れ
ぬ
感
覚
が
、
こ
の
ほ
ほ
え
み
に
こ
り
か
た

ま
っ
て
あ
ら
わ
れ
る
。
明
石
君
に
対
し
た
ば
あ
い
、
玉
か
つ
ら

の
ば
あ
い
を
へ
て
、
こ
ち
ら
は
院
の
思
わ
く
さ
え
紫
上
の
上
へ
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落
ち
か
か
る
。
わ
れ
と
わ
が
身
に
も
ど
う
し
よ
う
も
な
い
よ
う

な
、
ど
こ
か
が
欠
け
落
ち
る
よ
う
な
感
情
が
「
目
に
近
く
」
の

歌
で
爆
発
す
る
。（
中
略
）
長
い
時
間
の
た
っ
た
あ
と
、
紫
上

に
は
何
か
が
見
え
て
き
た
か
の
よ
う
で
あ
る
。
確
実
の
よ
う
に

思
わ
れ
て
い
た
も
の
が
失
わ
れ
た
よ
う
な
感
じ
に
な
っ
た
の
で

あ
る
。（
注
16
）

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
紫
上
に
対
し
弁
明
す
る
源
氏
と
、
そ
れ
を
ど

こ
か
諦
観
し
た
態
度
で
聞
く
紫
上
の
間
に
は
溝
を
感
じ
る
。
女
三
宮

の
降
嫁
が
決
ま
る
ま
で
の
紫
上
は
、
嫉
妬
心
を
表
に
出
す
こ
と
も

あ
っ
た
。
特
に
明
石
君
に
対
し
て
は
、
嫉
妬
心
を
露
に
す
る
事
が
多

か
っ
た
。
そ
れ
が
で
き
た
の
は
、
今
ま
で
彼
女
が
源
氏
の
正
妻
格
で

あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
女
三
宮
が
源
氏
の
正
式
な
正
妻
と

な
っ
て
し
ま
っ
て
か
ら
は
、
い
く
ら
源
氏
が
紫
上
を
女
三
宮
よ
り
重

く
扱
お
う
と
、
女
三
宮
と
の
身
分
差
は
埋
め
ら
れ
な
い
。
源
氏
が
女

三
宮
を
紫
上
よ
り
重
く
扱
う
こ
と
は
、
身
分
的
に
は
妥
当
で
あ
り
、

む
し
ろ
そ
う
さ
れ
る
べ
き
な
の
で
あ
る
。
紫
上
よ
り
身
分
が
低
か
っ

た
明
石
君
の
時
と
は
違
い
、源
氏
が
女
三
宮
の
も
と
に
行
く
こ
と
は
、

非
難
で
き
な
い
こ
と
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
紫
上
が
頼
み
に
で
き

る
後
ろ
だ
て
は
源
氏
し
か
い
な
い
。
今
ま
で
は
「
正
妻
格
」
と
い
う

地
位
が
あ
っ
た
が
、
そ
れ
は
な
く
な
り
、
紫
上
の
立
場
は
非
常
に
不

安
定
に
な
っ
た
。
源
氏
に
見
放
さ
れ
て
は
、
紫
上
は
生
き
て
は
い
け

ず
、
源
氏
が
望
む
よ
う
な
人
物
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
源
氏

が
紫
上
に
向
け
る
賛
辞
は
、
中
島
尚
氏
の
述
べ
る
よ
う
に
「
そ
の
人

の
人
格
を
し
ば
り
つ
け
化
石
化
し
て
し
ま
う
よ
う
に
働
い
て
」
し
ま

い
、
感
情
を
表
に
出
す
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
紫
上
は
、
笑
み
の

中
に
感
情
を
隠
す
よ
う
に
な
り
、
精
神
的
に
も
身
体
的
に
も
疲
弊
し

て
い
く
。「
若
菜
上
」
以
降
の
「
わ
ら
い
」
は
、
彼
女
の
苦
し
い
心

情
を
表
し
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
続
編
の
女
性
の
用
例
の
中
で
、
最
も
「
わ
ら
い
」

の
用
例
が
多
い
の
が
中
君
で
あ
り
、
中
君
の
「
わ
ら
い
」
は
全
五
例

で
あ
る
。
そ
の
う
ち
「
宿
木
」
の
例
を
挙
げ
て
み
る
。

我
御
袖
し
て
涙
を
の
ご
ひ
給
へ
ば
、「
夜
の
間
の
心
変
は
り
こ

そ
、
の
給
ふ
に
つ
け
て
、
を
し
は
か
ら
れ
侍
ぬ
れ
」
と
て
、
す

こ
し
ほ
ゝ
笑
み
ぬ
。	

（「
宿
木
」）

　

こ
の
場
面
で
中
君
は
、
六
君
の
も
と
へ
通
う
匂
宮
に
対
し
て
、
悲

し
い
気
持
ち
を
隠
し
、
気
丈
に
振
舞
お
う
と
し
て
い
る
。
こ
の
状
況

は
女
三
宮
降
嫁
後
の
紫
上
の
状
況
と
似
て
い
る
。
中
島
尚
氏
も
「
こ

れ
が
い
わ
ば
、
正
編
の
世
界
で
の
紫
上
の
造
型
の
は
る
か
な
水
脈
の

あ
ら
わ
れ
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
」
と
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
、
紫

上
は
、
彼
女
の
確
立
さ
れ
た
地
位
が
、
女
三
宮
降
嫁
に
よ
っ
て
瓦
解

す
る
の
に
対
し
、
中
君
は
匂
宮
と
の
間
に
男
の
子
を
も
う
け
る
こ
と

で
、
危
う
か
っ
た
自
分
の
地
位
を
安
定
さ
せ
、
こ
れ
以
降
の
三
例
の

「
わ
ら
い
」
に
憂
い
を
感
じ
る
こ
と
は
無
い
。

　

１
、
女
君
の
御
前
に
出
で
来
て
、い
み
じ
く
め
で
た
て
ま
つ
れ
ば
、

ゐ
中
び
た
る
と
お
ぼ
し
て
笑
い
給
。	

（「
東
屋
」）

　

２
、「
い
で
や
、
そ
の
本
尊
、
願
い
満
て
た
ま
ふ
べ
く
は
こ
そ
う
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と
か
ら
め
、
時
々
心
や
ま
し
く
は
、
中
〳
〵
山
水
も
濁
り
ぬ
べ

く
」
と
の
給
へ
ば
、は
て
〳
〵
は
、「
う
た
て
の
御
聖
心
や
」
と
、

ほ
の
か
に
笑
ひ
給
ふ
も
、
お
か
し
う
聞
こ
ゆ
。	

（「
東
屋
」）

　

３
、「
い
と
さ
言
ふ
ば
か
り
の
幼
さ
に
は
あ
ら
ざ
め
る
を
。
う
し

ろ
め
た
げ
に
け
し
き
ば
み
た
る
御
ま
か
げ
こ
そ
わ
づ
ら
は
し
け

れ
」
と
て
笑
ひ
給
へ
る
が	

（「
東
屋
」）

１
は
田
舎
び
た
中
将
君
へ
の
嘲
笑
、
２
は
薫
の
懸
想
の
言
葉
に
対
し

て
、
皮
肉
を
交
え
た
返
答
を
し
て
笑
う
場
面
、
３
は
浮
舟
を
あ
ま
り

に
も
子
ど
も
扱
い
す
る
中
将
君
に
対
し
て
の
笑
い
で
、
い
ず
れ
も
悲

し
み
の
感
情
は
感
じ
ら
れ
な
い
。

　

紫
上
の
「
わ
ら
い
」
の
用
例
は
段
々
と
憂
い
を
帯
び
た
「
わ
ら
い
」

へ
と
変
化
し
て
い
っ
た
が
、
中
君
は
「
宿
木
」
以
降
の
用
例
に
憂
い

は
感
じ
ら
れ
ず
、当
然
涙
が
伴
う「
わ
ら
い
」も
無
く
な
る
。「
わ
ら
い
」

を
中
心
に
し
て
見
た
時
、
紫
上
と
中
君
が
対
比
的
に
描
か
れ
て
い
る

よ
う
に
感
じ
る
。

第
三
節
　
弘
徽
殿
女
御
（
内
大
臣
女
）

　

内
大
臣
女
の
弘
徽
殿
女
御
で
あ
る
が
、
彼
女
の
「
わ
ら
い
」
の
用

例
は
「
ほ
ほ
ゑ
む
」
の
み
用
例
が
二
例
あ
る
。
こ
の
二
例
の
「
ほ
ほ

ゑ
む
」
が
と
て
も
対
比
的
に
使
わ
れ
て
い
る
。
ま
ず
、
一
例
目
で
あ

る
が
、「

な
ど
か
、
い
と
さ
こ
と
の
ほ
か
に
は
侍
ら
む
。（
中
略
）
か
く

の
給
ひ
さ
は
ぐ
を
、
は
し
た
な
う
思
は
る
ゝ
に
も
、
か
た
へ
は

か
ゝ
や
か
し
き
に
や
」
と
、
い
と
は
づ
か
し
げ
に
聞
こ
え
さ
せ

給
ふ
。
こ
の
御
あ
り
さ
ま
は
、（
中
略
）
残
り
多
か
り
げ
に
ほ
ゝ

笑
み
給
へ
る
ぞ
、人
に
こ
と
な
り
け
る
と
見
た
て
ま
つ
り
給
ふ
。

	

（「
常
夏
」）

近
江
君
を
笑
い
者
扱
い
す
る
内
大
臣
に
対
し
、
弘
徽
殿
女
御
は
近
江

君
を
擁
護
し
、
近
江
君
へ
の
気
遣
い
も
見
せ
、
そ
の
「
ほ
ほ
ゑ
む
」

も
優
し
い
も
の
に
感
じ
る
。
だ
が
、
次
の
「
ほ
ほ
ゑ
む
」
は
ど
う
だ

ろ
う
。大

輔
の
君
と
い
ふ
、
持
て
ま
い
り
て
、
ひ
き
解
き
て
御
覧
ぜ
さ

す
。
女
御
、
ほ
ゝ
笑
み
て
う
ち
を
か
せ
給
へ
る
を
、
中
納
言
の

君
と
い
ふ
、
近
く
い
て
、
そ
ば
〳
〵
見
け
り
。「
い
と
い
ま
め

か
し
き
御
文
の
け
し
き
に
も
は
べ
る
か
な
」
と
、
ゆ
か
し
げ
に

思
ひ
た
れ
ば
、「
草
の
文
字
は
え
見
知
ら
ね
ば
に
や
あ
ら
む
、

本
末
な
く
も
見
ゆ
る
か
な
」
と
て
給
へ
り
。	

（「
常
夏
」）

こ
の
場
面
は
、
弘
徽
殿
女
御
が
近
江
君
の
、
歌
枕
を
乱
用
し
た
珍
妙

な
歌
「
草
若
み
常
陸
の
浦
の
い
か
ゞ
崎
い
か
で
あ
ひ
見
ん
田
子
の
浦

波
」（「
常
夏
」）
を
受
け
取
る
場
面
で
あ
る
。
前
の
例
で
は
、
近
江

君
に
思
い
や
り
の
あ
る
態
度
を
示
し
、
優
し
い
ほ
ほ
笑
み
を
浮
か
べ

て
い
た
弘
徽
殿
女
御
が
、
こ
の
場
面
で
は
一
転
し
て
近
江
君
を
見
下

す
態
度
を
と
り
、
さ
ら
に
珍
妙
な
歌
「
常
陸
な
る
駿
河
の
海
の
須
磨

の
浦
に
波
立
ち
出
で
よ
箱
崎
の
松
」（「
常
夏
」）
を
女
御
付
き
の
女

房
が
返
す
こ
と
で
、
近
江
君
を
馬
鹿
に
し
て
い
る
。
こ
こ
で
の
「
ほ

ほ
ゑ
む
」
は
、
明
ら
か
に
人
を
貶
め
る
笑
い
で
あ
る
。
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弘
徽
殿
女
御
と
い
う
同
じ
人
物
の
「
ほ
ほ
ゑ
む
」
で
あ
り
な
が
ら
、

前
者
と
後
者
で
は
こ
う
も
性
質
が
違
っ
て
い
る
。弘
徽
殿
女
御
の「
ほ

ほ
ゑ
む
」
の
例
は
こ
の
二
例
の
み
で
あ
る
が
、『
源
氏
物
語
』
で
は
、

こ
の
二
つ
の
「
ほ
ほ
ゑ
む
」
の
落
差
を
使
っ
て
、
弘
徽
殿
女
御
を
ど

の
よ
う
に
描
い
て
い
る
の
か
。

　

近
江
君
と
関
わ
る
前
の
彼
女
は
、
品
が
あ
り
、
思
い
や
り
の
あ
る

発
言
を
し
、
優
し
い
ほ
ほ
笑
み
を
浮
か
べ
て
い
た
の
に
、
近
江
君
が

歌
を
送
る
こ
と
で
、そ
の
ほ
ほ
笑
み
は
侮
蔑
を
表
す
も
の
に
変
わ
り
、

先
で
築
き
上
げ
た
女
御
像
は
一
気
に
瓦
解
し
て
し
ま
っ
た
。
近
江
君

に
よ
っ
て
、
結
局
は
彼
女
も
、
父
の
内
大
臣
や
兄
弟
た
ち
と
同
じ
で

あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
っ
て
し
ま
う
。
さ
ら
に
、
本
来
は
教
養
が
深
い

で
あ
ろ
う
女
御
が
烏
滸
な
歌
ま
で
詠
ま
さ
れ
て
し
ま
う
（
実
際
に
詠

ん
だ
の
は
女
御
付
き
の
女
房
）。
最
初
の
印
象
が
素
晴
ら
し
い
人
物

で
あ
っ
た
が
た
め
に
、
近
江
君
の
歌
を
嗤
う
彼
女
は
、
最
初
の
印
象

と
の
落
差
が
激
し
く
、
よ
り
滑
稽
に
感
じ
ら
れ
て
し
ま
う
か
も
し
れ

な
い
。

第
四
節
　
浮
舟

　

続
編
で
、
他
者
か
ら
笑
み
を
向
け
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
女
性
が
、

浮
舟
で
あ
る
。
他
者
が
浮
舟
に
向
け
る
笑
み
と
は
ど
の
よ
う
な
意
味

を
持
っ
て
い
た
の
か
。

　
『
源
氏
物
語
』
の
中
で
笑
む
状
況
と
し
て
、
幼
い
子
ど
も
の
無
邪

気
な
笑
み
、
ま
た
、
幼
い
子
ど
も
の
言
動
を
見
て
、
可
愛
い
、
愛
し

い
と
感
じ
る
事
か
ら
笑
む
こ
と
が
し
ば
し
ば
あ
る
。
幼
い
子
ど
も
が

笑
む
場
面
、
幼
い
子
ど
も
の
言
動
か
ら
、
そ
れ
を
見
た
者
が
笑
む
場

面
は
十
二
例
あ
る
が
、
内
九
例
に
「
ゑ
む
」
又
は
「
ほ
ほ
ゑ
む
」
と

共
に
、「
う
つ
く
し
」「
何
心
な
く
」
い
ず
れ
か
の
語
が
あ
る
。「
う

つ
く
し
」
の
意
味
は
、『
角
川
古
語
大
辞
典
』
に
よ
る
と
、「
①
親
の

子
に
対
す
る
、
夫
の
妻
に
対
す
る
、
男
の
女
に
対
す
る
非
常
に
親
密

な
肉
親
的
愛
情
を
表
す
。
い
と
し
い
②
小
さ
い
も
の
、
い
た
い
け
な

も
の
に
対
す
る
情
趣
的
な
意
味
を
表
す
。
か
れ
ん
な
さ
ま
。
か
わ
い

い
さ
ま
。」
で
あ
り
、「
何
心
な
し
」
は
、
文
字
通
り
、
無
心
で
あ
る
、

無
邪
気
で
あ
る
、
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
こ
の
「
う
つ
く
し
」「
何

心
な
し
」
と
「
ゑ
む
」「
ほ
ほ
ゑ
む
」
が
一
緒
に
使
わ
れ
て
い
て
、

幼
い
子
ど
も
が
関
わ
ら
な
い
例
は
、
三
例
し
か
見
ら
れ
な
か
っ
た
。

用
例
、
語
意
か
ら
考
え
て
、「
う
つ
く
し
」「
何
心
な
し
」
は
幼
さ
を

表
す
場
合
が
多
い
と
言
え
る
。
で
は
、
例
外
の
三
例
を
見
て
み
る
。

　

例
外
の
内
一
例
は
、「
末
摘
花
」
の
巻
の
、
源
氏
を
見
た
大
輔
の

命
婦
が
、
自
然
と
笑
み
を
こ
ぼ
す
場
面
で
あ
る
。
こ
の
場
面
の
源
氏

は
、
元
服
も
済
ま
せ
た
成
人
だ
が
、「
若
う
」
と
表
現
さ
れ
て
い
る

こ
と
か
ら
、
大
輔
の
命
婦
か
ら
見
れ
ば
源
氏
は
ま
だ
若
く
、「
う
つ

く
し
」
と
感
じ
ら
れ
る
の
だ
ろ
う
。
対
し
て
、
残
り
の
二
例
を
見
て

み
る
。

　

１
、
こ
の
御
琴
の
音
ば
か
り
だ
に
伝
へ
る
人
お
さ
〳
〵
あ
ら
じ
」

と
の
た
ま
へ
ば
、
何
心
な
く
う
ち
笑
み
て
、
う
れ
し
く
、
か
く

ゆ
る
し
た
ま
ふ
ほ
ど
に
な
り
に
け
る
、と
お
ぼ
す
。（「
若
菜
下
」）
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２
、
隔
て
き
こ
ゆ
る
心
は
侍
ら
ね
ど
、
あ
や
し
く
て
生
き
返
け
る

程
に
、
よ
ろ
づ
の
こ
と
夢
の
世
に
た
ど
ら
れ
て
、
あ
ら
ぬ
世
に

生
ま
れ
た
ら
ん
人
は
、
か
ゝ
る
心
ち
や
す
ら
ん
と
お
ぼ
え
侍
れ

ば
、
今
は
知
べ
き
人
世
に
あ
ら
ん
と
も
思
ひ
出
ず
、
ひ
た
み
ち

に
こ
そ
む
つ
ま
し
く
思
き
こ
ゆ
れ
」
と
の
給
さ
ま
も
、
げ
に
何

心
な
く
う
つ
く
し
く
、
う
ち
笑
み
て
ぞ
ま
も
り
ゐ
給
へ
る

	
	

（「
手
習
」）

１
の
「
若
菜
下
」
の
例
は
、
源
氏
に
琴
の
上
達
を
褒
め
ら
れ
た
女
三

の
宮
が
無
邪
気
に
う
ち
笑
む
場
面
、
２
の
「
手
習
」
の
例
は
、
自
分

を
頼
り
に
す
る
浮
舟
を
妹
尼
が
可
愛
く
思
う
場
面
で
あ
る
。
源
氏
に

降
嫁
し
た
女
三
宮
は
ま
だ
十
三
歳
ほ
ど
だ
が
、
当
時
か
ら
す
る
と
結

婚
を
す
る
よ
う
な
歳
で
あ
る
か
ら
、
幼
い
と
は
言
え
な
い
か
も
し
れ

な
い
。
し
か
し
、
女
三
宮
は
度
々
そ
の
精
神
面
の
幼
さ
が
強
調
さ
れ

て
い
る
。
こ
こ
で
も
、
本
来
子
ど
も
が
す
る
は
ず
の
「
何
心
な
い
」

笑
み
を
女
三
宮
が
す
る
こ
と
で
、彼
女
の
幼
さ
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。

同
じ
く
浮
舟
も
、大
人
で
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、幼
子
の
よ
う
に
「
何

心
な
く
う
つ
く
し
」
と
形
容
さ
れ
、
そ
の
浮
舟
を
見
て
、
妹
尼
は
、

子
ど
も
を
見
守
る
大
人
の
よ
う
に
う
ち
笑
ん
で
い
る
。
や
は
り
こ
れ

も
、
浮
舟
の
精
神
面
の
幼
さ
の
強
調
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

浮
舟
が
関
係
す
る
「
笑
む
」
の
例
は
「
手
習
」
の
例
の
他
に
二
例

あ
る
。
そ
の
内
の
匂
宮
の
例
を
挙
げ
る
。

心
を
ば
嘆
か
ざ
ら
ま
し
命
の
み
さ
だ
め
な
き
世
と
思
は
ま
し

か
ば

と
あ
る
を
、
変
は
ら
む
を
ば
う
ら
め
し
う
思
ふ
べ
か
り
け
り
と

見
給
に
も
、
い
と
ら
う
た
し
。「
い
か
な
る
人
の
心
変
は
り
を

見
な
ら
ひ
て
」
な
ど
ほ
ゝ
笑
み
て	

（「
浮
舟
」）

こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
が
「
ら
う
た
し
」
と
い
う
語
だ
。「
ら
う
た

し
」
の
意
味
は
、『
角
川
古
語
大
辞
典
』
で
は
「
①
弱
々
し
い
も
の

に
、
な
ん
と
な
く
心
引
か
れ
る
さ
ま
。
ま
た
、
か
ば
い
た
く
な
る
さ

ま
。
②
か
わ
い
ら
し
い
さ
ま
。
③
い
と
し
い
と
思
う
さ
ま
。
④
い
じ

ら
し
い
さ
ま
。
ま
た
、
か
わ
い
そ
う
で
気
の
毒
な
さ
ま
。」
と
あ
り
、

弱
々
し
い
さ
ま
、
頼
り
な
い
さ
ま
を
表
す
語
と
さ
れ
て
い
る
。
小
学

館
の
『
古
語
大
辞
典
』
で
は
、「
①
い
た
わ
し
い
。
か
わ
い
そ
う
だ
。

②
弱
々
し
く
可
憐
だ
。
い
と
し
い
。
か
わ
い
ら
し
い
。」と
あ
る
。『
枕

草
子
』
で
は
、

を
か
し
げ
な
る
ち
ご
の
、
あ
か
ら
さ
ま
に
抱
き
て
遊
ば
し
う
つ

く
し
む
ほ
ど
に
、
か
い
つ
き
て
寝
た
る
、
い
と
ら
う
た
し
。

	

（『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集　

枕
草
子
』）

と
、
赤
子
の
様
子
を
「
ら
う
た
し
」
と
述
べ
て
お
り
、
こ
の
語
も
、

ま
だ
頼
り
な
い
存
在
で
あ
る
幼
さ
な
い
も
の
と
結
び
つ
く
こ
と
が
多

い
と
考
え
ら
れ
る
。
三
角
関
係
に
悩
ま
さ
れ
た
女
三
宮
と
浮
舟
が
、

「
幼
さ
」
と
い
う
共
通
点
を
持
っ
て
い
る
こ
と
は
興
味
深
い
。
と
こ

ろ
で
、
大
人
で
あ
る
浮
舟
に
、
幼
い
イ
メ
ー
ジ
を
与
え
て
い
る
の
に

は
、
ど
の
よ
う
な
意
味
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。

　

浮
舟
や
女
三
宮
と
同
じ
よ
う
に
「
幼
い
」
イ
メ
ー
ジ
を
与
え
ら
れ

て
い
る
女
性
と
し
て
、
夕
顔
が
い
る
。
彼
女
は
玉
鬘
と
い
う
子
ど
も
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が
い
る
母
親
で
あ
り
、
当
た
り
前
だ
が
幼
い
子
ど
も
で
は
な
い
。
し

か
し
、
度
々
そ
の
若
々
し
さ
が
強
調
さ
れ
て
お
り
、
大
人
で
あ
り
な

が
ら
子
ど
も
の
よ
う
な
言
動
を
す
る
夕
顔
は
、
守
っ
て
あ
げ
た
い

と
い
う
気
持
ち
を
起
こ
さ
せ
る
ほ
ど
、
ひ
ど
く
頼
り
な
い
存
在
で
あ

る
。
夕
顔
は
こ
の
後
、
物
の
怪
に
取
り
殺
さ
れ
る
儚
い
女
性
と
し
て

描
か
れ
て
い
る
。
大
人
で
あ
り
な
が
ら
「
幼
い
」
性
質
を
持
つ
こ
と

は
、
存
在
の
危
う
さ
に
繋
が
っ
て
い
く
の
で
は
な
い
か
。
そ
こ
で
、

浮
舟
に
立
ち
返
っ
て
考
え
て
見
る
と
、
彼
女
も
ま
た
、
薫
と
匂
宮
と

の
間
で
揺
れ
、
自
殺
未
遂
と
い
う
と
こ
ろ
ま
で
追
い
詰
め
ら
れ
て
お

り
、
や
は
り
、
頼
り
な
く
、
危
う
い
存
在
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
注
意

し
て
お
き
た
い
の
が
、
浮
舟
の
「
幼
さ
」
を
表
現
す
る
例
が
、「
手

習
」
の
巻
に
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
入
水
後
の
彼
女
は
、
自
ら

出
家
す
る
こ
と
を
望
み
、
強
い
意
志
を
持
っ
て
薫
に
会
お
う
と
し
な

い
。
け
れ
ど
も
、
浮
舟
は
本
当
に
強
い
意
志
を
持
っ
た
女
性
と
し
て

生
ま
れ
変
わ
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
入
水
前
の
「
浮
舟
」
の
巻
と

同
じ
よ
う
に
、
入
水
後
の
「
手
習
」
の
巻
で
も
、
見
る
者
に
「
幼
さ
」

を
感
じ
さ
せ
、
庇
護
の
対
象
と
し
て
ほ
ほ
笑
ま
れ
て
い
る
。
長
尾
美

都
子
氏
も
入
水
後
の
浮
舟
に
対
し
、「
蘇
生
後
の
浮
舟
自
身
に
は
内

面
的
に
大
き
な
変
化
は
な
く
、出
家
の
意
思
を
通
し
た
と
い
う
の
も
、

人
間
的
に
強
く
な
っ
た
と
い
う
よ
り
逃
避
と
も
考
え
ら
れ
る
。」（
注
17
）

と
、
述
べ
て
い
る
。
死
の
淵
か
ら
蘇
り
、
強
く
薫
を
拒
否
す
る
浮
舟

で
あ
る
が
、
実
は
そ
の
存
在
は
ま
だ
頼
り
な
く
、
危
う
い
ま
ま
な
の

か
も
し
れ
な
い
。

お
わ
り
に

　
『
源
氏
物
語
』の「
わ
ら
い
」は
、柳
田
國
男
が
定
義
す
る「
わ
ら
い
」

と
完
全
に
は
一
致
し
な
い
。「
わ
ら
ふ
」
と
い
う
語
に
は
嘲
笑
の
意

味
が
多
く
含
ま
れ
、柳
田
の
定
義
す
る
「
わ
ら
ふ
」
と
差
異
は
な
か
っ

た
が
、「
ゑ
む
」
は
柳
田
の
定
義
に
は
当
て
は
ま
ら
な
い
。
柳
田
は

「
ゑ
む
」
が
不
快
の
念
を
与
え
る
こ
と
は
一
切
な
い
と
し
た
が
、『
源

氏
物
語
』
の
用
例
を
見
る
と
、嘲
笑
と
取
れ
る
も
の
が
散
見
さ
れ
る
。

さ
ら
に
「
ほ
ほ
ゑ
む
」
に
な
る
と
、
多
く
の
場
合
が
嘲
笑
を
含
ん
で

お
り
、『
源
氏
物
語
』
の
「
わ
ら
い
」
は
明
ら
か
に
柳
田
の
定
義
し

た
「
わ
ら
い
」
と
異
な
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　

ま
た
、『
源
氏
物
語
』
は
混
合
さ
れ
て
使
用
さ
れ
て
い
た
と
思
わ

れ
る
「
ゑ
む
」
と
「
ほ
ほ
ゑ
む
」
に
、「
ゑ
む
」
は
反
射
的
な
笑
み
、

「
ほ
ほ
ゑ
む
」
は
よ
り
複
雑
な
心
理
を
背
景
と
し
た
笑
み
と
い
う
よ

う
に
使
い
分
け
て
い
る
の
が
特
徴
と
言
え
る
。
そ
し
て
、「
わ
ら
い
」

を
場
の
効
果
と
し
て
だ
け
で
な
く
、「
わ
ら
い
」
の
効
果
に
よ
っ
て

人
間
の
複
雑
な
心
理
、
置
か
れ
て
い
る
状
況
を
描
き
出
し
、
奥
深
い

人
物
像
を
造
り
だ
し
て
い
る
。
そ
う
す
る
こ
と
で
、
物
語
の
登
場
人

物
は
、
パ
タ
ー
ン
化
さ
れ
た
存
在
で
は
な
く
、
現
実
の
人
間
と
同
じ

よ
う
に
愛
情
や
苦
悩
を
持
つ
人
間
で
あ
り
、
共
感
で
き
る
存
在
と
し

て
、
効
果
的
に
描
か
れ
て
い
る
。
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注注
１　

柳
田
國
男
「
笑
の
本
願　

女
の
咲
顔
」『
柳
田
國
男
全
集　

一
五
』　

筑

摩
書
房　

一
九
八
九
年

注
２　

松
尾
聰
「
わ
ら
ふ
・
ゑ
む
・
ほ
ほ
ゑ
む
」

　
　
　
『
源
氏
物
語
を
中
心
と
し
た
語
意
の
紛
れ
易
い
中
古
語
攷
』
笠
間
書
院　

一
九
八
四
年

注
３　

注
１
に
同
じ

注
４　

柳
田
國
男
「
笑
の
本
願　

笑
の
文
学
の
起
源
」

　
　
　
『
柳
田
國
男
全
集　

一
五
』　

筑
摩
書
房　

一
九
八
九
年

注
５　

ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
『
菊
と
刀
』　

角
田
安
正
訳　

光
文
社　

二
〇
〇
八
年

注
６　

松
尾
聰
「「
ゑ
む
」
の
語
義
吟
味
」

　
　
　
『
源
氏
物
語
を
中
心
と
し
た
語
意
の
紛
れ
易
い
中
古
語
攷
』
笠
間
書
院　

一
九
八
四
年

注
７　

吉
村
研
一
「
源
氏
物
語
に
お
い
て
「
ほ
ほ
ゑ
む
」
の
果
た
し
た
役
割　

―
―
「
ゑ
む
」
と
「
ほ
ほ
ゑ
む
」
の
違
い
―
―
」

　
　
　
『
学
習
院
大
学
国
語
国
文
学
会
誌
』
四
七
号　

学
習
院
大
学
文
学
部
国
語

国
文
学
会　

二
〇
〇
四
年

注
８　

片
岡
照
子
「
源
氏
物
語
の
笑
い
に
つ
い
て
」

『
国
文
白
百
合
』
五
号　

白
百
合
女
子
大
学
国
語
国
文
学
会　

一
九
七
四
年
三
月

注
９　

注
７
に
同
じ

注
10　

中
島
尚
「
紫
上
の
ほ
ほ
え
み
―
源
氏
物
語
の
人
物
造
型
の
方
法
に
つ
い

て
―
」

　
　
　
『
国
文
学　

言
語
と
文
芸
』　

東
京
教
育
大
学
国
語
国
文
学
会　

一
九
七
五
年
六
月

注
11
、
13
、
14

　

今
井
源
衛
「
浮
舟
の
造
型
―
夕
顔
・
か
ぐ
や
姫
の
面
影
を
め
ぐ
っ
て
―
」

　
『
文
学
』
五
〇
号　

岩
波
書
店　

一
九
八
二
年
七
月

注
15　

高
野
香
織
「
源
氏
物
語
に
お
け
る
笑
い
―
笑
え
な
く
な
る
紫
の
上
」

　
　
　
『
物
語
文
学
論
究
』
一
〇
号　

国
学
院
大
学
物
語
文
学
研
究
会　

一
九
九
二
年
三
月

注
16　

注
10
に
同
じ

注
17　

長
尾
美
都
子
「
浮
舟
―
薫
・
匂
宮
の
愛
情
に
つ
い
て
―
」

　
　
　
『
平
安
文
学
研
究
』
七
三
号　

平
安
文
学
研
究
会　

一
九
八
五
年
六
月

※
な
お
、
本
稿
の
『
源
氏
物
語
』
本
文
の
引
用
は
、『
新
日
本
古
典
文
学
大
系　

源
氏
物
語
』
か
ら
引
用
し
た
。

（
あ
ら
い
み
さ
き
）
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