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文
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「
う
ち
と
く
る
」
女
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の
非
貴
族
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―
『
源
氏
物
語
』
の
用
例
か
ら
― 

 
 

 
 

 

宮 

武 

利 

江 
 

 
  

『
源
氏
物
語
』
に
お
け
る
「
う
ち
と
く
」
の
語
義
は
「
外
部
に
対
す
る
構
え
を
解
く
」
と
い
う
こ
と
が
中
心
で
あ
る
と
考
え
る
。
こ
こ

か
ら
派
生
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
用
法
は
、
気
を
許
し
て
く
つ
ろ
い
で
い
る
状
態
と
、
人
に
心
を
許
す
と
い
う
状
態
の
二
つ
に
大
別
で
き
る
。

前
者
は
当
然
一
人
で
い
る
と
き
に
現
れ
や
す
く
、
そ
の
場
合
は
特
に
マ
イ
ナ
ス
で
は
な
い
が
、
人
前
で
「
う
ち
と
け
」
た
姿
を
見
せ
る
こ

と
が
プ
ラ
ス
評
価
さ
れ
る
の
は
源
氏
ぐ
ら
い
で
あ
る
。
後
者
は
原
則
的
に
上
下
関
係
の
下
の
側
の
行
為
で
あ
り
、
自
分
を
相
手
に
さ
ら
け

出
す
、
と
い
う
含
意
が
あ
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
た
め
、
子
ど
も
や
年
若
い
女
性
が
「
う
ち
と
く
る
」
主
体
に
な
り
や
す
く
、
う
ち

と
け
ら
れ
た
方
か
ら
は
相
手
が
「
か
わ
い
い
」
と
感
じ
ら
れ
、
プ
ラ
ス
評
価
を
与
え
ら
れ
得
る
。
た
だ
し
、
あ
る
程
度
以
上
の
階
層
に
属

す
る
女
性
で
あ
れ
ば
、
簡
単
に
「
う
ち
と
く
る
」
こ
と
は
常
識
に
反
す
る
。「
う
ち
と
け
」
た
よ
う
に
見
え
て
も
、「
す
き
が
あ
る
」
と
は

感
じ
さ
せ
な
い
品
格
が
あ
り
、
う
ち
と
け
き
ら
な
い
こ
と
が
、
上
流
の
女
性
と
し
て
最
高
級
の
評
価
を
受
け
る
た
め
に
は
必
要
で
あ
る
。

「
う
ち
と
く
」
が
あ
ら
わ
す
状
態
や
行
為
は
、
高
貴
な
身
分
の
女
性
に
は
あ
ま
り
ふ
さ
わ
し
く
な
い
も
の
と
解
釈
で
き
、
さ
ら
に
は
「
う

ち
と
く
」
と
い
う
動
詞
が
、
登
場
人
物
の
人
物
造
型
に
も
大
き
く
関
与
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。 

キ
ー
ワ
ー
ド:

う
ち
と
く
、
源
氏
物
語
、
評
価
、
人
物
造
型
、
語
義 
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は
じ
め
に 

  

現
在
、
筆
者
は
『
源
氏
物
語
』
を
中
心
に
、
価
値
判
断
に
関

わ
る
形
容
語
類
を
取
り
上
げ
て
そ
の
語
義
の
中
心
を
探
る
、
と

い
う
研
究
を
継
続
し
て
行
っ
て
い
る
が
、
そ
の
過
程
で
「
う
ち

と
く
」
と
い
う
語
が
、
そ
の
使
用
場
面
・
文
脈
か
ら
人
物
造
型

や
評
価
に
関
わ
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
て
、
こ
の
語
を
価
値
判
断

に
関
わ
る
形
容
語
類
の
一
種
に
含
め
ら
れ
る
可
能
性
を
検
討

し
て
み
た
。
「
う
ち
と
く
」
は
動
詞
だ
が
、
動
作
性
を
表
す
と

い
う
よ
り
も
、
そ
の
結
果
・
状
態
に
焦
点
が
あ
る
語
と
考
え
て

よ
い
と
も
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
「
う
ち
と
け
」
た

状
態
に
な
る
こ
と
に
つ
い
て
評
価
が
下
さ
れ
る
こ
と
は
あ
る

が
、
「
う
ち
と
く
」
と
い
う
語
自
体
の
語
義
の
中
に
評
価
性
を

見
い
だ
す
の
は
困
難
な
こ
と
、
ま
た
、
「
う
ち
と
け
」
て
い
る

こ
と
が
描
写
さ
れ
る
場
合
の
す
べ
て
が
、
一
律
に
プ
ラ
ス
か
マ

イ
ナ
ス
の
ど
ち
ら
か
に
な
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
が
す
ぐ
に

判
明
し
た
。
と
は
い
え
、
こ
の
語
に
感
じ
ら
れ
る
あ
る
種
の
「
評

価
」
性
を
明
ら
か
に
し
て
み
る
べ
く
、
ど
の
よ
う
な
対
象
に
対

し
、
ど
の
よ
う
な
場
合
に
用
い
ら
れ
る
語
な
の
か
、
あ
ら
た
め

て
分
析
し
て
み
る
こ
と
と
し
た
。 

 

一
、
辞
書
的
な
解
釈
と
問
題
の
所
在 

  

中
古
の
「
う
ち
と
く
」
に
対
す
る
日
本
語
学
的
見
地
か
ら
の

先
行
研
究
は
、
管
見
で
は
ほ
と
ん
ど
な
い
に
等
し
く
、
『
源
氏

物
語
』
の
夕
顔
巻
の
こ
の
語
の
使
用
に
言
及
し
た
斎
藤
暁
子
氏

の
論
が
見
ら
れ
た
の
み
で
あ
る
。
現
在
ま
で
、
こ
の
語
の
語
義

に
つ
い
て
は
特
に
問
題
と
な
る
点
が
存
し
な
い
と
見
な
さ
れ

て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。 

 

日
本
国
語
大
辞
典
（
第
二
版
）
で
は
、
「
う
ち
と
く
（
う
ち

と
け
る
）
」
の
語
義
は
、 

 

①
氷
な
ど
の
よ
う
に
固
ま
っ
て
い
た
も
の
が
溶
け
る
。 

 

②
周
囲
へ
の
心
配
り
を
ゆ
る
め
て
く
つ
ろ
ぐ
。
緊
張
が
と
け

 
 

て
心
が
ゆ
っ
た
り
と
な
る
。
心
が
落
ち
着
く
。 

 

③
人
（
主
に
異
性
）
と
の
交
際
で
、
心
隔
て
が
な
く
な
る
。

 
 

気
詰
ま
り
な
く
つ
き
合
う
。
な
れ
親
し
む
。 

 
④
油
断
す
る
。
警
戒
心
が
な
く
な
る
。 

の
四
つ
の
ブ
ラ
ン
チ
に
分
け
て
説
明
さ
れ
て
い
る
。 

 

①
は
物
理
的
に
「
と
け
る
」
こ
と
を
言
う
も
の
で
、
こ
の
語
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の
原
義
と
い
え
る
。
そ
こ
か
ら
比
喩
的
な
用
法
と
し
て
②
～
④

の
よ
う
な
語
義
の
拡
大
が
生
じ
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
が
、
こ

こ
で
言
う
②
と
④
は
か
な
り
類
似
し
た
用
法
で
、
連
続
性
が
あ

り
、
気
を
ゆ
る
め
る
→
油
断
す
る
と
い
う
「
程
度
」
の
問
題
と

考
え
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
③
は
、
単
な
る
状
態
や
行
為
に
つ

い
て
で
は
な
く
、
特
定
の
人
対
人
の
つ
き
あ
い
方
に
つ
い
て
用

い
ら
れ
た
と
き
に
生
じ
る
意
味
で
、
特
殊
な
用
法
と
考
え
て
よ

い
だ
ろ
う
。
現
代
語
の
「
う
ち
と
け
る
」
は
、
人
付
き
合
い
に

つ
い
て
用
い
ら
れ
る
場
合
が
多
く
な
っ
て
い
る
が
、
中
古
の
日

記
・
物
語
の
世
界
で
は
、
「
気
を
許
す
・
く
つ
ろ
ぐ
」
の
意
味

と
解
釈
で
き
る
場
合
の
方
が
、
特
に
男
女
間
に
お
け
る
「
心
を

ひ
ら
く
」
の
意
味
に
解
釈
す
べ
き
場
合
の
二
倍
程
度
多
く
現
れ

る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。 

 

辞
書
の
記
述
の
仕
方
で
は
、
「
う
ち
と
け
」
た
状
態
で
い
る

人
や
、
「
う
ち
と
け
る
」
行
為
そ
の
も
の
に
対
す
る
評
価
に
ま

で
言
及
す
る
語
と
は
捉
え
ら
れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
し
、
含

み
と
し
て
持
つ
か
ど
う
か
に
も
特
に
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
。
し

か
し
、
④
の
よ
う
に
「
油
断
す
る
」
と
現
代
語
訳
さ
れ
る
と
、

そ
こ
に
は
好
ま
し
く
な
い
状
態
で
あ
る
こ
と
が
含
意
さ
れ
る
。

一
方
、
②
や
③
の
場
合
は
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
プ
ラ
ス
の
ニ
ュ

ア
ン
ス
が
漂
う
。
「
う
ち
と
け
る
」
こ
と
は
、
あ
く
ま
で
も
そ

の
場
面
に
よ
っ
て
プ
ラ
ス
に
も
マ
イ
ナ
ス
に
も
評
価
さ
れ
る

も
の
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
な
の
だ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
、
そ
れ

が
ど
ち
ら
に
な
る
か
に
つ
い
て
、
何
ら
か
の
傾
向
や
基
準
の
よ

う
な
も
の
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。 

 

た
と
え
ば
、
『
源
氏
物
語
』
末
摘
花
巻
に
、
「
に
は
か
に
我

も
人
も
う
ち
と
け
て
語
ら
ふ
べ
き
人
の
際
は
際
と
こ
そ
あ
れ
」

と
い
う
表
現
が
あ
る
。
皇
族
の
姫
君
で
あ
る
末
摘
花
に
興
味
を

持
ち
、
性
急
に
女
房
に
取
り
次
ぎ
を
頼
む
が
、
ひ
た
す
ら
内
気

な
姫
君
だ
か
ら
と
い
っ
た
ん
は
断
ら
れ
た
源
氏
が
、
ま
あ
お
互

い
に
い
き
な
り
「
う
ち
と
け
」
て
会
う
よ
う
な
身
分
で
は
な
い

か
ら
…
と
自
分
を
納
得
さ
せ
て
い
る
言
葉
で
あ
る
。
ま
た
、
明

石
巻
で
は
、
な
か
な
か
心
を
開
こ
う
と
し
な
い
地
方
豪
族
の
娘
、

明
石
君
に
対
し
、
源
氏
が
「
（
物
嘆
か
し
う
て
う
ち
と
け
ぬ
心

ざ
ま
を
、
）
こ
よ
な
う
も
人
め
き
た
る
か
な
、
さ
し
も
あ
る
ま

じ
き
際
の
人
だ
に
」
と
感
想
を
持
つ
。
こ
れ
ら
の
例
を
見
る
と
、

身
分
の
高
い
女
性
は
簡
単
に
「
う
ち
と
く
る
」
も
の
で
は
な
い

（
す
ぐ
に
「
う
ち
と
く
る
」
の
は 

’は
し
た
な
い

‘
こ
と
？
）
、

と
い
う
よ
う
な
、
身
分
や
階
層
と
「
う
ち
と
く
」
と
い
う
行
為

の
関
連
も
視
野
に
入
れ
る
べ
き
か
と
思
わ
れ
て
く
る
。 
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は
た
し
て
「
う
ち
と
く
」
と
い
う
こ
と
の
善
し
悪
し
は
、
平

安
貴
族
社
会
で
ど
の
よ
う
に
受
け
止
め
ら
れ
て
い
た
と
解
釈

す
べ
き
な
の
だ
ろ
う
か
。
以
下
の
節
で
は
『
源
氏
物
語
』
の
全

用
例
を
検
証
す
る
こ
と
で
、
こ
の
点
を
明
ら
か
に
し
て
み
た
い

と
思
う
。 

 
 二

、
源
氏
物
語
の
用
例
分
析 

 
 

 

『
源
氏
物
語
』
に
は
、
「
う
ち
と
く
」
一
五
九
例
、
「
う
ち

と
け
＋
名
詞
」
八
例
の
、
あ
わ
せ
て
一
六
七
例
の
「
う
ち
と
く
」

を
見
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
日
本
国
語
大
辞
典
の
言
う
①
の
用

法
は
見
当
た
ら
ず
、
す
べ
て
人
の
心
や
態
度
が
「
と
け
る
」
こ

と
に
対
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。 

 

今
回
、
『
源
氏
物
語
』
の
用
例
を
概
観
し
た
結
果
、
少
な
く

と
も
『
源
氏
物
語
』
に
お
け
る
「
う
ち
と
く
」
の
語
義
と
し
て

は
「
主
体
が
自
分
の
外
部
に
対
す
る
構
え
を
解
く
」
と
い
う
こ

と
が
中
心
で
あ
る
と
考
え
る
に
至
っ
た
。
個
別
の
用
例
は
、
そ

の
場
面
に
よ
っ
て
「
気
を
抜
く
」
程
度
か
ら
「
緊
張
し
な
い
・

く
つ
ろ
い
で
い
る
」
様
子
を
あ
ら
わ
し
た
り
、
「
油
断
す
る
」

と
解
す
べ
き
だ
っ
た
り
す
る
し
、
「
身
構
え
な
い
」
だ
け
で
は

な
く
「
表
面
を
つ
く
ろ
わ
な
い
」
と
か
、
「
あ
け
っ
ぴ
ろ
げ
で

あ
け
す
け
」
と
現
代
語
訳
す
る
の
が
ふ
さ
わ
し
い
と
思
わ
れ
る

こ
と
も
あ
る
。
ま
た
、
物
理
的
に
「
構
え
」
を
解
く

―
つ
ま

り
正
装
で
は
な
い
と
か
、
下
着
（
に
近
い
）
姿
で
あ
る
と
か
と

い
っ
た
、
服
装
に
対
す
る
言
及
と
解
釈
で
き
る
場
合
や
、
連
体

修
飾
用
法
で
は
「
外
部
を
気
に
し
な
い
」
＝
「
ふ
だ
ん
の
」
と

い
う
現
代
語
に
置
き
換
え
る
の
が
適
す
る
場
合
も
あ
る
。 

 

こ
れ
ら
の
中
に
は
、
ニ
ュ
ー
ト
ラ
ル
な
記
述
で
評
価
の
対
象

と
な
っ
て
い
な
い
も
の
も
あ
る
が
、
前
後
に
「
う
ち
と
け
」
た

状
態
や
「
う
ち
と
く
る
」
こ
と
に
対
す
る
評
価
と
見
ら
れ
る
表

現
（
語
）
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
こ
と
も
多
い
。
「
め
で
た
し
」

や
「
を
か
し
」
な
ど
、
客
観
的
に
見
て
大
い
に
好
ま
し
く
思
え

る
と
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
一
方
、
や
や
眉
を
し
か
め
ざ
る
を
得

な
い
よ
う
な
態
度
と
し
て
批
判
的
に
描
写
さ
れ
る
状
況
も
あ

り
、
否
定
形
（
「
う
ち
と
け
ぬ
」
こ
と
）
が
高
く
評
価
さ
れ
て

い
る
と
見
え
る
例
も
あ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、「
う
ち
と
く
」

こ
と
そ
の
も
の
が
、
一
般
的
に
プ
ラ
ス
評
価
を
受
け
る
と
も
マ

イ
ナ
ス
評
価
を
受
け
る
と
も
、
決
ま
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。 

 

男
女
間
で
「
う
ち
と
く
」
が
用
い
ら
れ
た
と
き
は
、
「
構
え

を
解
く
」
こ
と
が
「
気
を
許
す
」
に
つ
な
が
り
、
さ
ら
に
は
「
心
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を
ひ
ら
く
」
、
場
合
に
よ
っ
て
は
「
心
を
預
け
る
（
自
分
を
す

べ
て
相
手
に
ゆ
だ
ね
て
し
ま
う
）
」
と
ま
で
解
せ
る
も
の
も
見

ら
れ
る
。
こ
ち
ら
も
、
簡
単
に
異
性
に
気
を
許
す
こ
と
は
批
判

の
対
象
と
な
る
が
、
男
性
か
ら
見
て
意
中
の
女
性
が
心
を
ひ
ら

い
て
く
れ
る
こ
と
は
望
ま
し
い
こ
と
で
も
あ
る
わ
け
で
、
や
は

り
一
概
に
良
い
と
も
悪
い
と
も
言
え
な
い
の
で
あ
る
。 

 

こ
う
し
た
「
う
ち
と
く
」
の
評
価
の
プ
ラ
ス
マ
イ
ナ
ス
に
は
、

場
面
的
、
あ
る
い
は
主
体
や
対
象
（
相
手
）
と
な
る
人
物
な
ど

の
要
素
が
ど
の
よ
う
に
関
わ
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
何
ら
か

の
基
準
が
見
い
だ
せ
な
い
か
、
分
類
整
理
し
て
み
る
こ
と
と
し

た
。 

 

（
一
）
用
法
に
よ
る
分
類 

 
 

（
１
）
「
う
ち
と
け
」
た
状
態
の
評
価 

  

先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
「
う
ち
と
く
」
の
語
義
は
「
構
え
を

解
く
」
に
総
括
で
き
る
と
考
え
る
が
、
こ
こ
か
ら
派
生
す
る
さ

ま
ざ
ま
な
用
法
は
、
大
き
く
二
つ
に
分
け
る
こ
と
が
可
能
で
あ

る
。
一
つ
は
、
一
般
的
な
状
態
と
し
て
の
「
う
ち
と
く
」
で
、

「
気
を
抜
く
・
く
つ
ろ
ぐ
・
構
え
な
い
・
油
断
す
る
・
気
楽
だ
」

な
ど
と
現
代
語
訳
で
き
る
も
の
で
あ
る
。
も
う
一
つ
は
、
「
誰

か
が
誰
か
に
『
う
ち
と
く
』
」
と
い
う
文
脈
で
の
「
う
ち
と
く
」

で
、
「
気
を
許
す
・
な
れ
親
し
む
・
心
を
ひ
ら
く
」
な
ど
と
現

代
語
訳
で
き
る
。
ど
ち
ら
と
判
断
す
べ
き
か
、
必
ず
し
も
明
瞭

で
な
い
例
も
あ
る
が
、
一
五
九
例
の
「
う
ち
と
く
」
を
一
応
分

類
し
て
み
た
と
こ
ろ
、
前
者
が
一
〇
三
例
、
後
者
が
五
六
例
で

あ
っ
た
。
ま
ず
、
以
下
に
前
者
の
具
体
例
を
示
し
な
が
ら
分
析

し
て
み
る
。
（
な
お
、
〈 

〉
は
筆
者
の
補
入
、
《 

》
は 

筆
者
に
よ
る
現
代
語
訳
で
あ
る
。
） 

 

ま
ず
、
人
が
「
う
ち
と
け
」
た
状
態
に
な
り
や
す
い
の
は
、

当
然
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
が
、
一
人
の
と
き
や
ご
く
限
ら
れ

た
身
内
（
姉
妹
な
ど
）
だ
け
で
い
る
と
き
で
あ
る
。
そ
れ
が
、

他
者
か
ら
観
察
さ
れ
た
と
き
に
初
め
て
「
う
ち
と
け
」
て
い
る

と
描
写
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
、
場
面
と
し
て
は
垣
間
見
、

覗
き
見
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
た
と
え
ば
、
次
の
例
は
、
１
が

源
氏
が
空
蝉
・
軒
端
荻
を
垣
間
見
し
た
と
き
の
感
想
、
２
は

浮
舟
の
母
中
将
君
が
、
浮
舟
の
婿
に
と
心
づ
も
り
し
て
い
た

（
が
妹
の
婿
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
）
少
将
の
姿
を
見
よ
う
と
す

る
場
面
で
あ
る
。 

 

１
見
給
ふ
限
り
の
人
は
、
う
ち
と
け
た
る
世
な
く
、
ひ
き
つ
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く
ろ
ひ
、
そ
ば
め
た
る
う
は
べ
を
の
み
こ
そ
見
給
へ
、
か

く
う
ち
と
け
た
る
人
の
あ
り
さ
ま
か
い
ま
見
な
ど
は
ま

だ
し
給
は
ざ
り
つ
る
事
な
れ
ば
、
何
心
も
な
う
さ
や
か
な

る
は
い
と
ほ
し
な
が
ら
《
何
も
気
づ
か
ず
姿
が
は
っ
き
り

見
え
る
の
は
気
の
毒
な
が
ら
》
、
ひ
さ
し
う
見
給
は
ま
ほ

し
き
に
… 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

【
空
蝉
】 

 

２
ま
た
う
ち
と
け
た
る
さ
ま
見
ぬ
に
と
思
ひ
て
、
の
ど
か
に

ゐ
給
へ
る
昼
つ
方
、
こ
な
た
に
渡
り
て
物
よ
り
の
ぞ
く
。 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

【
東
屋
】 

あ
る
い
は
、
一
人
で
く
つ
ろ
い
で
い
る
と
こ
ろ
に
突
然
侵
入
し

て
、
そ
の
姿
を
目
に
す
る
場
合
も
あ
る
。 

 

３
〈
源
氏
は
〉
例
の
忍
び
や
か
に
渡
り
給
へ
り
。
〈
玉
鬘
は
〉

 
 

手
習
な
ど
し
て
う
ち
と
け
給
へ
り
け
る
を
、
起
き
上
が
り

 
 

給
ひ
て
、
は
ぢ
ら
ひ
給
へ
る
顔
の
色
あ
ひ
、
い
と
を
か
し
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【
胡
蝶
】 

手
習
、
琴
や
琵
琶
の
演
奏
は
、
一
人
の
部
屋
で
「
う
ち
と
け
」

て
行
う
こ
と
も
多
い
よ
う
だ
。 

 

４
〈
源
氏
は
明
石
の
御
方
の
部
屋
に
行
く
が
、
本
人
の
姿
は

 
 

見
え
な
い
〉
手
習
ど
も
の
乱
れ
う
ち
と
け
た
る
も
、
筋
か

 
 

は
り
、
ゆ
ゑ
あ
る
書
き
ざ
ま
な
り
。 

 
 

 

【
初
音
】 

 

５
秋
の
夕
の
も
の
あ
は
れ
な
る
に
、
一
条
宮
を
思
ひ
や
り
き

 
 

こ
え
給
ひ
て
、
〈
夕
霧
は
〉
渡
り
給
へ
り
。
う
ち
と
け
、

 
 

し
め
や
か
に
御
琴
ど
も
な
ど
弾
き
給
ふ
ほ
ど
な
る
べ
し
、

 
 

深
く
も
え
取
り
や
ら
で
… 

 
 
 

 
 
 

 

【
横
笛
】 

こ
れ
ら
の
よ
う
に
、
周
り
に
誰
も
い
な
い
場
合
は
、
「
う
ち
と

け
」
て
い
て
も
基
本
的
に
は
特
に
批
判
さ
れ
る
筋
合
い
は
な
い

と
考
え
ら
れ
よ
う
。
４
の
例
で
も
、
気
負
っ
た
と
こ
ろ
が
な
く

趣
向
が
変
わ
っ
て
風
情
あ
る
書
き
ぶ
り
と
評
価
さ
れ
て
い
る
。 

 

特
に
服
装
に
つ
い
て
言
及
さ
れ
て
い
る
と
見
ら
れ
る
場
合

は
一
一
例
を
数
え
た
。 

 

６
〈
玉
鬘
の
も
と
へ
と
出
て
行
こ
う
と
す
る
鬚
黒
大
将
の
衣

 
 

に
香
を
焚
き
し
め
さ
せ
る
北
の
方
は
〉
身
づ
か
ら
は
萎
え

 
 

た
る
御
衣
ど
も
、
う
ち
と
け
た
る
御
す
が
た
、
い
と
ど
細

 
 

う
か
弱
げ
な
り
。 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

【
真
木
柱
】 

 
 

７
〈
薫
は
暑
い
夕
方
に
女
一
宮
の
居
室
を
垣
間
見
す
る
〉
氷 

 
 

を
物
の
蓋
に
お
き
て
割
る
と
て
、
も
て
さ
わ
ぐ
人
々
、
大 

 
 

人
三
人
ば
か
り
、
童
と
ゐ
た
り
。
唐
衣
も
汗
衫
も
着
ず
《
女 

 
 

房
も
童
も
、
そ
れ
ぞ
れ
主
人
の
前
で
着
用
す
べ
き
も
の
を 

 
 

着
ず
》
、
み
な
う
ち
と
け
た
れ
ば
、
御
前
と
は
見
給
は
ぬ 

 
 

に
、
… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

【
蜻
蛉
】 
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８
〈
夕
霧
が
襖
の
向
こ
う
に
入
ろ
う
と
す
る
落
葉
宮
の
着
物

 
 

の
裾
を
捉
え
て
口
説
く
〉
う
ち
と
け
給
へ
る
ま
ま
の
御
袖

 
 

の
あ
た
り
も
な
よ
び
か
に
、
け
近
う
し
み
た
る
匂
ひ
な
ど
、

 
 

取
り
集
め
て
ら
う
た
げ
に
や
は
ら
か
な
る
心
ち
し
給
へ

 
 

り
。 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

【
宿
木
】 

こ
れ
ら
は
「
正
装
し
て
い
な
い
」
と
か
「
普
段
着
の
」
の
意
で

解
せ
る
が
、
覗
き
見
た
と
き
の
姿
や
、
わ
ず
か
に
引
き
留
め
た

着
衣
の
感
触
な
ど
で
あ
る
。
６
で
は
髭
黒
大
将
の
北
の
方
が
夫

の
前
で
「
う
ち
と
け
」
た
姿
で
い
る
が
、
後
述
す
る
よ
う
に
、

源
氏
物
語
の
女
性
は
夫
に
対
し
て
も
簡
単
に
そ
の
よ
う
な
姿

を
見
せ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
こ
こ
で
は
髭
黒
の
外
出
着
と

の
対
照
も
あ
る
が
、
北
の
方
が
精
神
的
な
病
で
、
普
段
か
ら
妻

と
し
て
家
も
自
分
も
整
え
て
は
い
な
い
こ
と
（
「
う
つ
し
心
な

き
を
り
を
り
多
く
も
の
し
た
ま
ひ
て
」
「
住
ま
ひ
な
ど
の
あ
や

し
う
し
ど
け
な
く
、
も
の
の
き
よ
ら
も
な
く
や
つ
し
て
」
）
の

象
徴
と
も
考
え
ら
れ
る
。
７
の
よ
う
に
全
く
の
一
人
き
り
で
は

な
い
構
図
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
が
女
主
人
と
そ
の
女
房
た
ち
、

と
い
う
「
う
ち
わ
」
の
集
団
で
あ
れ
ば
、
「
う
ち
と
け
」
て
い

る
こ
と
自
体
が
マ
イ
ナ
ス
評
価
さ
れ
る
こ
と
は
少
な
い
。
「
常

の
う
ち
と
け
た
る
方
《
部
屋
》
」
「
う
ち
と
け
た
る
住
み
か
」

の
よ
う
な
「
ふ
だ
ん
の
」
と
現
代
語
訳
で
き
る
例
も
そ
の
延
長

で
あ
る
。 

 

さ
ら
に
は
、
ふ
だ
ん
目
に
す
る
こ
と
の
な
い
気
を
許
し
た
姿

を
見
る
こ
と
が
で
き
た
男
性
側
が
感
激
し
、
次
例
の
よ
う
に

「
を
か
し
」
な
ど
と
プ
ラ
ス
評
価
す
る
こ
と
も
あ
る
。
こ
の
よ

う
な
と
き
、
多
く
共
起
す
る
形
容
語
は
「
な
つ
か
し
」
で
あ
る
。 

 

９
〈
宇
治
の
大
君
・
中
君
姉
妹
が
〉
は
か
な
き
こ
と
を
、
う

 
 

ち
と
け
の
給
ひ
か
は
し
た
る
け
は
ひ
ど
も
、
〈
垣
間
見
し

 
 

て
い
る
薫
が
〉
さ
ら
に
よ
そ
に
思
ひ
や
り
し
に
は
似
ず
、

 
 

い
と
あ
は
れ
に
な
つ
か
し
う
を
か
し
。 

 
 

 

【
橋
姫
】 

 

10
大
殿
油
な
ど
ま
ゐ
り
て
、
〈
源
氏
と
紫
上
が
〉
う
ち
と
け

並
び
お
は
し
ま
す
御
あ
り
さ
ま
ど
も
、
い
と
見
る
か
ひ
多

か
り
。
女
君
は
廿
七
八
に
は
な
り
給
ひ
ぬ
ら
ん
か
し
、
盛

り
に
き
よ
ら
に
ね
び
ま
さ
り
給
へ
り
。 

 
 
 

【
玉
鬘
】 

10
の
例
は
二
人
が
く
つ
ろ
い
で
同
座
し
て
い
る
と
こ
ろ
の
、

語
り
手
視
線
に
よ
る
描
写
で
、
夫
婦
で
あ
る
か
ら
お
互
い
「
う

ち
と
け
」
て
い
て
も
お
か
し
く
な
い
。
が
、
源
氏
は
大
勢
の
前

で
も
「
う
ち
と
け
」
た
姿
を
見
せ
、
ま
た
そ
れ
が
賞
賛
さ
れ
る

と
い
う
点
で
他
と
は
少
し
異
な
っ
て
い
る
。 

 

11
〈
朱
雀
院
、
源
氏
を
評
し
て
〉
う
る
は
し
だ
ち
て
、
は
か
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ば
か
し
き
方
《
実
務
方
面
》
に
見
れ
ば
、
い
つ
く
し
く
あ

ざ
や
か
に
、
目
も
及
ば
ぬ
こ
こ
ち
す
る
を
、
又
う
ち
と
け

て
、
戯
れ
言
を
も
言
ひ
乱
れ
遊
べ
ば
、
そ
の
方
に
つ
け
て

は
似
る
物
な
く
あ
い
ぎ
や
う
づ
き
、
な
つ
か
し
く
う
つ
く

し
き
こ
と
の
並
び
な
き
こ
そ
、
世
に
あ
り
が
た
け
れ
。 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

【
若
菜
上
】 

 

し
か
し
、
ふ
つ
う
は
第
三
者
の
前
で
「
う
ち
と
け
」
た
姿
を

見
せ
て
高
く
評
価
さ
れ
る
こ
と
は
少
な
く
、
む
し
ろ
、
た
と
え

誰
も
見
て
い
な
い
よ
う
な
と
き
で
あ
っ
て
も
、
「
う
ち
と
け
」

て
い
る
態
度
が
あ
ま
り
望
ま
し
く
な
い
と
い
う
感
想
が
述
べ

ら
れ
て
い
る
と
き
が
あ
る
。
次
の
12
で
は
、
匂
宮
が
浮
舟
を

見
咎
め
て
強
引
に
部
屋
に
入
り
込
ん
で
し
ま
っ
た
と
き
、
女
房

た
ち
が
多
く
休
ん
で
い
て
対
応
が
で
き
な
い
。
評
価
語
こ
そ
な

い
が
、
こ
の
よ
う
に
、
女
房
た
ち
が
「
う
ち
と
け
」
て
い
た
た

め
に
簡
単
に
垣
間
見
で
き
た
り
、
姫
君
が
危
機
に
陥
っ
た
、
と

い
う
例
は
12
・
13
以
外
に
も
三
例
ほ
ど
あ
り
、
14
の
よ
う
に
、

油
断
し
て
い
た
こ
と
を
本
人
が
後
悔
す
る
と
い
う
も
の
も
あ

る
。 

 

12
例
も
か
か
る
時
は
〈
匂
宮
は
中
君
の
も
と
へ
〉
お
そ
く
も

渡
り
給
へ
ば
、
み
な
う
ち
と
け
て
休
み
給
ぞ
か
し
。 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

【
東
屋
】 

 

13
〈
夕
霧
が
落
葉
宮
の
も
と
に
通
っ
て
い
た
と
聞
い
た
母
御

息
所
は
〉
た
は
や
す
く
心
ゆ
る
さ
れ
ぬ
こ
と
は
あ
ら
じ
と

う
ち
と
け
た
る
ぞ
か
し
。 

 
 
 

 
 
 

 
 

【
夕
霧
】 

 

14
さ
て
も
、
あ
さ
ま
し
く
、
〈
薫
は
〉
た
ゆ
め
た
ゆ
め
て
入

り
来
た
り
し
ほ
ど
よ
《
油
断
さ
せ
て
お
い
て
侵
入
し
て
き

た
こ
と
だ
》
、
…
猶
う
ち
と
く
べ
く
は
た
あ
ら
ざ
り
け
り

か
し
、
な
ど
と
〈
中
君
は
〉
い
よ
い
よ
心
づ
か
ひ
せ
ら
る

る
に
も
、
… 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

【
宿
木
】 

 

他
に
も
次
の
よ
う
に
、
「
う
ち
と
け
」
た
状
態
を
見
ら
れ
た

り
聞
か
れ
た
り
し
た
か
と
思
っ
て
、
恥
ず
か
し
が
っ
た
り
悔
し

が
っ
た
り
し
て
い
る
例
が
見
ら
れ
る
。 

 

15
う
ち
と
け
た
り
つ
る
事
ど
も
を
、
聞
き
や
し
た
ま
ひ
つ
ら

む
と
、
い
と
い
み
じ
く
は
づ
か
し
。 

 
 
 

【
橋
姫
】 

 

16
た
だ
お
ぼ
え
ぬ
人
《
思
っ
て
も
み
な
か
っ
た
人
＝
夕
霧
》

に
う
ち
と
け
た
り
し
あ
り
さ
ま
を
見
え
し
こ
と
ば
か
り

こ
そ
〈
落
葉
宮
は
〉
く
ち
を
し
け
れ
。 

 
 

【
夕
霧
】 

誰
も
い
な
い
と
思
っ
て
気
を
許
し
た
姿
な
の
だ
か
ら
、
そ
れ
を

見
ら
れ
た
ら
恥
ず
か
し
く
思
う
の
は
当
然
だ
ろ
う
。
と
い
う
こ

と
は
、
見
ら
れ
て
は
困
る
よ
う
な
姿
な
ら
ば
、
プ
ラ
ス
評
価
に
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は
結
び
つ
き
に
く
い
は
ず
。
あ
く
ま
で
も
繕
わ
な
い
、
そ
の
人

の
本
質
が
出
て
し
ま
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
こ
れ
を
「
を
か
し
」

と
言
う
と
し
た
ら
、
い
か
に
そ
の
人
物
が
す
ば
ら
し
い
か
を
強

調
す
る
場
合
と
、
目
撃
し
た
側
の
「
物
珍
し
さ
」
が
加
わ
っ
て

い
る
場
合
の
ど
ち
ら
か
だ
ろ
う
。 

 

人
前
で
「
う
ち
と
く
る
」
の
は
、
ふ
つ
う
な
ら
ば
考
え
に
く

い
状
況
で
あ
る
。
気
配
り
を
し
て
い
な
い
か
ら
、
女
房
な
ど
で

あ
れ
ば
役
目
を
果
た
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
に
も
な
る
。
以

下
は
、
ま
っ
た
く
の
マ
イ
ナ
ス
評
価
で
は
な
い
が
、
垣
間
見
た

者
が
い
っ
た
ん
は
「
よ
く
な
い
」
と
判
断
し
た
例
で
あ
る
。 

 

17
〈
軒
端
荻
は
〉
に
ぎ
は
は
し
う
あ
い
ぎ
や
う
づ
き
を
か
し

げ
な
る
を
、
い
よ
い
よ
ほ
こ
り
か
に
う
ち
と
け
て
、
笑
ひ

な
ど
そ
ぼ
る
れ
ば
、
さ
る
方
に
い
と
を
か
し
き
人
ざ
ま
な

り
。
〈
源
氏
は
〉
あ
は
つ
け
し
《
軽
々
し
い
》
と
は
お
ぼ

し
な
が
ら
、
ま
め
な
ら
ぬ
御
心
は
こ
れ
も
え
お
ぼ
し
放
つ

ま
じ
か
り
け
り
。 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

【
空
蝉
】 

 

18
か
た
は
ら
い
た
き
ま
で
《
き
ま
り
が
悪
く
な
る
く
ら
い
》

う
ち
と
け
た
る
こ
と
ど
も
を
言
ひ
て
… 

 
 

【
宿
木
】 

 

19
ほ
の
か
な
る
朝
ぼ
ら
け
の
ほ
ど
に
、
御
簾
巻
き
上
げ
て
、

人
々
ゐ
た
り
。
高
欄
に
お
し
か
か
り
つ
つ
、
若
や
か
な
る

限
り
〈
女
房
た
ち
〉
あ
ま
た
見
ゆ
。
う
ち
と
け
た
る
は
い

か
が
あ
ら
む
、
…
色
々
な
る
姿
は
い
づ
れ
と
も
な
く
を
か

し
。 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

【
野
分
】 

次
例
で
は
、
普
段
着
姿
に
さ
っ
と
小
袿
を
羽
織
っ
て
源
氏
に
相

対
す
る
際
の
区
別
を
示
し
た
明
石
上
が
「
い
た
し
（
見
事
だ
）
」

と
評
さ
れ
て
い
る
。
一
人
の
と
き
は
「
う
ち
と
け
」
た
服
装
で

い
て
も
、
人
（
夫
も
含
め
て
）
が
来
れ
ば
た
だ
ち
に
整
え
る
、

と
い
う
の
が
平
安
貴
族
社
会
の
女
性
と
し
て
の
心
得
で
あ
り
、

「
身
だ
し
な
み
」
と
い
う
も
の
だ
ろ
う
。 

 

20
〈
端
近
で
箏
を
爪
弾
い
て
い
た
明
石
上
は
源
氏
訪
問
に
気

づ
く
と
〉
う
ち
と
け
な
え
ば
め
る
姿
に
、
小
袿
《
略
礼
装
》

ひ
き
お
と
し
て
、
け
ぢ
め
見
せ
た
る
、
い
と
い
た
し
。 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

【
野
分
】 

 

そ
し
て
、
や
は
り
ど
ん
な
状
況
で
も
心
用
意
を
忘
れ
な
い

（
完
全
に
は
「
う
ち
と
け
」
な
い
）
人
た
ち
は
、
プ
ラ
ス
評
価

を
受
け
て
い
る
の
で
あ
る
。 

 

21
〈
薫
、
宇
治
の
姫
君
た
ち
を
垣
間
見
す
る
。
大
君
の
〉
見

お
こ
せ
給
へ
る
用
意
、
う
ち
と
け
た
ら
ぬ
さ
ま
し
て
、
よ

し
あ
ら
ん
と
お
ぼ
ゆ
。 

 
 
 

 
 
 

 
 

【
椎
本
】 
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（
２
）
人
に
「
う
ち
と
く
」
と
い
う
場
合 

  

次
に
、
「
人
に
う
ち
と
く
」
と
い
う
用
法
で
、
評
価
語
が
見

ら
れ
る
場
合
が
な
い
か
、
ま
た
、
そ
の
主
体
と
対
象
に
偏
り
が

な
い
か
確
認
し
て
み
た
。
大
き
く
男
性
・
女
性
で
く
く
っ
て
み

る
と
、
男
性
が
主
体
と
い
う
例
は
か
な
り
少
な
く
、
男
性
に
対

す
る
肯
定
形
（
気
を
許
す
、
馴
れ
親
し
む
）
が
三
例
（
源
氏
が

兵
部
卿
宮
に
「
な
つ
か
し
う
う
ち
と
け
給
へ
る
」
【
紅
葉
賀
】
・

源
氏
が
朱
雀
帝
に
「
わ
れ
も
う
ち
と
け
て
、
…
み
な
聞
こ
え
出

で
給
て
け
り
」
【
賢
木
】
・
匂
宮
が
薫
に
「
う
ち
と
け
な
が
ら

対
面
し
給
へ
り
」
【
浮
舟
】
）
、
対
女
性
は
な
し
。
男
性
に
対

す
る
否
定
形
（
気
を
許
さ
な
い
、
距
離
を
保
つ
）
が
一
例
（
匂

宮
が
夕
霧
を
「
う
ち
と
け
て
見
え
に
く
く
、
こ
と
こ
と
し
き
物

に
思
ひ
き
こ
え
り
」
【
椎
本
】
）
、
対
女
性
が
四
例
（
う
ち
二

例
が
柏
木
の
女
二
宮
へ
の
対
応
「
を
さ
を
さ
う
ち
と
け
て
も
見

え
た
て
ま
つ
り
給
は
ず
」
【
若
菜
下
】
・
「
け
な
つ
か
し
う
、

心
ば
へ
を
か
し
う
、
う
ち
と
け
ぬ
さ
ま
に
て
過
ぐ
い
給
ひ
け
れ

ば
」
【
柏
木
】
、
二
例
は
次
に
示
す
よ
う
に
第
三
者
の
推
測
）

だ
け
で
あ
る
。 

 

22
〈
葵
上
が
亡
く
な
っ
た
と
き
に
、
左
大
臣
が
源
氏
に
言
う
〉

「
〈
源
氏
が
葵
に
〉
う
ち
と
け
お
は
し
ま
す
事
は
侍
ら
ざ

り
つ
れ
ど
、
さ
り
と
も
つ
ひ
に
は
と
あ
い
な
頼
め
し
侍
り

つ
る
」 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

【
葵
】 

 

23
〈
薫
が
浮
舟
を
訪
ね
て
き
た
が
〉
「
あ
や
し
き
ま
で
心
の

ど
か
に
、
も
の
深
う
お
は
す
る
君
な
れ
ば
、
よ
も
人
の
ゆ

る
し
な
く
て
、
う
ち
と
け
給
は
じ
」
〈
と
弁
尼
が
請
け
合

う
〉 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

【
東
屋
】 

 

女
性
が
主
体
の
場
合
、
対
象
が
女
性
の
肯
定
形
は
紫
上
と
明

石
上
が
お
互
い
に
「
親
し
く
な
る
」
（
こ
れ
も
う
ち
と
け
ぬ
る

は
じ
め
な
め
り
【
藤
裏
葉
】
）
、
女
三
宮
が
紫
上
に
「
子
ど
も

の
よ
う
に
安
心
し
て
気
を
許
す
」
（
幼
き
御
心
ち
に
は
う
ち
と

け
給
へ
り
【
若
菜
上
】
）
、
玉
鬘
が
冷
泉
院
の
女
御
た
ち
を
「
心

頼
み
に
す
る
」
（
出
だ
し
た
て
侍
り
し
ほ
ど
は
、
い
づ
方
を
も

心
や
す
く
う
ち
と
け
頼
み
き
こ
え
し
か
ど
【
竹
河
】
）
と
い
う

三
例
の
み
。
否
定
形
は
、
一
般
論
と
し
て
女
房
に
気
を
許
し
て

は
い
け
な
い
の
だ
、
と
宇
治
大
君
が
慨
嘆
す
る
の
を
始
め
と
し

て
、
姫
君
が
女
房
に
、
と
い
う
例
が
三
例
あ
る
。 

 
24
昔
物
語
に
も
…
う
ち
と
く
ま
じ
き
人
の
心
に
こ
そ
あ
め

れ
と
《
女
房
と
い
う
も
の
は
信
じ
ら
れ
な
い
》
、
【
総
角
】 

 

25
〈
藤
壺
は
〉
命
婦
を
も
、
む
か
し
お
ぼ
い
た
り
し
や
う
に
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も
、
う
ち
と
け
む
つ
び
給
は
ず
。 

 
 
 
 

【
紅
葉
賀
】 

 
26
〈
朝
顔
齋
院
は
〉
さ
ぶ
ら
ふ
人
に
も
う
ち
と
け
給
は
ず
、

い
た
う
御
心
づ
か
ひ
し
給
ひ
つ
つ
、
… 

 
 

【
朝
顔
】 

他
に
紫
上
が
源
氏
に
明
石
上
を
評
し
て
「
心
は
づ
か
し
」
く
て

う
ち
と
け
に
く
か
っ
た
（
【
若
菜
下
】
）
と
言
う
例
と
、
源
氏

が
紫
上
の
明
石
上
に
対
す
る
対
応
を
、
安
心
で
き
る
人
と
思
い

な
が
ら
、
全
く
気
を
許
す
わ
け
で
は
な
く
た
し
な
み
の
あ
る
振

る
舞
い
を
し
て
い
た
（
【
幻
】
）
、
と
回
想
す
る
例
と
が
あ
る
。 

 

結
局
、
五
七
例
中
、
主
体
が
男
性
だ
っ
た
の
は
八
例
の
み
で
、

残
る
四
十
九
例
中
、
女
性
が
女
性
に
対
し
て
「
う
ち
と
く
（
う

ち
と
け
ず
）
」
が
八
例
、
三
分
の
二
以
上
が
「
女
性
→
男
性
」

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
中
に
は
、
特
に
男
女
関
係
と
い
う

の
で
は
な
い
も
の
（
女
房
が
女
主
人
に
懸
想
す
る
男
に
、
と
か
、

親
と
思
う
人
に
、
な
ど
）
も
含
ま
れ
る
が
、
大
方
は
恋
愛
の
相

手
で
あ
る
。
前
出
の
斎
藤
氏
は
「
「
う
ち
と
け
る
」
は
肉
体
関

係
の
成
立
を
表
す
場
合
に
使
わ
れ
る
こ
と
が
多
い
」
と
述
べ
て

お
り
、
確
か
に
男
女
間
の
「
う
ち
と
く
」
の
究
極
の
状
態
と
し

て
、
文
脈
上
そ
う
読
め
る
場
合
も
あ
る
。
し
か
し
、
「
う
ち
と

け
」
た
関
係
に
は
か
な
り
段
階
性
が
あ
り
、
「
う
ち
と
く
」
の

語
そ
の
も
の
が
そ
こ
ま
で
の
意
味
を
持
つ
と
は
考
え
な
い
方

が
よ
い
と
思
う
。
た
と
え
ば
、 

 

27
〈
夕
顔
が
〉
す
こ
し
う
ち
と
け
行
く
け
し
き
、
い
と
ら
う

た
し
。 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

【
夕
顔
】 

の
よ
う
に
、
明
ら
か
に
「
う
ち
と
け
」
方
に
程
度
が
あ
る
と
い

う
表
現
が
散
見
す
る
。
ま
た
、 

 

28
〈
空
蝉
は
源
氏
と
自
分
の
格
差
を
認
識
し
て
い
る
か
ら
〉

う
ち
と
け
き
こ
え
ん
事
わ
び
し
け
れ
ば
… 

 

【
帚
木
】 

 

29
〈
老
女
房
た
ち
は
大
君
が
薫
と
結
婚
す
る
こ
と
を
望
み
〉

と
く
う
ち
と
け
て
、
思
ふ
や
う
に
て
お
は
し
ま
さ
な
む
、

と
言
ふ
言
ふ
寝
入
り
て
… 

 
 

 
 
 

 
 

【
総
角
】 

の
よ
う
な
場
面
で
は
、
女
が
男
に
心
を
許
し
て
深
い
仲
に
な
る
、

と
い
う
意
味
に
と
れ
る
が
、
先
の
22
や
次
の
30
の
よ
う
に
、

夫
婦
と
な
っ
て
か
ら
も
「
う
ち
と
け
」
な
い
間
柄
で
あ
る
こ
と

も
多
く
あ
る
の
で
あ
る
。 

 

30
〈
玉
鬘
は
鬚
黒
と
結
婚
後
〉
ほ
ど
経
れ
ど
、
い
さ
さ
か
も

う
ち
と
け
た
る
御
け
し
き
も
な
く
、
… 

 

【
真
木
柱
】 

 

さ
ら
に
、
宇
治
大
君
が
、
薫
と
は
女
房
の
取
次
を
介
さ
ず
に

話
す
ほ
ど
「
う
ち
と
け
」
て
い
な
が
ら
と
う
と
う
男
女
の
仲
に

は
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
を
、
後
に
「
う
ち
と
け
は
つ
」
こ
と
を

拒
ん
で
い
た
と
述
べ
ら
れ
る
。 
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31
〈
男
女
の
仲
で
は
な
い
が
、
大
君
が
薫
に
〉
よ
ろ
づ
に
残

り
な
く
頼
み
き
こ
え
て
、
あ
や
し
き
ま
で
う
ち
と
け
に
た

る
を
、
… 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

【
総
角
】 

 

32
か
の
う
ち
と
け
は
て
で
や
み
な
ん
と
思
給
へ
り
し
心
お

き
て
は
、
〈
中
君
は
〉
猶
い
と
お
も
お
も
し
く
思
出
ら
れ

給
ふ
。 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

【
宿
木
】 

 

ま
た
、
言
い
寄
る
男
性
―
源
氏
だ
け
で
は
な
く
、
周
囲
す
べ

て
に
心
を
許
せ
な
い
朝
顔
齋
院
の
よ
う
な
女
性
も
描
か
れ
て

い
る
。 

 

33
〈
源
氏
へ
の
〉
御
返
り
も
う
ち
と
け
て
聞
こ
え
給
は
ず
。

〈
源
氏
は
「
く
ち
を
し
」
と
思
う
〉 

 
 
 

【
朝
顔
】 

 

34
人
の
も
の
言
ひ
を
憚
り
つ
つ
、
う
ち
と
け
給
べ
き
御
け
し

き
も
な
け
れ
ば
、
… 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

【
朝
顔
】 

 

35
さ
ぶ
ら
ふ
人
に
も
う
ち
と
け
給
は
ず
、
い
た
う
御
こ
こ
ろ

づ
か
ひ
し
給
ひ
つ
つ
、
… 

 
 

 
 
 

 
 

【
朝
顔
】 

 

肯
定
形
・
否
定
形
の
割
合
は
約
二
対
一
だ
が
、
評
価
語
が
現

れ
る
例
は
少
な
い
。
ま
た
、
「
う
ち
と
く
（
う
ち
と
け
ぬ
）
」

主
体
・
対
象
は
圧
倒
的
に
女
性
が
男
性
に
、
と
い
う
こ
と
に
な

る
。 

 

こ
こ
ま
で
、
人
が
人
に
「
う
ち
と
く
」
と
い
う
場
合
の
、
人

物
関
係
に
目
を
留
め
て
整
理
し
て
み
た
と
こ
ろ
、
誰
か
に
対
し

て
「
心
を
ひ
ら
く
・
気
を
許
す
（
許
さ
な
い
）
」
と
い
う
意
味

で
「
う
ち
と
く
（
う
ち
と
け
ず
）
」
と
い
う
用
例
は
、
原
則
的

に
身
分
や
年
齢
が
下
の
も
の
か
ら
上
の
も
の
に
対
し
て
あ
ら

わ
れ
て
い
る
。
典
型
的
な
も
の
は
子
ど
も
が
親
に
、
女
性
が
夫

と
な
る
男
性
に
、
「
頼
む
」
と
と
も
に
使
わ
れ
る
よ
う
な
場
合

で
あ
る
。 

 

ゆ
え
に
、
男
性
か
ら
女
性
へ
の
「
う
ち
と
く
」
は
ほ
と
ん
ど

な
く
、
柏
木
が
妻
で
あ
っ
て
も
女
二
宮
を
高
く
も
て
な
す
と
い

う
特
殊
な
例
だ
け
で
、
男
性
が
「
う
ち
と
く
る
」
同
性
の
相
手

も
限
ら
れ
て
い
る
。
「
う
ち
と
け
」
た
姿
の
描
写
が
多
い
源
氏

で
さ
え
、
人
に
対
し
て
「
う
ち
と
く
る
」
場
合
の
相
手
は
帝
と

兵
部
卿
宮
、
し
か
も
後
者
は
自
分
の
愛
す
る
藤
壺
の
兄
、
紫
上

の
父
で
あ
る
か
ら
、
単
な
る
皇
族
と
い
う
位
置
づ
け
と
は
異
な

っ
て
い
る
。
人
が
誰
か
に
対
し
て
「
う
ち
と
け
」
ら
れ
る
の
は
、

安
心
し
て
（
す
っ
か
り
信
用
し
て
）
自
分
を
さ
ら
け
出
せ
る
相

手
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
う
判
断
す
る
か
ど
う
か
は
「
う

ち
と
く
る
」
主
体
に
か
か
っ
て
く
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。 

 

さ
ら
に
、
「
う
ち
と
け
」
て
い
る
主
体
の
人
物
的
傾
向
等
に

つ
い
て
は
次
節
で
述
べ
る
こ
と
と
す
る
。 
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（
二
）
「
う
ち
と
け
」
て
い
る
主
体
の
特
徴 

  

最
後
に
、
「
う
ち
と
け
」
て
い
る
状
態
、
ま
た
は
「
う
ち
と

け
」
て
い
な
い
状
態
が
描
写
さ
れ
て
い
る
（
さ
ら
に
何
ら
か
の

評
価
が
下
さ
れ
て
い
れ
ば
そ
れ
も
含
め
て
）
主
体
に
偏
り
が
な

い
か
ど
う
か
を
確
認
し
て
み
る
。
す
る
と
、
「
う
ち
と
け
」
た

姿
を
プ
ラ
ス
評
価
さ
れ
て
い
る
の
は
、
圧
倒
的
に
源
氏
で
あ
る

こ
と
が
わ
か
っ
た
。
前
出
の
10
・
11
に
加
え
、 

 

36
若
人
ど
も
に
た
は
ぶ
れ
事
な
ど
の
給
ひ
つ
つ
、
暑
さ
に
乱

れ
給
へ
る
〈
源
氏
の
〉
御
あ
り
さ
ま
を
、
見
る
か
ひ
あ
り

と
思
ひ
き
こ
え
た
り
。
大
臣
も
渡
り
給
ひ
て
、
か
く
う
ち

と
け
給
へ
れ
ば
、
… 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

【
帚
木
】 

 

37
〈
某
院
で
〉
げ
に
う
ち
と
け
た
ま
へ
る
さ
ま
世
に
な
く
、

所
か
ら
ま
い
て
ゆ
ゆ
し
き
ま
で
見
え
給
ふ
。 

 

【
夕
顔
】 

 

38
宮
《
兵
部
卿
宮
》
も
、
こ
の
御
さ
ま
の
常
よ
り
も
こ
と
に

な
つ
か
し
う
う
ち
と
け
給
へ
る
を
、
い
と
め
で
た
し
と
見

た
て
ま
つ
り
給
ひ
て
、
… 

 
 

 
 
 

 

【
紅
葉
賀
】 

 

39
〈
明
石
上
に
〉
泣
き
み
笑
ひ
み
う
ち
と
け
の
た
ま
へ
る
、

い
と
め
で
た
し
。 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

【
松
風
】 

 

40
い
と
な
ま
め
か
し
き
袿
姿
う
ち
と
け
給
へ
る
を
、
い
と
め

で
た
う
う
れ
し
と
〈
明
石
の
母
尼
は
〉
見
た
て
ま
つ
る
。

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

【
松
風
】 

の
よ
う
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
人
の
目
か
ら
「
う
ち
と
け
」
た
源
氏

の
す
ば
ら
し
さ
が
語
ら
れ
る
。
こ
れ
は
ま
さ
に
源
氏
と
い
う
人

物
の
本
質
的
美
質
が
、
ど
の
よ
う
な
状
態
で
あ
っ
て
も
否
定
し

得
な
い
と
い
う
こ
と
な
の
だ
ろ
う
。 

 

他
の
男
性
の
「
う
ち
と
け
」
た
姿
の
描
写
は
少
な
い
し
、
プ

ラ
ス
評
価
と
な
る
と
、
源
氏
以
外
で
は
息
子
の
夕
霧
、
薫
で
も

一
例
ず
つ
あ
る
の
み
で
あ
る
。 

・
夕
霧
41
〈
深
い
関
係
に
な
っ
て
か
ら
、
落
葉
宮
が
間
近
で

見
た
夕
霧
は
〉
う
る
は
し
だ
ち
給
へ
る
と
き
よ
り
も
、

う
ち
と
け
て
も
の
し
給
ふ
は
、
限
り
も
な
う
き
よ
げ

な
り
。 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

【
夕
霧
】 

・
薫 

42
〈
薫
の
〉
う
ち
と
け
た
る
御
有
さ
ま
、
今
少
し
を

か
し
く
て
〈
浮
舟
の
部
屋
に
〉
入
り
お
は
し
た
る
も

は
づ
か
し
け
れ
ど
、
… 

 
 
 

 
 
 

【
東
屋
】 

な
お
、
柏
木
は
、
病
床
で
も
「
心
に
く
く
ぞ
住
み
な
し
給
へ
る
」

と
あ
っ
て
、
「
う
ち
と
け
な
が
ら
用
意
は
あ
り
と
見
ゆ
」
と
高

く
評
価
さ
れ
て
い
る
。 
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女
性
で
は
、
夕
顔
・
玉
鬘
に
複
数
回
「
う
ち
と
く
」
の
例
が

あ
る
が
、
く
つ
ろ
い
で
い
る
状
態
そ
の
も
の
に
対
し
て
は
評
価

語
は
な
く
、
源
氏
に
心
を
許
し
て
い
る
こ
と
や
そ
の
さ
ま
が

「
ら
う
た
し
」
「
あ
は
れ
」
な
ど
と
受
け
止
め
ら
れ
て
い
る
。 

・
夕
顔
43
う
ち
と
く
る
心
ば
へ
な
ど
あ
や
し
く
様
変
は
り
て
、

… 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

【
夕
顔
】 

 
 

 

44
よ
ろ
づ
の
嘆
き
忘
れ
て
す
こ
し
う
ち
と
け
行
く
け

し
き
、
い
と
ら
う
た
し
。 

 
 

 
 
 

【
夕
顔
】 

 
 

 

45
け
近
く
う
ち
と
け
た
り
し
あ
は
れ
に
似
る
物
な
う
、

… 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

【
末
摘
花
】 

・
玉
鬘
46
ひ
と
へ
に
〈
源
氏
を
〉
う
ち
と
け
頼
み
き
こ
え
給

ふ
心
む
け
な
ど
、
ら
う
た
げ
に
若
や
か
な
り
。 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
【
胡
蝶
】 

 
 
 

47
や
う
や
う
な
つ
か
し
う
う
ち
と
け
き
こ
え
給
ふ
。 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

【
篝
火
】 

 

ち
な
み
に
紫
上
も
玉
鬘
が
「
う
ら
な
く
し
も
う
ち
と
け
頼
み

き
こ
え
給
ら
ん
こ
そ
心
ぐ
る
し
け
れ
」
と
言
っ
て
い
る
。 

 

紫
上
は
源
氏
と
並
ん
だ
姿
を
「
見
る
か
ひ
多
し
」
と
評
さ
れ

る
（
10
）
以
外
に
、
六
条
院
の
描
写
の
冒
頭
で
、
紫
上
の
春

の
御
殿
は
「
生
け
る
仏
の
御
国
」
の
よ
う
だ
が
、
「
さ
す
が
に

う
ち
と
け
て
《
そ
う
は
い
っ
て
も
堅
苦
し
く
な
く
》
、
や
す
ら

か
に
住
み
な
し
給
へ
る
」
（
【
初
音
】
）
と
い
う
部
分
が
あ
る

の
み
で
あ
る
。 

 

浮
舟
は
、
上
衣
を
つ
け
て
い
な
い
、
下
着
の
よ
う
な
白
い
衣

を
数
枚
重
ね
た
だ
け
の
姿
が
二
回
描
写
さ
れ
て
い
る
。
逢
っ
て

間
も
な
い
匂
宮
に
そ
の
よ
う
な
姿
を
見
せ
て
し
ま
う
の
だ
が
、

匂
宮
に
と
っ
て
は
「
め
づ
ら
か
」
な
た
め
、
49
で
は
高
評
価

と
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。 

 

浮
舟
48
ひ
き
つ
く
ろ
ふ
こ
と
も
な
く
う
ち
と
け
た
る
さ
ま

を
い
と
は
づ
か
し
く
ま
ば
ゆ
き
ま
で
き
よ
ら
な
る

人
《
匂
宮
》
に
さ
し
む
か
ひ
た
る
よ
と
思
へ
ど
、

紛
れ
む
方
も
な
し
。 

 
 

 
 

 
 
 

【
浮
舟
】 

 
 

 

49
常
に
見
給
ふ
人
《
中
君
や
六
の
君
》
と
て
も
、
か

く
ま
で
う
ち
と
け
た
る
姿
な
ど
は
〈
匂
宮
は
〉
見

な
ら
ひ
給
は
ぬ
を
、
か
か
る
さ
へ
ぞ
、
猶
め
づ
ら

か
に
を
か
し
う
お
ぼ
さ
れ
け
る
。 

 
 

【
浮
舟
】 

 

軒
端
荻
は
前
出
例
（
17
）
の
他
に
、
夫
が
決
ま
っ
て
も
「
変

は
ら
ず
う
ち
と
け
ぬ
べ
く
見
え
し
さ
ま
」
だ
っ
た
と
源
氏
が
思

う
（
【
夕
顔
】
）
例
が
あ
る
が
、
ど
ち
ら
も
「
あ
は
つ
け
し
」

の
評
が
響
い
て
い
る
。 

―189―



「文学部紀要」文教大学文学部第22-2号 宮武利江 

 

(15)

 

玉
鬘
に
「
う
ち
と
け
頼
む
」
と
い
う
表
現
が
あ
っ
た
が
、
こ

れ
は
他
に
末
摘
花
（
う
ち
と
け
頼
み
き
こ
え
給
へ
る
御
様
、
あ

は
れ
な
り
。
【
初
音
】
）
・
雲
居
雁
（
い
ま
は
と
う
ち
と
け
て

〈
夕
霧
を
〉
た
の
み
給
へ
る
【
若
菜
上
】
）
の
類
例
が
あ
り
、

「
子
ど
も
が
親
に
う
ち
と
く
」
と
い
う
例
で
は
、
明
石
姫
君
が

源
氏
に
な
つ
く
場
面
（
「
す
こ
し
は
ぢ
ら
ひ
た
り
し
が
、
や
う

や
う
う
ち
と
け
て
」「
に
ほ
ひ
ま
さ
り
て
う
つ
く
し
」【
松
風
】
）

が
あ
る
。 

 

ま
た
、
空
蝉
は
「
う
ち
と
け
」
て
い
た
と
き
は
「
い
と
わ
ろ

か
り
し
か
た
ち
ざ
ま
」
だ
っ
た
（
【
末
摘
花
】
）
と
源
氏
に
評

さ
れ
て
い
る
。 

 

そ
れ
で
は
、
「
う
ち
と
け
」
な
い
こ
と
が
描
写
さ
れ
る
主
体

と
し
て
は
ど
の
よ
う
な
人
物
が
あ
げ
ら
れ
る
か
と
い
う
と
、
ま

ず
は
、
明
石
上
、
そ
し
て
六
条
御
息
所
が
そ
の
典
型
で
あ
ろ
う
。 

 

明
石
上
は
、
明
石
に
い
る
と
き
か
ら
「
身
分
に
し
て
は
」
京

の
高
貴
な
女
性
の
よ
う
な
振
る
舞
い
を
す
る
と
評
さ
れ
（
「
物

嘆
か
し
う
て
う
ち
と
け
ぬ
心
ざ
ま
を
、
こ
よ
な
う
も
人
め
き
た

る
か
な
、
さ
し
も
あ
る
ま
じ
き
際
の
人
だ
に
」
【
明
石
】
）
、

一
人
で
い
る
と
き
こ
そ
「
う
ち
と
け
」
て
琴
を
弾
く
よ
う
な
姿

も
描
写
さ
れ
る
（
「
け
は
ひ
し
ど
け
な
く
、
う
ち
と
け
な
が
ら

搔
き
ま
さ
ぐ
り
け
る
程
見
え
て
を
か
し
け
れ
ば
」
他
二
例
） 

が
、
実
子
の
明
石
姫
君
の
前
で
さ
え
「
常
に
う
ち
と
け
ぬ
さ
ま

し
給
ひ
て
、
わ
り
な
く
も
の
づ
つ
み
し
」
（
【
若
菜
上
】
）
、

源
氏
に
も
紫
上
に
も
「
は
づ
か
し
」
と
言
わ
れ
る
女
性
で
あ
る
。 

 

50
う
ち
と
け
ぬ
け
し
き
下
に
籠
も
り
て
、
そ
こ
は
か
と
な
く

は
づ
か
し
き
所
こ
そ
あ
れ
。
（
源
氏
評
） 

【
若
菜
下
】 

 

51
い
と
う
ち
と
け
に
く
く
、
心
は
づ
か
し
き
あ
り
さ
ま
し
る

き
を
、
（
紫
上
評
） 

 
 

 
 

 
 
 

 

【
若
菜
下
】 

 

一
方
、
六
条
御
息
所
は
、
そ
の
「
う
ち
と
け
ぬ
御
あ
り
さ
ま

は
け
し
き
こ
と
な
る
」（
【
夕
顔
】
）
と
讃
え
ら
れ
は
す
る
が
、

源
氏
に
「
心
ゆ
る
ひ
な
く
は
づ
か
し
」
と
感
じ
さ
せ
、
「
う
ち

と
け
て
は
見
落
と
さ
る
る
事
や
な
ど
、
あ
ま
り
つ
く
ろ
ひ
し
ほ

ど
に
」
と
評
さ
れ
る
（
【
若
菜
下
】
）
ほ
ど
自
己
を
律
し
た
女

性
で
あ
っ
た
。
彼
女
の
女
房
（
中
将
の
お
も
と
）
も
そ
れ
に
ふ

さ
わ
し
く
、
源
氏
に
対
し
て
の
「
う
ち
と
け
た
ら
ぬ
も
て
な
し
」

が
「
め
ざ
ま
し
」
と
評
価
さ
れ
て
い
る
（
【
夕
顔
】
）
。 

 

明
石
上
は
、
「
お
ぼ
ろ
け
に
や
む
ご
と
な
き
所
に
て
だ
に
、

〈
源
氏
が
〉
か
ば
か
り
も
う
ち
と
け
給
事
な
く
、
気
高
き
御
も

て
な
し
【
薄
雲
】
」
で
あ
る
と
聞
き
、
自
分
が
軽
々
し
く
扱
わ

れ
な
い
よ
う
に
心
を
砕
く
。
ま
た
御
息
所
も
、
「
う
ち
と
け
て
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は
見
下
さ
れ
る
」
と
い
う
怖
れ
を
抱
い
て
心
を
開
け
な
い
。
ど

ち
ら
も
、
か
た
や
自
ら
の
気
概
と
誇
り
で
築
き
上
げ
、
か
た
や

も
と
も
と
持
っ
て
い
る
社
会
的
位
置
―
貴
族
社
会
に
お
け
る

高
い
階
級
―
を
、
そ
れ
ぞ
れ
や
や
鬱
屈
し
た
思
い
を
秘
め
て
対

す
る
夫
や
恋
人
で
あ
る
「
強
者
」
の
源
氏
に
「
う
ち
と
け
」
る

こ
と
で
危
機
に
陥
ら
せ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
、
常
に
慎
重
に
、

我
が
身
を
守
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

 

ほ
か
に
は
、
宮
中
の
上
流
階
級
の
女
性
一
般
に
つ
い
て
、 

 

52
〈
花
散
里
の
方
の
女
房
・
童
は
〉
う
ち
と
け
ず
、
心
づ
か

ひ
し
つ
つ
過
ぐ
し
給
ふ
。 

 
 

 
 
 

 
 

【
薄
雲
】 

 

53
〈
六
条
院
の
女
性
た
ち
の
〉
こ
れ
も
か
れ
も
、
う
ち
と
け

ぬ
御
け
は
ひ
ど
も
を
聞
き
見
給
ふ
に
、
大
将
《
夕
霧
》
も
、

い
と
内
ゆ
か
し
く
お
ぼ
え
給
ふ
。 

 
 

 
【
若
菜
下
】 

 

の
よ
う
に
「
う
ち
と
け
」
な
い
こ
と
が
好
ま
し
い
状
態
と
し

て
描
か
れ
て
い
る
例
が
あ
る
一
方
、
以
下
三
例
の
よ
う
に
、
ど

ち
ら
か
と
い
う
と
否
定
的
な
形
容
語
も
並
ん
で
い
る
場
合
も

あ
る
。 

 

54
（
１
重
出
）〈
源
氏
が
ふ
だ
ん
会
っ
て
い
る
女
性
た
ち
は
〉

う
ち
と
け
た
る
世
な
く
、
引
き
つ
く
ろ
ひ
そ
ば
め
た
る

う
は
べ
を
の
み
こ
そ
見
給
へ
、 

 
 

 
 

 

【
空
蝉
】 

 

55
こ
こ
も
か
し
こ
も
、
う
ち
と
け
ぬ
か
ぎ
り
の
、
け
し
き
ば

み
、
心
ふ
か
き
方
の
御
い
ど
ま
し
さ
に
、 

 

【
夕
顔
】 

 

56
〈
冷
泉
院
の
女
御
た
ち
は
〉
誰
も
う
ち
と
け
給
へ
る
や
う

な
れ
ど
、
を
の
を
の
、
う
ち
う
ち
は
、
い
か
が
い
ど
ま

し
く
も
お
ぼ
す
こ
と
も
な
か
ら
む
。
《
薫
の
言
》 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

【
竹
河
】 

こ
れ
ら
の
上
流
階
級
の
女
性
た
ち
の
態
度
は
、
常
識
的
に
は
賞

賛
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
が
、
源
氏
な
ど
男
性
側
に
と
っ
て

は
、
自
分
の
恋
愛
対
象
と
し
て
見
た
と
き
な
ど
に
は
、
や
や
窮

屈
に
感
じ
ら
れ
る
も
の
で
も
あ
っ
た
の
だ
と
解
せ
る
。
そ
の
た

め
、
源
氏
は
六
上
御
息
所
に
「
明
け
暮
れ
う
ち
と
け
て
し
も
お

は
せ
ぬ
」
こ
と
に
な
り
、
女
房
に
「
心
許
な
し
」
と
思
わ
せ
る

（
【
夕
顔
】
）
し
、
正
妻
の
葵
上
の
も
と
に
も
「
う
ち
と
け
お

は
し
ま
す
事
は
侍
ら
ざ
り
つ
れ
【
葵
】
」
と
い
う
状
態
だ
っ
た

の
で
あ
る
。 

 

そ
れ
に
対
し
て
、
同
じ
身
分
高
い
女
性
で
あ
り
、
「
う
ち
と

け
」
な
い
の
に
、
同
時
に
「
な
つ
か
し
」
と
言
わ
れ
る
の
が
、

藤
壺
と
紫
上
で
あ
る
。
や
は
り
、
こ
の
二
人
は
源
氏
に
と
っ
て

特
別
の
女
性
だ
っ
た
の
だ
と
い
う
こ
と
が
、
「
う
ち
と
く
」
を

キ
ー
ワ
ー
ド
に
し
た
と
き
に
も
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
た
だ
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し
、
紫
上
は
「
う
ち
と
け
」
て
い
る
と
き
も
プ
ラ
ス
評
価
を
得

て
い
る
（
前
出
）
が
、
藤
壺
は
「
う
ち
と
け
」
た
姿
の
描
写
が

全
く
な
い
と
い
う
点
で
は
異
な
っ
て
お
り
、
こ
れ
は
二
人
と
源

氏
の
関
係
の
違
い
（
片
方
は
妻
と
し
て
日
常
的
に
接
す
る
こ
と

が
で
き
る
が
、
も
う
一
方
は
滅
多
に
逢
え
る
間
柄
で
は
な
い
）

に
基
づ
く
も
の
と
考
え
て
良
い
だ
ろ
う
。 

・
藤
壺
57
〈
源
氏
と
の
逢
瀬
に
苦
悩
す
る
藤
壺
は
〉
い
と
う

く
て
、
い
み
じ
き
御
け
し
き
な
る
も
の
か
ら
、
な

つ
か
し
う
ら
う
た
げ
に
、
さ
り
と
て
う
ち
と
け
ず

心
ふ
か
う
は
づ
か
し
げ
な
る
御
も
て
な
し
な
ど
の

な
ほ
人
に
似
さ
せ
給
は
ぬ
を
、 

 
 

【
常
夏
】 

・
紫
上
58
〈
源
氏
が
女
三
宮
の
と
こ
ろ
か
ら
夜
明
け
前
に
紫

上
の
も
と
に
戻
る
〉
少
し
濡
れ
た
る
御
単
衣
の
袖

を
ひ
き
隠
し
て
、
う
ら
も
な
く
な
つ
か
し
き
物
か

ら
、
う
ち
と
け
て
は
た
あ
ら
ぬ
御
用
意
な
ど
、
い

と
は
づ
か
し
げ
に
を
か
し
。 

 
 

 

【
若
菜
上
】 

 
 
 
 
 

 

（
さ
り
と
て
〈
明
石
上
に
〉
ひ
た
ふ
る
に
は
た
う
ち

 
 
 
 

 

と
け
ず
、
ゆ
ゑ
あ
り
て
も
て
な
し
た
ま
へ
り
し 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

【
幻
】
） 

 

そ
れ
に
や
や
類
似
し
て
い
る
の
が
宇
治
大
君
だ
が
、
こ
ち
ら

は
、
前
出
21
の
よ
う
に
も
と
も
と
心
用
意
の
あ
る
人
物
で
あ

る
上
に
、 

 

59
〈
薫
に
〉
う
ち
と
く
と
は
な
け
れ
ど
、
さ
き
ざ
き
よ
り
は

は
す
こ
し
言
の
葉
続
け
て
、
も
の
な
ど
の
給
へ
る
さ
ま
、

い
と
め
や
す
く
、
心
は
づ
か
し
げ
な
り
。 

 

【
椎
本
】 

 

60
〈
薫
に
〉
う
ち
と
く
べ
く
も
あ
ら
ぬ
も
の
か
ら
、
な
つ
か

し
げ
に
あ
い
ぎ
ゃ
う
づ
き
て
も
の
給
へ
る
。 

【
総
角
】 

の
よ
う
に
、
や
わ
ら
か
い
態
度
な
が
ら
「
う
ち
と
け
」
な
い
ま

ま
、
最
後
ま
で
男
性
に
「
い
か
で
か
く
〈
中
君
の
よ
う
に
は
〉

う
ち
と
け
じ
【
総
角
】
」
と
い
う
意
志
を
強
く
持
っ
て
い
た
女

性
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。 

 

三
、
結
語 

  

以
上
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
人
に
「
う
ち
と
く
」
と
い
う

こ
と
は
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
立
場
の
弱
い
、
上
下
関
係
で
言
え

ば
下
の
側
の
行
為
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
、
現
代
語
の

「
気
を
許
す
」
と
は
異
な
っ
て
い
る
と
い
え
る
。
対
人
的
に
用

い
ら
れ
る
「
う
ち
と
く
」
は
、
単
に
相
手
に
リ
ラ
ッ
ク
ス
し
て

応
対
す
る
と
い
う
の
で
は
な
く
、
自
分
を
さ
ら
け
出
し
て
し
ま
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う
、
と
い
う
と
こ
ろ
ま
で
含
意
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。
こ
の
よ
う
な
と
き
、
う
ち
と
け
ら
れ
た
方
か
ら
見
れ
ば
、

相
手
を
「
か
わ
い
い
」
と
感
じ
る
こ
と
は
あ
ろ
う
。
ま
た
、
恋

愛
の
対
象
で
あ
る
女
性
に
は
、
自
分
を
頼
っ
て
す
べ
て
を
見
せ

て
ほ
し
い
、
と
願
う
こ
と
も
十
分
に
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
と
き
、

「
う
ち
と
く
る
」
行
為
や
、
自
分
だ
け
が
見
る
「
う
ち
と
け
」

た
姿
は
プ
ラ
ス
評
価
を
与
え
ら
れ
得
る
の
で
あ
る
。
特
に
子
ど

も
や
年
若
い
女
性
が
、
あ
ま
り
深
い
考
え
も
な
く
自
分
に
好
意

を
示
し
て
く
れ
た
人
に
「
う
ち
と
く
る
」
こ
と
は
、
や
は
り
「
か

わ
い
い
」
と
評
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
、
そ
れ
が
継
母
と
子
の
関

係
で
あ
っ
た
り
す
れ
ば
、
「
う
ち
と
く
る
」
こ
と
が
人
間
関
係

を
円
滑
に
す
る
た
め
に
必
須
で
あ
る
こ
と
も
あ
る
。
た
だ
し
、

子
ど
も
の
頃
で
あ
っ
て
も
紫
上
は
源
氏
に
「
う
ち
と
け
」
た
と

い
う
描
写
は
な
い
し
、
幼
さ
が
強
調
さ
れ
る
女
三
宮
も
源
氏
に

「
う
ち
と
け
」
は
し
な
い
。
こ
の
辺
を
考
え
合
わ
せ
る
と
、
幼

く
て
も
、
品
高
い
女
性
た
ち
は
「
う
ち
と
く
る
」
主
体
と
し
て

描
か
れ
ず
、
玉
鬘
や
浮
舟
の
よ
う
に
成
長
期
に
田
舎
に
い
た
、

と
い
う
よ
う
な
女
性
が
「
う
ち
と
く
る
」
こ
と
は
、
女
性
に
と

っ
て
の
「
う
ち
と
く
」
と
い
う
こ
と
の
非
貴
族
性
を
象
徴
し
て

い
る
よ
う
に
見
え
る
。 

 

つ
ま
り
、
大
人
の
女
性
、
し
か
も
あ
る
程
度
以
上
の
階
層
に

属
す
る
女
性
で
あ
れ
ば
、
簡
単
に
「
う
ち
と
く
る
」
こ
と
は
常

識
に
反
す
る
。
そ
し
て
、
客
観
的
に
「
す
ば
ら
し
い
」
と
讃
え

ら
れ
る
の
は
、
む
し
ろ
完
全
に
う
ち
と
け
は
し
な
い
女
性
で
あ

る
。
男
性
が
女
性
と
「
う
ち
と
け
」
て
逢
い
た
い
、
と
思
う
の

は
、
自
分
の
優
位
が
確
定
し
て
い
る
場
合
の
よ
う
に
見
え
る
。

高
貴
な
女
性
で
あ
れ
ば
、
男
性
に
う
ち
と
け
き
ら
な
い
こ
と
も

美
点
の
一
つ
で
あ
り
、
魅
力
と
な
る
。
ま
た
、
「
う
ち
と
け
」

た
態
度
に
近
く
て
も
、
「
す
き
が
あ
る
」
と
は
感
じ
さ
せ
な
い

心
構
え
や
品
格
が
ど
こ
か
に
あ
る
、
と
い
う
こ
と
も
、
最
高
級

の
評
価
を
受
け
る
た
め
に
は
必
要
で
あ
る
。 

 

「
う
ち
と
け
」
た
姿
や
心
持
ち
は
、
一
般
的
に
人
前
に
さ
ら

す
も
の
で
は
な
い
。
そ
ん
な
姿
で
さ
え
賞
賛
さ
れ
る
に
足
る
の

は
、
源
氏
物
語
の
登
場
人
物
で
は
源
氏
し
か
存
在
し
な
い
。
特

に
女
性
で
あ
れ
ば
、
く
つ
ろ
い
で
い
る
姿
を
む
や
み
に
人
に
見

ら
れ
ぬ
よ
う
に
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
も
し
も
ど
こ
か
で
見
ら

れ
て
い
た
り
、
突
然
恋
人
に
訪
問
さ
れ
た
り
し
て
も
、
「
恥
ず

か
し
い
」
と
思
わ
な
い
で
す
む
よ
う
、
常
に
い
く
ば
く
か
の
緊

張
感
を
保
ち
、
た
し
な
み
を
も
っ
て
過
ご
す
こ
と
が
求
め
ら
れ

る
の
で
あ
る
。
た
だ
、
そ
れ
が
あ
ま
り
に
か
た
く
な
で
あ
れ
ば
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相
手
を
も
緊
張
さ
せ
て
し
ま
う
。
簡
単
に
「
う
ち
と
け
」
過
ぎ

て
は
軽
ん
じ
ら
れ
、
「
う
ち
と
け
」
な
け
れ
ば
相
手
も
「
う
ち

と
け
」
て
向
か
い
合
っ
て
は
く
れ
な
い
…
源
氏
物
語
の
女
性
た

ち
は
、
こ
の
ジ
レ
ン
マ
の
中
に
あ
る
よ
う
に
見
え
る
。 

 

「
う
ち
と
け
」
て
相
手
の
男
性
を
頼
り
に
生
き
る
し
か
な
か

っ
た
夕
顔
や
、
あ
る
時
期
を
境
に
目
覚
め
る
と
は
い
え
、
年
若

く
て
す
ぐ
に
「
う
ち
と
け
」
て
し
ま
っ
た
玉
鬘
、
浮
舟
。
そ
れ

に
対
し
て
、
深
い
関
係
を
結
ぶ
の
を
拒
ん
で
か
た
く
な
に
「
う

ち
と
け
」
な
い
空
蝉
や
朝
顔
齋
院
、
人
間
と
し
て
の
薫
に
は
「
う

ち
と
け
」
な
が
ら
も
、
「
う
ち
と
け
は
て
」
て
す
べ
て
を
さ
ら

け
出
し
、
自
分
を
任
せ
る
こ
と
は
選
べ
な
か
っ
た
宇
治
大
君
の

よ
う
な
女
性
も
い
る
。
男
女
の
関
係
に
な
っ
て
も
、
ひ
た
す
ら

に
「
う
ち
と
け
」
ず
に
振
る
舞
う
六
条
御
息
所
や
明
石
上
の
よ

う
な
選
択
も
あ
る
し
、「
う
ち
と
け
」
ず
に
応
対
し
て
い
る
が
、

拒
絶
し
き
れ
な
い
気
持
ち
が
「
な
つ
か
し
」
と
思
わ
せ
る
藤
壺

や
、
相
手
に
距
離
感
を
感
じ
さ
せ
な
い
や
さ
し
さ
、
か
わ
い
ら

し
さ
を
持
ち
な
が
ら
、
ど
こ
か
心
の
奥
底
に
「
う
ち
と
け
」
ら

れ
な
い
一
線
を
持
ち
続
け
て
い
る
か
に
見
え
る
紫
上
…
。
『
源

氏
物
語
』
で
用
い
ら
れ
て
い
る
「
う
ち
と
く
」
が
あ
ら
わ
す
状

態
や
行
為
は
、
高
貴
な
身
分
の
女
性
に
は
あ
ま
り
ふ
さ
わ
し
く

な
い
も
の
と
解
釈
で
き
る
だ
け
で
は
な
く
、
単
純
に
は
現
代
語

に
置
き
換
え
ら
れ
な
い
「
う
ち
と
く
」
と
い
う
動
詞
が
、
登
場

人
物
の
人
物
造
型
に
も
大
き
く
関
与
し
て
い
る
と
考
え
た
い
。 

 
 注

１
・
斎
藤
暁
子
「
「
う
ち
と
け
る
」
の
考
察
―
夕
顔
の
巻
に
於
け
る

―
」
『
解
釈
』
二
三
‐
九
（
一
九
七
七
・
九
） 

注
２
・
岩
波
書
店
『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
・
源
氏
物
語
索
引
』
に
依

っ
た
。 

注
３
・
引
用
の
用
例
本
文
は
岩
波
書
店
『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
』
に

よ
る
。 
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