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は
じ
め
に

　
『
源
氏
物
語
』
に
は
人
物
の
外
見
的
な
容
態
を
表
現
す
る
様
々
な
言
葉

が
用
い
ら
れ
て
い
る
。「
う
つ
く
し
」、「
う
る
は
し
」、「
な
ま
め
か
し
」、

「
ら
う
た
し
」、「
を
か
し
」、「
い
ま
め
か
し
」、「
あ
て
」、「
き
よ
ら
」、「
き

よ
げ
」、「
わ
か
や
か
」、「
た
を
や
か
」、「
は
な
や
か
」、「
に
ほ
ひ
や
か
」、

「
あ
え
か
」
な
ど
が
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
、
美
と
い
う
概
念
の
王
朝
的
意

義
と
い
っ
た
面
か
ら
様
々
な
研
究
も
成
さ
れ
て
き
た
。
本
稿
で
は
こ
れ
ら

の
言
葉
の
中
で
『
源
氏
物
語
』
以
前
に
は
使
用
例
の
見
出
せ
な
い
「
あ
え

か
」
と
い
う
言
葉
に
注
目
い
た
し
た
い
。「
あ
え
か
」
は
、
物
語
中
に
お

い
て
若
い
女
性
の
一
種
独
特
の
様
相
を
表
現
し
て
い
る
が
、
な
ぜ
『
源
氏

物
語
』
に
使
用
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
か
、「
あ
え
か
」
が
物

語
内
部
に
お
い
て
果
た
し
た
役
割
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
の
か
、

に
つ
い
て
考
察
す
る
も
の
で
あ
る
。

一
、「
あ
え
か
」
の
用
例

　
『
源
氏
物
語
』
に
お
い
て
、「
あ
え
か
」
は
十
八
例
の
用
例
が
あ
注
１り

、『
紫

式
部
日
記
』
に
も
三
例
の
用
例
が
あ
注
２る
。
源
氏
成
立
以
前
の
主
要
な
か
な

文
学
作
品
と
い
え
ば
、
韻
文
で
は
『
万
葉
集
』、『
古
今
和
歌
集
』、『
後
撰

和
歌
集
』、『
拾
遺
和
歌
集
』、
散
文
で
は
『
竹
取
物
語
』、『
伊
勢
物
語
』、

『
土
佐
日
記
』、『
大
和
物
語
』、『
平
中
物
語
』、『
う
つ
ほ
物
語
』、『
蜻
蛉

日
記
』、『
落
窪
物
語
』、『
枕
草
子
』
が
挙
げ
ら
れ
る
が
、
各
索
引
本
を
調

べ
て
も
こ
れ
ら
の
作
品
に
お
い
て
「
あ
え
か
」
と
い
う
言
葉
を
見
出
す
こ

と
は
で
き
な
い
。
前
田
富
祺
は
「
甦
え
る
古
語
│
「
あ
え
か
」
の
場
注
３合
」

に
お
い
て
、
源
氏
以
後
の
作
品
に
「
あ
え
か
」
の
使
用
例
が
多
く
な
る
こ

と
に
着
目
し
、

『
枕
草
子
』
で
は
一
例
も
使
わ
れ
て
い
な
い
の
に
、
そ
の
四
分
の
一

ほ
ど
の
語
彙
量
し
か
な
い
『
紫
式
部
日
記
』
に
三
例
も
使
わ
れ
て
い

る
こ
と
は
偶
然
の
結
果
と
は
思
わ
れ
な
い
。「
あ
え
か
」
は
『
源
氏

『
源
氏
物
語
』
に
お
い
て
「
あ
え
か
」
と
い
う
言
葉
が
果
た
し
た
役
割

　

吉

村

研

一

﹇
キ
ー
ワ
ー
ド　

①
あ
え
か　

②
に
ほ
ひ
や
か　

③
夕
顔　

④
女
三
宮
﹈
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物
語
』
と
『
紫
式
部
日
記
』
と
に
突
然
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
か

に
見
え
る
。「
あ
え
か
」
は
紫
式
部
の
愛
用
語
だ
っ
た
か
と
思
わ
れ

る
の
で
あ
る
。

と
述
べ
て
い
る
が
、
少
な
く
と
も
こ
の
時
代
に
遍
く
日
常
的
に
は
用
い
ら

れ
て
い
な
か
っ
た
言
葉
を
、『
源
氏
物
語
』
が
物
語
内
に
少
な
か
ら
ず
取

り
込
ん
だ
の
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

　

さ
て
ま
ず
『
源
氏
物
語
』
に
内
在
す
る
こ
の
「
あ
え
か
」
の
意
味
に
つ

い
て
分
析
し
て
み
た
い
。
全
十
八
例
の
用
例
を
本
稿
で
は
便
宜
上
以
下
の

①
〜
⑤
よ
う
に
五
種
類
に
分
別
し
て
考
察
し
て
み
る
。
こ
の
十
八
例
は
す

べ
て
女
君
の
容
態
を
表
現
す
る
言
葉
と
し
て
用
い
ら
れ
、
男
君
の
容
態
に

用
い
ら
れ
る
例
は
な
い
。

①　

自
然
物
の
様
子
に
喩
え
て
女
の
容
態
を
表
現
（
全
一
例
）

　

こ
の
一
例
は
雨
世
の
品
定
め
に
お
け
る
、
左
馬
頭
の
体
験
談
中
に
用
い

ら
れ
る
。

ア 

「（
前
略
）
御
心
の
ま
ま
に
折
ら
ば
落
ち
ぬ
べ
き
萩
の
露
、
拾
は
ば
消

え
な
む
と
見
ゆ
る
玉
笹
の
上
の
霰
な
ど
の
、
艶
に
あ
え
か
な
る
す
き

ず
き
し
さ
の
み
こ
そ
を
か
し
く
思
さ
る
ら
め
、
い
ま
、
さ
り
と
も
七

年
あ
ま
り
が
ほ
ど
に
思
し
知
り
は
べ
な
む
。
な
に
が
し
が
い
や
し
き

諌
め
に
て
、
す
き
た
わ
ら
む
女
に
心
お
か
せ
た
ま
へ
。（
後
略
）」

 

＊
（
箒
木　

八
〇
頁
）

＊ 

『
源
氏
物
語
』
の
引
用
は
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
』（
小
学
館
）

よ
り
。

　

こ
こ
で
の
「
あ
え
か
」
は
、
萩
に
か
か
る
露
が
手
折
れ
ば
落
ち
て
し
ま

い
そ
う
な
様
子
、
笹
の
葉
の
上
の
霰
が
手
を
触
れ
れ
ば
消
え
て
し
ま
う
よ

う
な
様
子
の
よ
う
に
、
は
か
な
く
危
な
っ
か
し
い
様
子
を
表
現
し
て
い
る
。

た
だ
し
左
馬
頭
は
、
そ
の
よ
う
な
艶
っ
ぽ
く
「
あ
え
か
」
な
風
流
事
は
趣

が
あ
る
よ
う
に
見
え
る
が
、
実
は
用
心
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
言
っ
て

い
る
の
で
あ
る
。
七
年
も
経
て
ば
分
か
る
で
し
ょ
う
が
、「
す
き
た
わ
ら

む
」
女
と
の
恋
に
は
気
を
付
け
な
さ
い
と
、
ま
だ
世
間
知
ら
ず
の
若
い
光

源
氏
に
注
意
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
「
す
き
た
わ
ら
む
」
と
は
「
色
っ

ぽ
く
し
な
や
か
に
曲
が
る
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
が
、「
艶
に
あ
え
か
な

る
す
き
ず
き
し
さ
」
と
重
な
っ
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
で
あ
ろ
う
。

よ
っ
て
、
こ
の
「
あ
え
か
」
は
直
接
的
に
は
「
露
や
霰
の
触
れ
れ
ば
落
ち

る
よ
う
な
さ
ま
」
を
表
現
し
て
い
る
が
、
実
は
そ
う
い
っ
た
恋
、
さ
ら
に

は
そ
う
い
っ
た
女
の
比
喩
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
り
、
間

接
的
に
「
女
の
容
態
」
を
表
現
し
て
い
る
。

②　

明
石
の
姫
君
の
幼
さ
ゆ
え
の
壊
れ
そ
う
な
様
子
（
全
三
例
）

イ 

（
紫
の
上
）「
こ
の
を
り
に
添
へ
た
て
ま
つ
り
た
ま
へ
。
ま
だ
い
と
あ

え
か
な
る
ほ
ど
も
う
し
ろ
め
た
き
に
、
さ
ぶ
ら
ふ
人
と
て
も
、
若
々

し
き
の
み
こ
そ
多
か
れ
。（
後
略
）」 

（
藤
裏
葉　

四
四
九
）

　

こ
れ
は
入
内
す
る
明
石
の
姫
君
が
ま
だ
十
一
歳
と
幼
く
、
そ
の
幼
さ
ゆ

え
の
壊
れ
そ
う
な
様
子
を
、
紫
の
上
が
心
配
し
て
そ
の
後
見
役
に
明
石
の

君
を
付
き
添
わ
せ
た
方
が
い
い
と
意
見
す
る
場
面
。

ウ 
ま
だ
い
と
あ
え
か
な
る
御
ほ
ど
に
、
い
と
ゆ
ゆ
し
く
ぞ
誰
も
誰
も
思

す
ら
む
か
し
。 

（
若
菜
上　

八
六
）

エ 

ま
だ
い
と
あ
え
か
な
る
御
ほ
ど
に
い
か
に
お
は
せ
む
と
か
ね
て
思
し

騒
ぐ
に
、
二
月
ば
か
り
よ
り
、
あ
や
し
く
御
気
色
か
は
り
て
な
や
み

た
ま
ふ
に
御
心
ど
も
騒
ぐ
べ
し
。 

（
若
菜
上　

一
〇
三
）
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ウ
、
エ
は
、
い
ず
れ
も
懐
妊
し
た
明
石
の
姫
君
が
ま
だ
た
い
そ
う
幼
す

ぎ
る
の
で
（
ウ
は
十
二
歳
、
エ
は
十
三
歳
）、
周
囲
の
皆
が
そ
の
出
産
が

ど
う
な
る
こ
と
か
と
心
配
し
て
い
る
場
面
で
あ
る
。
よ
っ
て
こ
こ
で
の
三

例
の
「
あ
え
か
」
と
も
、
明
石
の
姫
君
が
女
と
し
て
発
散
す
る
容
態
を
表

現
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
直
面
し
て
い
る
大
事
に
耐
え
う
る
に
は
、

明
石
の
姫
君
が
あ
ま
り
に
年
少
で
あ
り
、
周
囲
の
者
が
危
な
っ
か
し
い
と

見
て
い
る
の
で
あ
る
。
明
石
の
姫
君
が
「
あ
え
か
」
な
女
君
と
い
う
こ
と

で
は
な
い
。

③　

紫
の
上
が
病
に
落
ち
て
衰
弱
し
た
様
子
（
全
一
例
）

オ 

い
た
う
わ
づ
ら
ひ
た
ま
ひ
し
御
心
地
の
後
、
い
と
あ
つ
し
く
な
り
た

ま
ひ
て
、（
中
略
）
年
月
重
な
れ
ば
、
頼
も
し
げ
な
く
、
い
と
ど
あ

え
か
に
な
り
ま
さ
り
た
ま
へ
る
を
、
院
（
源
氏
）
の
思
ほ
し
嘆
く
こ

と
限
り
な
し
。 

（
御
法
四
九
三
）

　

こ
れ
は
紫
の
上
が
通
常
の
状
態
で
は
な
く
、
重
い
病
に
落
ち
て
の
衰
弱

ぶ
り
を
描
写
し
て
の
も
の
で
あ
る
。
こ
の
年
の
八
月
に
紫
の
上
は
亡
く
な

る
の
で
あ
り
、
こ
の
「
あ
え
か
」
は
ま
さ
に
回
復
の
見
込
み
の
な
い
弱
々

し
さ
を
強
調
し
た
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
も
紫
の
上
の
本
来
の
容
態
が
「
あ

え
か
」
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。

④　

否
定
形
で
の
表
現
（
全
二
例
）

カ 

世
の
中
を
ま
だ
思
ひ
知
ら
ぬ
ほ
ど
よ
り
は
さ
れ
ば
み
た
る
方
に
て
、

あ
え
か
に
も
思
ひ
ま
ど
は
ず
。 

（
空
蝉　

一
二
五
）

キ 

さ
さ
や
か
に
あ
え
か
に
な
ど
は
あ
ら
で
、
よ
き
ほ
ど
に
な
り
あ
ひ
た

る
心
地
し
た
ま
へ
る
を
、 

（
宿
木　

四
〇
五
）

　

カ
は
軒
端
荻
が
い
き
な
り
源
氏
と
契
る
よ
う
な
こ
と
に
な
っ
て
も
、

「
あ
え
か
に
」
う
ろ
た
え
る
こ
と
は
な
か
っ
た
、
と
い
う
源
氏
の
印
象
で

あ
り
、
キ
は
匂
宮
の
妻
と
な
っ
た
六
の
君
の
様
相
が
、
小
さ
く
「
あ
え
か
」

で
は
な
く
て
、
女
っ
ぽ
く
成
熟
し
て
い
る
と
匂
宮
が
思
う
場
面
で
あ
る
。

カ
の
「
あ
え
か
」
は
精
神
的
な
弱
々
し
さ
を
表
し
て
い
て
、
軒
端
荻
は
そ

う
で
は
な
か
っ
た
と
否
定
し
て
い
る
。
ま
た
キ
の
「
あ
え
か
」
は
肉
体
的

に
き
ゃ
し
ゃ
な
様
子
を
表
現
し
て
い
て
、
六
の
君
は
や
は
り
そ
う
で
は
な

か
っ
た
こ
と
を
描
写
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
よ
う
に
こ
の
二
人
の
女
君
が

「
あ
え
か
」
で
は
な
い
と
わ
ざ
わ
ざ
否
定
形
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
は

注
意
し
て
よ
く
、
特
に
カ
の
軒
端
荻
の
否
定
形
に
つ
い
て
は
特
別
な
意
味

を
持
っ
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
、
こ
れ
に
関
し
て
は
後
述
す
る
。

⑤　

女
と
し
て
発
散
す
る
容
態
を
表
現
（
全
十
一
例
）

　

こ
の
十
一
例
は
す
べ
て
女
君
が
幼
少
で
も
な
く
、
重
い
病
に
患
っ
て
い

る
状
態
で
も
な
く
、
平
常
時
に
お
い
て
「
あ
え
か
」
な
る
描
写
が
と
ら
れ

て
い
る
ケ
ー
ス
で
あ
る
。
い
わ
ば
女
君
が
女
と
し
て
発
散
さ
せ
て
い
る

「
あ
え
か
」
さ
で
あ
る
。
そ
れ
が
本
来
備
わ
っ
て
い
る
「
あ
え
か
」
な
の
か
、

偽
り
の
「
あ
え
か
」
な
の
か
は
別
と
し
て
、
少
な
く
と
も
そ
の
よ
う
に
語

ら
れ
て
い
る
女
君
が
物
語
中
に
五
人
登
場
す
る
。
以
下
に
女
君
と
そ
の
用

例
数
を
巻
順
に
書
き
出
す
。

夕
顔　
　
　

二
例

秋
好
中
宮　

二
例

女
三
宮　
　

四
例

落
葉
の
宮　

一
例

大
君　
　
　

二
例

　

こ
れ
ら
五
人
の
「
あ
え
か
」
ぶ
り
に
つ
い
て
は
、
章
を
改
め
て
次
章
で
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考
察
す
る
。

二
、  

五
人
の
女
君
達
の
「
あ
え
か
」
ぶ
り
、
及
び
対
比
さ
れ
る
女

君

【
夕　

顔
】

ク 

白
き
袷
、
薄
色
の
な
よ
よ
か
な
る
を
重
ね
て
、
は
な
や
か
な
ら
ぬ
姿

ら
う
た
げ
に
あ
え
か
な
る
心
ち
し
て
、
そ
こ
と
と
り
た
て
て
す
ぐ
れ

た
る
こ
と
も
な
け
れ
ど
、
細
や
か
に
た
を
た
を
と
し
て
、
も
の
う
ち

言
ひ
た
る
け
は
ひ
あ
な
心
苦
し
と
、
た
だ
い
と
ら
う
た
く
見
ゆ
。

 

（
夕
顔
一
五
七
）

　

こ
れ
は
源
氏
が
夕
顔
を
見
た
印
象
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
有
様
は
、

「
は
な
や
か
」
で
は
な
く
、「
ら
う
た
げ
」
で
「
細
や
か
」
で
「
た
を
た
を
」

と
し
て
、
も
の
を
言
う
気
配
も
痛
々
し
い
と
い
う
も
の
。
そ
の
よ
う
な
夕

顔
を
源
氏
は
「
あ
え
か
」
に
感
じ
ら
れ
て
、
た
い
そ
う
可
愛
ら
し
く
、
い

じ
ら
し
く
思
っ
た
と
語
ら
れ
て
い
る
。「
は
な
や
か
な
ら
ぬ
」
と
否
定
形

に
な
っ
て
い
る
よ
う
に
、「
あ
え
か
」
は
「
は
な
や
か
」
と
は
対
蹠
的
に
、

「
ら
う
た
げ
」、「
細
や
か
」、「
た
を
た
を
」
と
は
重
ね
合
わ
せ
て
用
い
ら

れ
て
い
る
。

ケ 

（
源
氏
）「
年
齢
は
幾
つ
に
か
も
の
し
た
ま
ひ
し
。
あ
や
し
く
世
の
人

に
似
ず
、
あ
え
か
に
見
え
た
ま
ひ
し
も
、
か
く
長
か
る
ま
じ
く
て
な

り
け
り
」 

（
夕
顔　

一
八
七
）

　

こ
れ
は
夕
顔
が
亡
く
な
っ
た
後
に
、
夕
顔
の
身
近
に
仕
え
て
い
た
右
近

に
対
し
て
源
氏
が
夕
顔
の
年
齢
を
尋
ね
る
場
面
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
「
あ

や
し
く
」、「
世
の
人
に
似
ず
」
が
「
あ
え
か
」
と
重
ね
ら
れ
て
使
用
さ
れ
、

そ
う
い
っ
た
記
憶
と
と
も
に
「
あ
え
か
」
だ
っ
た
夕
顔
の
様
子
が
源
氏
に

蘇
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
短
命
だ
っ
た
こ
と
も
「
あ
え
か
」
な
る

夕
顔
の
運
命
だ
と
源
氏
は
思
い
巡
ら
す
。
源
氏
に
と
っ
て
夕
顔
と
は
い
じ

ら
し
く
も
可
愛
く
も
は
か
な
い
女
性
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
夕
顔
が
死
ん
だ

年
は
十
九
歳
だ
っ
た
。

　

た
だ
し
、
断
っ
て
お
く
が
、
本
稿
は
決
し
て
こ
の
「
あ
え
か
」
ぶ
り
を

捉
え
て
女
君
た
ち
の
本
質
を
分
析
し
よ
う
と
し
た
り
、
そ
の
人
物
造
型
に

立
ち
入
っ
て
作
品
全
体
の
人
間
関
係
ま
で
を
論
じ
よ
う
と
す
る
も
の
で
は

な
い
。
あ
く
ま
で
も
「
あ
え
か
」
と
い
う
言
葉
に
視
点
を
定
め
て
、
そ
の

概
念
を
確
認
し
て
、「
あ
え
か
」
と
い
う
言
葉
が
物
語
内
で
ど
の
よ
う
な

役
割
を
果
た
し
た
か
に
つ
い
て
考
察
す
る
も
の
で
あ
る
。
夕
顔
に
し
て
も

そ
の
性
格
は
さ
ま
ざ
ま
な
角
度
か
ら
研
究
さ
れ
、「
純
粋
無
垢
、
従
順
、

無
邪
気
、
自
我
が
な
く
受
動
的
」
と
い
っ
た
主
体
性
の
弱
い
タ
イ
プ
と
位

置
付
け
る
注
４側
と
、
今
井
源
衛
の
よ
う
に
「
一
見
彼
女
（
夕
顔
）
は
ナ
イ
ー

ブ
に
も
無
心
に
も
見
え
た
け
れ
ど
も
、
そ
の
心
の
奥
に
は
、
三
位
中
将
の

遺
児
と
い
う
誇
り
の
為
で
あ
ろ
う
か
、
そ
の
理
由
は
と
も
か
く
も
、
一
人

の
女
の
意
気
地
、
あ
る
い
は
し
た
た
か
な
心
の
張
り
が
あ
っ
注
５た

」
と
強
い

自
己
が
あ
っ
た
と
分
析
す
る
注
６側
が
あ
り
、
い
ま
だ
に
ど
ち
ら
と
も
定
ま
っ

て
は
い
な
い
し
、
本
稿
は
そ
う
い
っ
た
議
論
に
は
立
ち
入
ら
な
い
。
本
稿

が
取
り
上
げ
る
の
は
、
あ
く
ま
で
も
源
氏
の
目
に
映
る
夕
顔
の
容
態
が

「
あ
え
か
」
で
あ
っ
た
と
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。

　

さ
て
、
こ
こ
で
夕
顔
の
容
態
と
対
比
さ
れ
る
べ
き
が
当
時
源
氏
の
正
妻

で
あ
っ
た
葵
の
上
で
あ
る
。
葵
の
上
も
夕
霧
を
産
ん
で
間
も
な
く
二
十
六

歳
で
亡
く
な
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
葵
の
上
に
は
「
あ
え
か
」
と
い
う
表
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現
は
一
切
と
ら
れ
て
い
な
い
。
源
氏
と
し
て
も
葵
の
上
に
は
そ
の
よ
う
な

印
象
を
全
く
抱
い
て
い
な
い
。
葵
の
上
の
容
態
を
示
し
た
本
文
を
引
用
し

て
み
よ
う
。（「
あ
え
か
」
と
い
う
語
を
含
ま
な
い
引
用
文
は
英
字
を
付
す
。）

ａ 

人
の
け
は
ひ
も
、
け
ざ
や
か
に
気
高
く
、
乱
れ
た
る
と
こ
ろ
ま
じ
ら

ず
、（
中
略
）
あ
ま
り
う
る
は
し
き
御
あ
り
さ
ま
の
、
と
け
が
た
く

恥
づ
か
し
げ
に
（
源
氏
ハ
）
思
ひ
し
づ
ま
り
た
ま
へ
る
を
、

 

（
箒
木　

九
一
）

ｂ 

絵
に
描
き
た
る
も
の
の
姫
君
の
や
う
に
し
す
ゑ
ら
れ
て
、
う
ち
み
じ

ろ
き
た
ま
ふ
こ
と
も
か
た
く
、
う
る
は
し
う
て
も
の
し
た
ま
へ
ば
、

（
中
略
）
後
目
に
見
お
こ
せ
た
ま
へ
る
ま
み
、
い
と
恥
づ
か
し
げ
に
、

気
高
う
う
つ
く
し
げ
な
る
御
容
貌
な
り
。 

（
若
紫　

二
二
六
〜
七
）

ｃ 

四
年
ば
か
り
が
こ
の
か
み
に
お
は
す
れ
ば
、
う
ち
す
ぐ
し
恥
づ
か
し

げ
に
、
盛
り
に
と
と
の
ほ
り
て
（
源
氏
ハ
）
見
え
た
ま
ふ
。

 
（
紅
葉
賀　

三
二
三
）

そ
の
容
態
は
「
け
ざ
や
か
」
で
「
気
高
く
」
て
、「
乱
れ
た
る
と
こ
ろ
」

も
な
く
、「
う
る
は
し
く
」（
端
正
、
端
厳
な
様
注
７子

）、「
と
と
の
ほ
り
」
て

い
て
、
絵
に
描
か
れ
た
姫
君
の
よ
う
で
あ
っ
た
と
い
う
。
い
ず
れ
も
「
あ

え
か
」
と
は
重
な
ら
な
い
、
対
蹠
的
と
思
わ
れ
る
形
容
で
あ
る
。
そ
し
て

こ
の
ａ
ｂ
ｃ
三
例
に
共
通
し
て
い
る
こ
と
は
、
源
氏
に
と
っ
て
四
歳
年
上

の
葵
の
上
は
「
恥
づ
か
し
げ
」
な
存
在
で
あ
っ
た
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
い

る
と
い
う
こ
と
だ
。
つ
ま
り
源
氏
が
気
お
く
れ
す
る
よ
う
な
立
派
な
存
在

で
あ
り
、「
あ
え
か
」
に
映
っ
た
夕
顔
と
は
異
質
な
容
態
に
描
か
れ
て
い
る
。

【
秋
好
中
宮
（
梅
壺
女
御
）】

　

同
じ
よ
う
に
年
上
の
女
君
で
も
冷
泉
帝
が
受
け
た
秋
好
中
宮
の
印
象
は

葵
の
上
と
は
全
く
違
う
も
の
で
あ
る
。
コ
は
入
内
し
て
き
た
秋
好
に
初
め

て
冷
泉
帝
が
会
う
場
面
で
あ
る
。

コ 

人
知
れ
ず
、
大
人
は
恥
づ
か
し
う
や
あ
ら
む
と
（
冷
泉
帝
ハ
）
思
し

け
る
を
、
い
た
う
夜
更
け
て
（
秋
好
ハ
）
参
上
り
た
ま
へ
り
、
い
と

つ
つ
ま
し
げ
に
お
ほ
ど
か
に
て
、
さ
さ
や
か
に
あ
え
か
な
る
け
は
ひ

の
し
た
ま
へ
れ
ば
、
い
と
を
か
し
と
思
し
け
り
。

 

（
絵
合　

三
七
三
）

　

冷
泉
帝
は
秋
好
が
九
歳
も
年
上
で
あ
り
、
さ
ぞ
や
こ
ち
ら
が
恥
ず
か
し

く
な
る
よ
う
な
立
派
で
堅
苦
し
い
存
在
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
た
が
、

そ
う
で
は
な
く
、「
あ
え
か
」
な
感
じ
で
あ
っ
た
の
で
、
た
い
そ
う
好
ま

し
く
映
っ
た
と
い
う
。
こ
こ
で
「
あ
え
か
」
と
重
な
る
言
葉
は
「
つ
つ
ま

し
げ
」、「
お
ほ
ど
か
」、「
さ
さ
（
細
）
や
か
」
で
、「
あ
え
か
」
の
概
念

を
形
成
し
て
い
る
。

　

ま
た
、
源
氏
も
恋
情
を
抱
き
、
危
う
く
手
を
出
し
そ
う
に
な
っ
た
秋
好

中
宮
で
あ
っ
た
が
、

サ 

（
源
氏
）「
あ
や
し
く
あ
え
か
に
お
は
す
る
宮
な
り
、
女
ど
ち
は
、
も

の
恐
ろ
し
く
思
し
ぬ
べ
か
り
つ
る
夜
の
さ
ま
な
れ
ば
、
げ
に
お
ろ
か

な
り
と
も
思
い
て
む
」 

（
野
分　

二
七
五
）

と
、
源
氏
か
ら
も
、「
あ
や
し
」
く
「
あ
え
か
」
な
女
と
し
て
見
ら
れ
て

い
た
こ
と
が
語
ら
れ
、「
あ
や
し
」
と
い
う
言
葉
が
「
あ
え
か
」
と
重
ね

ら
れ
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。

　

一
方
、
冷
泉
帝
か
ら
見
て
、
秋
好
中
宮
と
比
較
さ
れ
る
の
が
、
秋
好
よ
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り
二
年
前
に
入
内
し
て
い
た
左
大
臣
家
の
弘
徽
殿
女
御
で
あ
る
。
入
内
当

時
弘
徽
殿
女
御
十
二
歳
、
冷
泉
帝
十
一
歳
で
、
年
齢
が
近
い
こ
と
も
あ
り
、

気
兼
ね
な
く
親
し
く
し
て
い
た
が
、
そ
の
弘
徽
殿
女
御
が
成
長
し
て
一
九

歳
に
な
っ
た
と
き
の
容
態
は
、

ｄ 

こ
の
御
あ
り
さ
ま
は
こ
ま
か
に
を
か
し
げ
さ
は
な
く
て
、
い
と
あ
て

に
澄
み
た
る
も
の
の
、
な
つ
か
し
き
さ
ま
添
ひ
て
、
お
も
し
ろ
き
梅

の
花
の
開
け
さ
し
た
る
朝
ぼ
ら
け
お
ぼ
え
て
、
残
り
多
か
り
げ
に
ほ

ほ
笑
み
た
ま
へ
る
ぞ
、
人
に
こ
と
な
り
け
る
と
（
父
・
内
大
臣
ハ
）

見
た
て
ま
つ
り
た
ま
ふ
。 

（
常
夏　

二
四
二
）

と
あ
る
よ
う
に
、
こ
ま
や
か
な
美
し
さ
は
な
い
が
、
気
品
が
高
く
て
、

「
す
っ
き
り
」
と
し
て
い
て
、
そ
れ
で
い
て
「
優
し
く
親
し
み
や
す
い
」、

と
い
っ
た
タ
イ
プ
で
、「
あ
え
か
」
で
表
現
さ
れ
る
秋
好
と
は
ま
た
異
な
っ

た
容
態
に
描
き
分
け
ら
れ
て
い
る
。

【
女
三
宮
】

　

女
三
宮
こ
そ
「
あ
え
か
」
が
最
も
似
合
う
女
性
か
も
し
れ
な
い
。
藤
田

加
代
は
「
あ
え
か
」
を
女
三
宮
造
型
上
の
重
要
な
言
葉
と
し
て
位
置
注
８

、
９

付
け
、

こ
の
言
葉
が
、「
状
況
に
流
さ
れ
、
抗
す
る
べ
く
も
な
く
蹂
躙
さ
れ
、
懐

妊
し
、
密
事
が
露
頭
し
、
た
だ
恐
れ
怯
え
、
や
が
て
壊
れ
て
ゆ
く
彼
女
の

生
の
形
を
見
事
に
刻
み
出
す
」
と
分
析
す
る
。
女
三
宮
に
は
、
以
下
に
挙

げ
る
シ
、
ス
、
セ
、
ソ
の
四
例
と
い
う
他
の
女
君
と
比
べ
て
最
も
多
い
用

例
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

シ 

女
宮
は
、
い
と
ら
う
た
げ
に
幼
き
さ
ま
に
て
、
御
し
つ
ら
ひ
な
ど
の

こ
と
ご
と
し
く
、
よ
だ
け
く
、
う
る
は
し
き
に
、
み
づ
か
ら
は
何
心

も
な
く
も
の
は
か
な
き
御
ほ
ど
に
て
、
い
と
御
衣
が
ち
に
、
身
も
な

く
あ
え
か
な
り
。 

（
若
菜
上
七
三
）

　

こ
の
と
き
は
ま
だ
六
条
院
に
降
嫁
し
て
き
た
ば
か
り
で
も
あ
り
、
幼
さ

ゆ
え
の
い
た
し
か
た
な
い
「
あ
え
か
」
ぶ
り
、
だ
と
解
釈
し
て
は
い
け
な

い
。
前
述
し
た
が
、
明
石
の
姫
君
が
十
二
歳
と
い
う
幼
さ
で
懐
妊
し
た
こ

と
を
、
周
囲
の
者
た
ち
が
ま
だ
い
と
「
あ
え
か
」
な
の
で
危
な
っ
か
し
い
、

と
表
現
し
た
そ
の
「
あ
え
か
」
と
は
本
質
的
に
異
な
る
の
で
あ
る
。
分
か

り
や
す
く
比
較
す
る
と
、
当
時
の
明
石
の
姫
君
の
懐
妊
は
「
幼
す
ぎ
て

痛
々
し
い
」
の
で
あ
り
、
こ
の
と
き
の
女
三
宮
は
「
痛
々
し
い
ま
で
に
幼

稚
」
な
の
で
あ
る
。
ま
ず
、
す
で
に
十
四
〜
五
歳
で
あ
り
、
当
時
の
女
性

と
し
て
は
、
結
婚
す
る
の
に
十
分
な
年
齢
で
あ
る
。
そ
し
て
女
君
と
し
て

そ
れ
な
り
の
わ
き
ま
え
を
持
っ
て
い
て
し
か
る
べ
き
皇
女
と
い
う
身
分
柄

で
も
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
六
条
院
に
降
嫁
し
て
き
た
女
三
宮
の
部
屋

は
「
こ
と
ご
と
し
く
」（
仰
々
し
く
）、「
よ
だ
け
く
」（
も
の
も
の
し
く
）、

「
う
る
は
し
く
」（
端
正
、
端
厳
に
）
し
つ
ら
え
て
あ
る
の
に
、
そ
こ
に
入

る
女
三
宮
が
「
ら
う
た
げ
」
に
「
幼
き
さ
ま
」
で
、「
何
心
も
な
く
」、「
も

の
は
か
な
き
」（
頼
り
な
い
）
様
子
で
、
御
衣
に
埋
も
れ
て
し
ま
う
よ
う

に
「
身
も
な
し
」（
き
ゃ
し
ゃ
）
と
、
そ
の
「
あ
え
か
」
ぶ
り
を
描
写
し

て
い
る
。
部
屋
の
立
派
な
様
子
と
女
三
宮
の
「
あ
え
か
」
さ
が
対
比
さ
れ

る
と
い
う
独
特
の
表
現
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
対
比
か
ら
、
言
葉
と
し
て

は
「
こ
と
ご
と
し
」、「
よ
だ
け
し
」、「
う
る
は
し
」
が
「
あ
え
か
」
と
は

対
蹠
的
に
用
い
ら
れ
、「
も
の
は
か
な
し
」、「
身
も
な
し
」
な
ど
が
重
ね

ら
れ
て
使
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
理
解
で
き
る
。
ま
た
、
以
下
の
ス
、
セ

は
女
三
宮
が
二
十
一
〜
二
歳
と
い
う
女
盛
り
と
も
い
う
べ
き
年
齢
の
容
態
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で
あ
る
。

ス 
二
十
一
二
ば
か
り
に
な
り
た
ま
へ
ど
、
な
ほ
い
と
い
み
じ
く
片
な
り

に
き
び
は
な
る
心
地
し
て
、
細
く
あ
え
か
に
う
つ
く
し
く
の
み
見
え

た
ま
ふ
。 

（
若
菜
下
一
八
四
）

セ 

宮
の
御
方
を
（
源
氏
ガ
）
の
ぞ
き
た
ま
へ
れ
ば
、
人
よ
り
け
に
小
さ

く
う
つ
く
し
げ
に
て
、
た
だ
御
衣
の
み
あ
る
心
地
す
。
に
ほ
ひ
や
か

な
る
方
は
後
れ
て
、
た
だ
い
と
あ
て
や
か
に
を
か
し
く
、
二
月
の
中

の
十
日
ば
か
り
の
青
柳
の
わ
づ
か
に
し
だ
り
は
じ
め
た
ら
む
心
地
し

て
、
鶯
の
羽
風
に
も
乱
れ
ぬ
べ
く
あ
え
か
に
見
え
た
ま
ふ
。

 

（
若
菜
下
一
九
一
）

　

ス
も
セ
も
源
氏
が
女
三
宮
を
見
た
印
象
が
描
か
れ
て
い
る
。
ス
は
こ
の

年
齢
で
あ
り
な
が
ら
未
成
熟
な
女
君
を
気
に
か
け
る
源
氏
の
心
情
が
描
き

出
さ
れ
る
が
、「
片
な
り
」、「
き
び
は
」（
幼
少
）、「
細
く
」（
痩
せ
て
い
て
）

が
「
あ
え
か
」
と
重
ね
ら
れ
て
い
て
、
そ
れ
で
も
「
う
つ
く
し
く
」（
可

愛
ら
し
く
）
源
氏
に
映
っ
て
い
る
こ
と
を
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
。

　

セ
は
源
氏
が
女
性
美
と
い
う
観
点
か
ら
、
女
三
宮
の
容
態
を
明
石
の
女

御
と
紫
の
上
と
比
較
す
る
場
面
で
あ
る
。
女
三
宮
は
小
さ
く
て
可
愛
い
が
、

「
に
ほ
ひ
や
か
」
で
は
な
く
、
気
品
が
あ
っ
て
「
を
か
し
く
」
て
「
あ
え
か
」

で
あ
る
と
表
現
し
て
い
る
。
そ
の
「
あ
え
か
」
ぶ
り
を
二
月
中
旬
の
青
柳

の
枝
の
垂
れ
は
じ
め
た
様
子
に
喩
え
、
鶯
の
か
す
か
な
羽
音
に
さ
え
心
が

乱
れ
て
し
ま
う
よ
う
な
弱
々
し
さ
だ
と
語
ら
れ
て
い
る
。
一
方
、
明
石
の

女
御
は
「
同
じ
や
う
な
る
御
な
ま
め
き
姿
の
い
ま
す
こ
し
に
ほ
ひ
加
わ
り

て
」（
若
菜
下　

一
九
二
）
と
、
女
三
宮
よ
り
は
少
し
「
に
ほ
ひ
や
か
」

と
表
現
さ
れ
、
藤
の
花
に
喩
え
ら
れ
て
い
る
。
紫
の
上
に
至
っ
て
は
「
大

き
さ
な
ど
よ
き
ほ
ど
に
様
体
あ
ら
ま
ほ
し
く
、
あ
た
り
に
に
ほ
ひ
満
ち
た

る
心
地
し
て
」（
若
菜
下　

一
九
二
）
と
、「
に
ほ
ひ
や
か
」
さ
が
あ
た
り

一
面
に
満
ち
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
て
、
花
に
喩
え
る
な
ら
桜
よ
り
も

さ
ら
に
す
ぐ
れ
て
い
る
、
と
称
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
表
現
か
ら
、

「
あ
え
か
」
な
る
女
に
は
「
に
ほ
ひ
」（
映
発
す
る
よ
う
な
つ
や
や
か
さ
、

光
沢
を
お
び
た
華
麗
10
注美
）
が
な
く
、「
あ
え
か
」
の
対
蹠
語
と
し
て
、「
に

ほ
ひ
や
か
」
と
い
う
言
葉
が
浮
か
び
上
が
る
。

　

ま
た
、
ソ
は
柏
木
と
の
密
通
の
後
の
源
氏
か
ら
見
た
女
三
宮
の
様
相
で

あ
る
。

ソ 

院
（
源
氏
）
は
、
心
憂
し
と
思
ひ
き
こ
え
た
ま
ふ
方
こ
そ
あ
れ
、
い

と
ら
う
た
げ
に
あ
え
か
な
る
さ
ま
し
て
、
か
く
な
や
み
わ
た
り
た
ま

ふ
を
、
い
か
に
お
は
せ
む
と
嘆
か
し
く
て
、
さ
ま
ざ
ま
に
思
し
嘆
く
。

 

（
若
菜
下　

二
六
六
）

　

こ
の
と
き
の
女
三
宮
は
、
柏
木
と
の
密
通
が
露
見
し
た
こ
と
に
よ
る
心

労
が
重
な
っ
て
い
て
、
痛
々
し
い
と
も
見
る
べ
き
で
あ
る
。
源
氏
は
密
通

に
つ
い
て
は
心
憂
し
と
思
い
な
が
ら
も
、
一
方
で
は
、
そ
の
「
ら
う
た
げ
」

で
「
あ
え
か
」
な
様
子
を
見
る
に
つ
け
て
も
女
三
宮
に
憎
悪
を
抱
く
こ
と

が
で
き
な
い
。
こ
こ
で
は
「
ら
う
た
げ
」
が
「
あ
え
か
」
と
重
な
っ
て
用

い
ら
れ
、
源
氏
の
心
情
に
強
く
訴
え
か
け
て
い
る
。

【
落
葉
の
宮
】

　

タ
は
夕
霧
が
突
然
に
小
野
を
訪
問
し
、
障
子
の
隙
間
か
ら
落
葉
の
宮
の

様
子
を
垣
間
見
る
場
面
で
あ
る
。

タ 

人
の
御
あ
り
さ
ま
の
、
な
つ
か
し
う
あ
て
に
な
ま
め
い
た
ま
へ
る
こ
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と
、
さ
は
い
え
ど
こ
と
に
見
ゆ
。
世
と
と
も
に
も
の
を
思
ひ
た
ま
ふ

け
に
や
、
痩
せ
痩
せ
に
あ
え
か
な
る
心
地
し
て 

（
夕
霧　

四
〇
七
）

　

夕
霧
に
と
っ
て
、
初
め
て
見
た
落
葉
の
宮
は
、「
あ
て
」（
気
品
が
あ
り
）

で
、「
な
ま
め
い
」（
優
雅
で
）
て
い
て
、
想
像
し
て
い
た
よ
り
は
美
し
く

思
わ
れ
た
。
と
同
時
に
、
痩
せ
て
ほ
っ
そ
り
と
し
て
い
て
「
あ
え
か
」
に

感
じ
ら
れ
た
と
い
う
。「
痩
せ
痩
せ
」
が
「
あ
え
か
」
と
重
ね
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
「
あ
え
か
」
さ
は
夕
霧
の
正
妻
で
あ
る
雲
居
雁
と
比
較
さ
れ
て
い
い
。

ｅ 

上
（
雲
居
雁
）
も
御
殿
油
近
く
取
り
寄
せ
さ
せ
た
ま
て
、
耳
は
さ
み

し
て
そ
そ
く
り
つ
く
ろ
ひ
て
、
抱
き
て
ゐ
た
ま
へ
り
。
い
と
よ
く
肥

え
て
、
つ
ぶ
つ
ぶ
と
を
か
し
げ
な
る
胸
を
あ
け
て
乳
な
ど
く
く
め
た

ま
ふ
。 

（
④
横
笛　

三
六
〇
）

　

夕
霧
の
妻
と
し
て
子
供
た
ち
の
育
児
に
あ
た
り
、
家
事
を
こ
な
す
と

い
っ
た
、
所
帯
じ
み
て
は
い
る
が
生
き
生
き
と
、
生
活
力
に
溢
れ
た
雲
居

雁
の
様
子
が
描
か
れ
て
い
る
。「
よ
く
肥
え
て
」、「
つ
ぶ
つ
ぶ
と
を
か
し

げ
な
る
胸
」
が
落
葉
の
宮
の
「
あ
え
か
」
さ
と
対
蹠
的
な
容
態
を
表
現
し

て
い
る
。
ま
た
一
方
で
は
、

ｆ 

さ
す
が
に
、こ
の
文
の
気
色
な
く
を
こ
つ
り
取
ら
む
の
心
に
て
、（
夕

霧
ガ
）
あ
ざ
む
き
申
し
た
ま
へ
ば
、（
雲
居
雁
ハ
）
い
と
に
ほ
ひ
や

か
に
う
ち
笑
ひ
て
、 

（
④
夕
霧　

四
二
九
）

ｇ 

（
雲
居
雁
ハ
）
い
み
じ
う
愛
敬
づ
き
て
、
に
ほ
ひ
や
か
に
う
ち
赤
み

た
ま
へ
る
顔
い
と
を
か
し
げ
な
り
。 

（
④
夕
霧　

四
七
三
）

と
表
現
さ
れ
、「
に
ほ
ひ
や
か
」
な
る
雲
居
雁
の
様
相
が
描
写
さ
れ
る
。

前
述
し
た
よ
う
に
「
に
ほ
ひ
や
か
」
は
「
あ
え
か
」
と
は
対
蹠
的
に
用
い

ら
れ
て
い
る
言
葉
で
あ
る
。
落
葉
の
宮
は
こ
の
よ
う
な
雲
居
雁
と
は
異
質

な
女
の
趣
で
あ
り
、
夕
霧
に
と
っ
て
新
鮮
に
映
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

森
藤
侃
子
が
「
雲
居
雁
に
と
っ
て
の
不
幸
は
、
夫
が
彼
女
に
と
っ
て
な
い

も
の
ね
だ
り
す
る
に
等
し
い
、
し
め
や
か
な
情
緒
と
、
も
の
は
か
な
い
侘

住
居
の
女
二
の
宮
に
惹
か
れ
た
事
に
あ
11
注る
」
と
指
摘
す
る
が
ご
と
く
で
あ

る
。
落
葉
の
宮
の
「
あ
え
か
」
さ
は
、
ま
め
び
と
夕
霧
の
恋
心
を
十
分
に

刺
激
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

【
宇
治
の
大
君
】

チ 

（
弁
の
尼
）「（
前
略
）
も
と
よ
り
、
人
に
似
た
ま
は
ず
あ
え
か
に
お

は
し
ま
す
中
に
、
こ
の
宮
の
御
事
出
で
来
に
し
後
、
い
と
ど
も
の
思

し
た
る
さ
ま
に
て
、
は
か
な
き
御
く
だ
も
の
だ
に
御
覧
じ
入
れ
ざ
り

し
つ
も
り
に
や
、（
後
略
）」 

（
総
角　

三
一
六
）

ツ 

い
と
ど
な
よ
な
よ
と
あ
え
か
に
て
臥
し
た
ま
へ
る
を
、
む
な
し
く
見

な
し
て
、
い
か
な
る
心
地
せ
む
と
、
胸
も
ひ
し
げ
て
（
薫
ハ
）
お
ぼ

ゆ
。 

（
総
角　

三
一
八
）

　

チ
、
ツ
と
も
に
臥
し
て
い
る
と
き
の
大
君
の
「
あ
え
か
」
な
容
態
で
あ

る
。
チ
で
は
、
大
君
は
病
気
に
な
っ
て
臥
す
前
か
ら
も
と
よ
り
「
あ
え
か
」

で
あ
っ
た
と
、
弁
の
尼
は
薫
に
言
っ
て
い
る
。
ツ
で
は
臥
し
て
い
る
大
君

を
目
の
当
た
り
に
し
て
、
そ
の
「
あ
え
か
」
さ
に
胸
が
張
り
裂
け
そ
う
に

な
る
薫
の
心
境
を
表
現
し
て
い
る
。「
人
に
似
た
ま
は
ず
」、「
な
よ
な
よ

と
」
が
「
あ
え
か
」
と
重
な
る
言
葉
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
も
大
君
の
「
あ
え
か
」
さ
は
妹
で
あ
る
中
の
君
と
比
較
さ
れ
る

べ
き
で
あ
る
。
薫
は
中
の
君
を
恋
の
対
象
に
選
ん
で
も
お
か
し
く
は
な

か
っ
た
。
以
下
は
薫
が
姫
君
た
ち
の
姿
を
初
め
て
垣
間
見
た
場
面
で
あ
る
。
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ｈ 

（
中
の
君
）「
扇
な
ら
で
、
こ
れ
し
て
も
月
は
ま
ね
き
つ
べ
か
り
け
り
」

と
て
、
さ
し
の
ぞ
き
た
る
顔
、
い
み
じ
く
ら
う
た
げ
に
に
ほ
ひ
や
か

な
る
べ
し
。
添
ひ
臥
し
た
る
人
は
、
琴
の
上
に
か
た
ぶ
き
か
か
り
て
、

（
大
君
）「
入
る
日
を
か
へ
す
撥
こ
そ
あ
り
け
れ
、
さ
ま
異
に
も
思
ひ

お
よ
び
た
ま
ふ
御
心
か
な
」
と
て
、
う
ち
笑
ひ
た
る
け
は
ひ
、
い
ま

す
こ
し
重
り
か
に
よ
し
づ
き
た
り
。 

（
橋
姫　

一
三
九
）

　

中
の
君
は
「
に
ほ
ひ
や
か
」
で
大
層
可
愛
ら
し
い
。
大
君
は
中
の
君
よ

り
は
重
々
し
く
深
い
心
づ
か
い
が
あ
る
と
、
月
の
光
の
下
、
お
ぼ
ろ
げ
な

が
ら
も
薫
は
そ
う
感
じ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
こ
の
垣
間
見
で
は
薫
が

何
故
に
大
君
の
方
を
中
の
君
よ
り
好
ま
し
く
評
価
し
た
の
か
が
今
ひ
と
つ

判
然
と
し
な
い
。
女
性
と
し
て
の
魅
力
は
む
し
ろ
「
ら
う
た
げ
」
で
「
に

ほ
ひ
や
か
」
な
中
の
君
の
方
が
勝
っ
て
い
る
よ
う
に
描
か
れ
る
。
二
人
の

姫
君
に
対
す
る
薫
の
印
象
が
は
っ
き
り
と
本
文
に
表
現
さ
れ
て
い
る
の
は

こ
の
垣
間
見
か
ら
二
年
も
経
た
夏
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
明
る
い
陽

射
し
の
も
と
で
の
強
烈
な
印
象
で
あ
っ
た
。

中
の
君
に
対
す
る
印
象

ｉ 

い
と
そ
び
や
か
に
様
体
を
か
し
げ
な
る
人
の
、
髪
、
袿
に
す
こ
し
足

ら
ぬ
ほ
ど
な
ら
む
と
見
え
て
、
末
ま
で
塵
の
ま
よ
ひ
な
く
、
艶
々
と

こ
ち
た
う
う
つ
く
し
げ
な
り
。
か
た
は
ら
め
な
ど
、
あ
な
ら
う
た
げ

と
見
え
て
、
に
ほ
ひ
や
か
に
や
は
ら
か
に
お
ほ
ど
き
た
る
け
は
ひ
、

女
一
の
宮
も
か
う
ざ
ま
に
ぞ
お
は
す
べ
き
と
、
ほ
の
見
た
て
ま
つ
り

し
も
思
ひ
く
ら
べ
ら
れ
て
、
う
ち
嘆
か
る
。

 

（
椎
本　

二
一
七
〜
八
）

大
君
に
対
す
る
印
象

ｊ 

「
か
の
障
子
は
あ
ら
は
に
も
こ
そ
あ
れ
」
と
見
お
こ
せ
た
ま
へ
る
用

意
、
う
ち
と
け
た
ら
ぬ
さ
ま
し
て
、
よ
し
あ
ら
ん
と
お
ぼ
ゆ
。
頭
つ

き
、
髪
ざ
し
の
ほ
ど
、
い
ま
す
こ
し
（
中
の
君
ヨ
リ
ハ
）
あ
て
に
な

ま
め
か
し
さ
ま
さ
り
た
り
。（
中
略
）
黒
き
袷
一
襲
、
お
な
じ
や
う

な
る
色
あ
ひ
を
着
た
ま
へ
れ
ど
、
こ
れ
は
な
つ
か
し
う
な
ま
め
き
て
、

あ
は
れ
げ
に
心
苦
し
う
お
ぼ
ゆ
。
Ａ
髪
さ
は
ら
か
な
る
ほ
ど
に
落
ち

た
る
な
る
べ
し
、
末
す
こ
し
細
り
て
、
色
な
り
と
か
い
ふ
め
る
翡
翠

だ
ち
て
い
と
を
か
し
げ
に
、
糸
を
よ
り
か
け
た
る
や
う
な
り
。
紫
の

紙
に
書
き
た
る
経
を
片
手
に
持
ち
た
ま
へ
る
手
つ
き
、
か
れ
（
中
の

君
）
よ
り
も
細
さ
ま
さ
り
て
、
痩
せ
痩
せ
な
る
べ
し
。

 

（
椎
本　

二
一
八
）

　

中
の
君
の
髪
は
「
艶
々
」
と
豊
満
で
「
う
つ
く
し
げ
」
で
あ
る
。
横
顔

は
ま
こ
と
に
「
ら
う
た
げ
」
で
、「
に
ほ
ひ
や
か
」
で
「
や
は
ら
か
に
お

ほ
ど
き
た
る
」
様
子
は
女
一
宮
と
も
思
い
比
べ
ら
れ
て
、
た
め
息
を
漏
ら

さ
ざ
る
を
得
な
い
。
一
方
、
大
君
は
用
心
深
い
様
子
で
、
思
慮
深
く
見
え

る
。
頭
や
髪
の
か
た
ち
は
中
の
君
よ
り
は
「
あ
て
」
で
「
な
ま
め
か
し
」

い
。
そ
し
て
、
中
の
君
と
同
じ
よ
う
な
色
合
い
の
喪
服
を
着
て
い
る
が
、

「
な
つ
か
し
」
う
「
な
ま
め
き
」
て
、
薫
の
心
に
何
と
も
い
え
な
い
胸
が

締
め
つ
け
ら
れ
る
よ
う
な
気
持
ち
が
湧
い
て
く
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
傍

線
部
Ａ
で
あ
る
が
、
髪
の
量
は
豊
満
で
は
な
く
む
し
ろ
抜
け
落
ち
て
い
て
、

先
端
が
細
く
痩
せ
て
い
る
。
そ
れ
で
あ
り
な
が
ら
、
い
と
「
を
か
し
げ
」

と
薫
に
は
映
っ
て
い
る
。
手
つ
き
も
中
の
君
よ
り
も
細
々
と
し
て
い
て
、

痩
せ
て
弱
々
し
い
。
こ
れ
ら
の
描
写
こ
そ
、
ま
さ
に
弁
の
尼
に
前
記
チ
で
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「
も
と
よ
り
、
人
に
似
た
ま
は
ず
あ
え
か
に
お
は
し
ま
す
」
と
言
わ
せ
し

め
た
大
君
の
実
態
な
の
で
あ
ろ
う
。

　

中
の
君
の
外
見
的
な
女
性
美
は
は
る
か
に
大
君
を
上
回
っ
て
い
る
よ
う

に
映
る
。
し
か
し
な
が
ら
薫
は
気
高
く
気
品
は
あ
る
も
の
の
、
そ
の
痛
々

し
く
弱
々
し
く
も
き
ゃ
し
ゃ
な
大
君
の
容
態
に
強
く
惹
か
れ
て
い
る
の
で

あ
る
。

三
、「
あ
え
か
」
の
概
念
と
「
あ
え
か
」
な
る
女
の
モ
デ
ル

　

さ
て
『
源
氏
物
語
』
に
は
数
多
く
の
女
君
が
登
場
し
て
、
様
々
な
タ
イ

プ
に
語
り
分
け
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
一
つ
の
弁
別
方
法
と
し
て
、
容
態

が
「
あ
え
か
」
で
あ
る
か
否
か
に
よ
っ
て
も
対
比
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
述

べ
て
き
た
。
す
な
わ
ち
、
源
氏
の
青
年
時
代
で
あ
れ
ば
夕
顔
と
葵
の
上
、

冷
泉
帝
の
妃
と
し
て
は
秋
好
中
宮
と
弘
徽
殿
女
御
、
六
条
院
の
女
主
人
と

し
て
は
女
三
宮
と
紫
の
上
、
夕
霧
の
妻
と
し
て
は
落
葉
の
宮
と
雲
居
雁
、

そ
し
て
薫
の
恋
人
と
し
て
の
宇
治
の
大
君
と
中
の
君
で
あ
る
。
こ
こ
で

「
あ
え
か
」
と
い
う
言
葉
の
表
現
す
る
概
念
を
よ
り
明
白
に
す
る
た
め
に
、

前
章
で
拾
い
出
し
た
「
あ
え
か
」
と
重
ね
ら
れ
て
用
い
ら
れ
て
い
る
主
な

語
句
を
、使
用
さ
れ
た
女
君
ご
と
に
整
理
し
て
み
る
。（
重
複
す
る
語
あ
り
）

夕
顔 

「
は
な
や
か
な
ら
ぬ
」「
ら
う
た
げ
」「
こ
ま
や
か
」「
た

を
た
を
」「
あ
や
し
」「
世
の
人
に
似
ず
」

秋
好
中
宮 

「
つ
つ
ま
し
げ
」「
さ
さ
（
細
）
や
か
」「
あ
や
し
」

女
三
宮 

「
ら
う
た
げ
」「
幼
き
さ
ま
」「
何
心
な
し
」「
も
の
は
か

な
し
」「
身
も
な
し
」「
片
な
り
」「
き
び
は
」「
細
し
」「
小

さ
し
」「
う
つ
く
し
」「
柳
の
わ
づ
か
に
し
だ
（
垂
）
り

は
じ
め
た
ら
む
」「
鶯
の
羽
風
に
も
乱
れ
ぬ
」

落
葉
の
宮 

「
痩
せ
痩
せ
」

宇
治
の
大
君
「
人
に
似
ず
」「
な
よ
な
よ
」「
痩
せ
痩
せ
」

　

そ
れ
ぞ
れ
の
女
君
に
よ
っ
て
、
微
妙
に
異
な
る
「
あ
え
か
」
さ
で
は
あ

る
が
、
い
ず
れ
も
生
命
力
の
弱
さ
、
女
の
か
弱
さ
が
感
じ
ら
れ
る
語
句
で

あ
る
。
し
か
し
そ
れ
で
い
て
、
切
な
く
も
妖
し
い
魅
力
を
秘
め
て
い
る
よ

う
に
も
感
じ
ら
れ
る
。
一
方
そ
れ
ぞ
れ
の
「
あ
え
か
」
に
近
接
し
、
否
定

形
も
し
く
は
対
比
的
に
用
い
ら
れ
て
い
る
対
蹠
語
は
、「
は
な
や
か
」、「
に

ほ
ひ
や
か
」、「
う
る
は
し
」、「
こ
と
ご
と
し
」、「
よ
だ
け
し
」
な
ど
が
挙

げ
ら
れ
、
特
に
「
に
ほ
ひ
や
か
」（
映
発
す
る
よ
う
な
つ
や
や
か
さ
、
光

沢
を
お
び
た
華
麗
美
）
と
「
う
る
は
し
」（
端
正
、
端
厳
で
あ
る
こ
と
）
は
、

「
あ
え
か
」
な
る
女
君
と
対
比
さ
れ
る
女
君
た
ち
の
描
写
に
多
く
用
い
ら

れ
、
い
か
に
も
健
康
で
活
力
あ
ふ
れ
る
整
っ
た
美
し
さ
が
描
き
出
さ
れ
て

い
る
。
以
上
か
ら
「
あ
え
か
」
の
表
現
す
る
概
念
を
ま
と
め
る
と
、
一
言

で
言
い
表
す
こ
と
は
困
難
で
あ
る
が
、
お
お
む
ね
「
か
弱
く
、
な
よ
な
よ

と
し
て
、
き
ゃ
し
ゃ
で
、
は
か
な
げ
で
美
し
い
、
そ
う
い
う
女
性
の
様
子
」

と
い
っ
た
こ
と
に
な
ろ
う
か
と
思
う
。

　

さ
て
、
と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
な
「
あ
え
か
」
な
る
女
君
が
物
語
制
作

の
初
期
の
段
階
か
ら
構
想
に
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
疑
問
で
あ
る
。「
あ
え

か
」
な
る
女
を
物
語
に
登
場
さ
せ
よ
う
と
し
た
き
っ
か
け
は
、『
紫
式
部

日
記
』
に
描
か
れ
て
い
る
あ
る
人
物
と
の
出
会
い
に
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る

か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
時
期
は
物
語
が
あ
る
程
度
書
き
進
め
ら
れ
た

第
一
部
の
途
中
の
段
階
で
あ
っ
た
と
想
定
し
た
い
の
で
あ
る
。
前
述
し
た

よ
う
に
前
田
富
祺
に
よ
る
と
、「
あ
え
か
」
は
『
源
氏
物
語
』
と
『
紫
式
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部
日
記
』
と
に
突
然
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
紫
式
部
の
愛
用
語
だ
っ
た

旨
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
が
、「
あ
え
か
」
と
い
う
概
念
は
式
部
の
出
仕
後

に
発
想
さ
れ
、
徐
々
に
凝
結
し
て
い
っ
た
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。『
紫

式
部
日
記
』
に
お
い
て
象
徴
的
な
「
あ
え
か
」
な
る
人
物
が
一
人
登
場
す

る
の
で
あ
る
。
小
少
将
の
君
で
あ
る
。

小
少
将
の
君
は
、
そ
こ
は
か
と
な
く
あ
て
に
な
ま
め
か
し
う
、
二
月

ば
か
り
の
し
だ
り
柳
の
さ
ま
し
た
り
。
様
態
い
と
う
つ
く
し
げ
に
、

も
て
な
し
心
に
く
く
、
心
ば
へ
な
ど
も
、
わ
が
心
と
は
思
ひ
と
る
か

た
も
な
き
や
う
に
も
の
づ
つ
み
を
し
、
い
と
世
を
恥
ぢ
ら
ひ
、
あ
ま

り
見
ぐ
る
し
き
ま
で
児
め
い
た
り
。
腹
ぎ
た
な
き
人
、
悪
し
ざ
ま
に

も
て
な
し
い
ひ
つ
く
る
人
あ
ら
ば
、
や
が
て
そ
れ
に
思
ひ
入
り
て
、

身
を
も
失
ひ
つ
べ
く
、
あ
え
か
に
わ
り
な
き
と
こ
ろ
つ
い
た
ま
へ
る

ぞ
、
あ
ま
り
う
し
ろ
め
た
げ
な
る
。

 

（
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
『
紫
式
部
日
記
』
一
九
〇
頁
）

　

小
少
将
の
君
と
は
式
部
と
同
様
に
中
宮
彰
子
に
仕
え
て
い
た
女
房
で
、

源
雅
信
の
子
で
あ
る
右
少
弁
時
通
の
娘
で
あ
り
、
か
つ
道
長
室
倫
子
の
姪

で
あ
る
。
小
少
将
の
君
は
傍
線
部
の
よ
う
に
「
二
月
ば
か
り
の
し
だ
り
柳

の
さ
ま
し
た
り
」
と
描
写
さ
れ
る
。
前
述
し
た
よ
う
に
女
三
宮
を
形
容
す

る
表
現
と
同
じ
で
あ
り
、
藤
田
加
代
も
「
小
少
将
の
君
を
、
女
三
宮
の
部

分
的
モ
デ
ル
と
見
て
も
よ
か
ろ
う
と
思
12
注う
」
と
述
べ
て
い
る
。
小
少
将
の

君
は
と
て
も
可
愛
ら
し
い
け
れ
ど
、
内
気
で
恥
ず
か
し
が
り
や
で
、
子

供
っ
ぽ
く
て
、
変
な
噂
で
も
立
た
と
う
も
の
な
ら
、
気
に
病
ん
で
、
死
ん

で
し
ま
い
そ
う
な
ほ
ど
弱
々
し
い
と
、
そ
の
「
あ
え
か
」
ぶ
り
を
式
部
は

心
配
し
て
い
る
。
が
、
こ
の
小
少
将
の
君
こ
そ
、
宮
中
に
お
い
て
式
部
と

最
も
親
交
の
あ
っ
た
女
君
で
あ
り
、
式
部
の
小
少
将
の
君
に
対
す
る
厚
情

は
、
里
帰
り
し
た
小
少
将
の
君
と
の
和
歌
の
や
り
と
り
か
ら
も
十
分
に
窺

う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、
式
部
は
宮
仕
え
し
て
小
少
将
の
君
と
親
密

に
接
し
て
い
る
う
ち
に
、
こ
う
い
う
「
あ
え
か
」
な
女
君
が
男
君
か
ら
特

別
の
感
情
を
抱
か
れ
る
こ
と
を
感
じ
取
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ

し
て
、
制
作
中
の
物
語
の
中
に
、
こ
の
よ
う
な
「
あ
え
か
」
な
女
君
を
登

場
さ
せ
る
構
想
を
抱
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
宮
中
に
出
仕
し
て
小

少
将
の
君
と
出
会
う
ま
で
は
、
夕
顔
を
始
め
と
す
る
「
あ
え
か
」
な
る
五

人
の
女
君
に
つ
い
て
の
構
想
は
な
か
っ
た
の
か
と
も
思
わ
れ
る
。
こ
こ
で
、

二
章
に
お
い
て
抜
き
出
し
た
、「
あ
え
か
」
な
る
女
君
の
登
場
を
巻
順
に

並
べ
て
み
る
。

①
夕
顔
（「
夕
顔
」
巻
）
↓
②
秋
好
中
宮
（「
絵
合
」
巻
）
↓
③
女
三
宮

（「
若
菜
上
」
巻
）
↓
④
落
葉
の
宮
（「
夕
霧
」
巻
）
↓
⑤
宇
治
の
大
君

（「
総
角
」
巻
）

単
な
る
初
登
場
の
巻
と
い
う
意
味
で
は
な
く
、
そ
の
容
態
が
「
あ
え
か
」

と
い
う
語
を
伴
っ
て
初
登
場
す
る
巻
の
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、「
あ
え
か
」

と
い
う
言
葉
自
体
の
巻
順
に
お
け
る
初
出
は
帚
木
巻
の
「
艶
に
あ
え
か
な

る
す
き
ず
き
し
さ
」（
萩
に
か
か
る
露
や
笹
の
葉
の
上
の
霰
の
よ
う
な
は

か
な
い
情
緒
）
で
あ
る
。
確
か
に
巻
順
で
い
え
ば
、「
帚
木
」
巻
、「
夕
顔
」

巻
と
い
っ
た
早
い
順
番
の
巻
か
ら
「
あ
え
か
」
と
い
う
言
葉
も
「
あ
え
か
」

な
る
女
君
も
登
場
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
武
田
宗
13
注俊
の
指
摘
す
る
よ
う
に

物
語
が
紫
上
系
と
玉
鬘
系
に
分
け
ら
れ
て
い
て
、
紫
上
系
か
ら
成
立
し
た
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こ
と
を
首
肯
す
る
の
で
あ
れ
ば
、「
あ
え
か
」
な
る
女
君
の
登
場
は
「
絵

合
」
巻
の
秋
好
中
宮
が
初
出
と
な
り
、「
あ
え
か
」
と
い
う
言
葉
も
秋
好

中
宮
の
描
写
に
用
い
ら
れ
た
「
絵
合
」
巻
が
初
出
と
な
る
。
つ
ま
り
、
紫

上
系
の
「
桐
壺
」
巻
か
ら
「
澪
標
」
巻
ま
で
の
十
巻
に
は
一
切
「
あ
え
か
」

な
る
女
君
も
「
あ
え
か
」
と
い
う
言
葉
も
出
現
し
な
い
こ
と
に
な
る
。
こ

れ
は
、
紫
上
系
に
数
多
の
女
君
が
登
場
し
、
か
つ
数
多
の
女
性
を
形
容
す

る
語
句
が
使
用
さ
れ
る
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
、
あ
ま
り
に
遅
す
ぎ
る
出
現

で
あ
り
、
制
作
当
初
の
段
階
で
は
「
あ
え
か
」
と
い
う
概
念
が
作
者
の
構

想
に
は
な
か
っ
た
と
考
え
る
の
が
妥
当
だ
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。『
源

氏
物
語
』
は
式
部
の
宮
中
出
仕
前
に
ど
こ
ま
で
書
か
れ
て
い
た
か
に
つ
い

て
定
説
は
な
い
が
、
第
一
部
の
途
中
あ
た
り
か
ら
宮
中
出
仕
後
に
書
か
れ

た
と
す

15、
14
注る

説
に
従
え
ば
、
こ
の
こ
と
を
裏
付
け
る
こ
と
に
も
な
る
。
つ
ま

り
秋
好
中
宮
が
「
あ
え
か
」
さ
を
伴
っ
て
登
場
す
る
絵
合
巻
を
制
作
し
た

の
は
、
式
部
が
宮
中
に
出
仕
し
て
小
少
将
の
君
と
出
会
っ
た
以
降
で
あ
り
、

「
あ
え
か
」
な
る
女
君
を
物
語
中
に
取
り
込
ん
だ
き
っ
か
け
は
小
少
将
の

君
の
存
在
に
あ
っ
た
と
考
え
て
矛
盾
が
生
じ
な
い
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
「
あ
え
か
」
と
い
う
言
葉
自
体
が
『
源
氏
物
語
』
以
前
の
主
要
か

な
文
学
作
品
に
見
当
た
ら
な
い
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
、
式
部
が
出
仕
し
た

当
時
、
狭
い
空
間
に
お
い
て
流
行
っ
て
い
た
、
い
わ
ゆ
る
女
房
言
葉
の
類

だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

四
、「
あ
え
か
」
の
果
た
し
た
役
割

　
「
あ
え
か
」
な
る
言
葉
が
あ
っ
て
は
じ
め
て
「
あ
え
か
」
な
る
女
と
そ

う
で
な
い
女
の
差
異
が
明
確
に
弁
別
で
き
る
。「
あ
え
か
」
な
る
女
君
の

容
態
が
物
語
内
で
鮮
や
か
に
浮
か
び
上
が
り
享
受
者
の
概
念
と
し
て
定
着

す
る
。「
あ
え
か
」
と
い
う
言
葉
は
三
章
の
枠
内
で
示
し
た
よ
う
に
、
単

に
「
つ
つ
ま
し
げ
」
で
「
さ
さ
や
か
」
で
「
も
の
は
か
な
く
」
て
「
痩
せ

痩
せ
」
で
「
人
に
似
ず
」
に
「
な
よ
な
よ
」
と
し
て
い
れ
ば
い
い
と
い
う

こ
と
で
は
な
い
。
そ
の
よ
う
な
女
君
に
男
君
が
接
し
た
お
り
に
、「
い
じ

ら
し
く
」
も
「
切
な
く
」
も
「
恋
し
い
」
と
い
う
感
情
が
湧
き
起
こ
ら
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
に
『
源
氏
物
語
』
に
お
け
る
「
あ
え
か
」
の
本

当
の
意
味
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
式
部
自
体
も
そ
う
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

小
少
将
の
君
を
目
の
当
た
り
に
し
て
、
宮
中
に
出
仕
す
る
と
い
う
そ
れ
な

り
の
身
分
で
、そ
れ
な
り
の
教
養
を
有
し
て
い
て
も
、世
の
人
に
似
ず
「
あ

え
か
」
な
女
君
が
い
る
こ
と
を
知
っ
た
。
そ
し
て
、
身
近
に
接
し
て
い
る

う
ち
に
、
そ
の
「
あ
え
か
」
な
る
女
君
に
特
別
な
感
情
を
抱
き
親
友
と

な
っ
た
。
式
部
は
小
少
将
の
君
の
「
あ
え
か
」
さ
を
い
じ
ら
し
く
も
慕
わ

し
い
と
感
じ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
『
紫
式
部
日
記
』
に
は
中
宮
サ
ロ
ン
の
女
房
達
の
様
子
が
描
か
れ
て
い

る
が
、
宰
相
の
君
、
宣
旨
の
君
、
北
野
の
三
位
の
宰
相
の
君
な
ど
、「
あ
て
」

で
「
に
ほ
ひ
や
か
」
で
あ
り
、
式
部
は
「
心
恥
づ
か
し
げ
」
で
あ
っ
た
と

い
う
。
式
部
に
と
っ
て
は
、
気
お
く
れ
す
る
よ
う
な
風
格
の
女
房
た
ち
で

あ
っ
た
。
小
少
将
の
君
は
そ
の
よ
う
な
有
様
と
は
異
質
の
描
か
れ
方
で
対

比
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
他
の
女
房
た
ち
の
容
態
を
描
写
す
る
表
現
が
あ

り
き
た
り
で
あ
る
の
に
比
べ
て
、「
二
月
ば
か
り
の
し
だ
り
柳
の
さ
ま
し

た
り
」
と
い
う
表
現
な
ど
は
、
式
部
が
い
か
に
小
少
将
の
君
の
容
態
に
特

別
な
印
象
を
持
っ
て
い
た
か
が
分
か
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
女
に
対

し
て
男
は
ど
の
よ
う
な
感
情
を
抱
く
の
で
あ
ろ
う
。「
あ
え
か
」
な
る
女
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と
は
男
心
に
特
殊
な
感
情
を
抱
か
せ
る
は
ず
だ
、
そ
れ
を
物
語
の
中
で

テ
ー
マ
化
し
て
取
り
上
げ
て
み
た
い
と
考
え
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

換
言
す
れ
ば
、
作
者
は
小
少
将
の
君
を
、
自
分
の
制
作
す
る
物
語
空
間
に

拉
致
し
て
き
て
、
男
君
達
の
中
に
ほ
う
り
込
ん
だ
の
で
あ
る
。

　

物
語
の
中
の
「
あ
え
か
」
な
女
君
は
、
夕
顔
や
落
葉
の
宮
、
宇
治
の
大

君
に
し
て
も
、
男
君
が
正
妻
と
し
て
迎
え
る
女
と
い
う
よ
り
は
、
浮
気
の

対
象
と
し
て
男
心
が
そ
そ
ら
れ
る
と
い
う
役
割
を
担
っ
て
描
か
れ
て
い
る
。

ま
た
空
蝉
も
源
氏
の
浮
気
相
手
の
女
君
と
し
て
登
場
す
る
。
空
蝉
に
つ
い

て
は
「
あ
え
か
」
と
い
う
直
接
の
表
現
は
な
い
の
で
あ
る
が
、
既
述
し
た

よ
う
に
対
比
さ
れ
る
軒
端
荻
に
「
あ
え
か
な
ら
ず
」
と
わ
ざ
わ
ざ
否
定
形

が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
重
要
で
、
空
蝉
は
軒
端
荻
と
は
逆
の
「
あ
え

か
」
な
タ
イ
プ
で
あ
っ
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。
二
人
の
囲
碁
を
打
つ
姿
を

源
氏
が
垣
間
見
す
る
場
面
が
あ
る
が
、「
頭
つ
き
細
や
か
に
小
さ
き
人
の

も
の
げ
な
き
姿
ぞ
し
た
る
、（
中
略
）
手
つ
き
痩
せ
痩
せ
に
て
、
い
た
う

ふ
き
隠
し
た
め
り
」（
空
蝉　

一
二
〇
）
と
、
そ
の
「
あ
え
か
」
な
容
態

が
目
に
映
る
。
一
方
の
軒
端
荻
は
「
頭
つ
き
額
つ
き
も
の
あ
ざ
や
か
に
、

ま
み
、
口
つ
き
い
と
愛
敬
づ
き
、
は
な
や
か
な
る
容
貌
な
り
」（
空
蝉

一
二
〇
）
と
表
現
さ
れ
、
親
が
自
慢
す
る
ほ
ど
の
は
な
や
か
な
美
人
で
あ

る
。
さ
ら
に
空
蝉
は
「
に
ほ
は
し
き
と
こ
ろ
も
見
え
ず
」（
①
空
蝉　

一

二
一
）、
軒
端
荻
は
「
に
ほ
ひ
多
く
見
え
て
」（
空
蝉　

一
二
一
）
と
「
に

ほ
ひ
」
の
有
無
で
も
源
氏
に
は
対
蹠
的
に
映
る
。
し
か
し
な
が
ら
そ
の

「
に
ほ
ひ
や
か
」
な
軒
端
荻
に
は
源
氏
が
興
味
を
そ
そ
ら
れ
な
か
っ
た
こ

と
で
、「
あ
え
か
」
の
持
つ
意
味
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
秋
好
中
宮

や
女
三
宮
は
身
分
も
高
く
浮
気
の
対
象
と
い
う
描
か
れ
方
で
は
な
い
が
、

男
君
の
恋
心
に
火
を
付
け
て
夢
中
に
さ
せ
た
こ
と
が
語
ら
れ
る
。
秋
好
は

九
歳
も
年
下
の
冷
泉
帝
か
ら
深
く
愛
さ
れ
る
が
、
朱
雀
院
、
源
氏
か
ら
も

強
い
好
き
心
を
抱
か
れ
、
本
望
を
遂
げ
ら
れ
な
か
っ
た
朱
雀
院
の
失
意
や

源
氏
と
の
危
う
い
場
面
が
描
か
れ
る
。
女
三
宮
も
そ
の
「
あ
え
か
」
な
魅

力
を
持
ち
合
わ
せ
て
い
な
か
っ
た
ら
果
た
し
て
柏
木
と
の
密
通
に
至
っ
た

か
ど
う
か
。
柏
木
は
「
に
ほ
ひ
や
か
」
な
ら
ぬ
「
あ
え
か
」
さ
ゆ
え
に
女

三
宮
と
の
一
線
を
越
え
て
し
ま
っ
た
の
で
は
な
い
か
。「
い
と
さ
ば
か
り

気
高
う
恥
づ
か
し
げ
に
は
あ
ら
で
、
な
つ
か
し
く
ら
う
た
げ
に
、
や
は
や

は
と
の
み
見
え
た
ま
ふ
御
け
は
ひ
」（
若
菜
下　

二
二
五
）
と
い
う
容
態

を
目
の
当
た
り
に
し
た
と
き
に
、
自
分
を
抑
え
き
れ
な
か
っ
た
と
柏
木
は

振
り
返
る
。
ま
た
、
薫
は
明
る
い
陽
射
し
の
中
で
は
っ
き
り
と
大
君
の
容

態
を
認
知
し
、
そ
の
「
あ
え
か
」
さ
の
虜
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
薫

は
大
君
と
出
会
っ
て
か
ら
最
初
の
二
年
の
間
は
、
そ
れ
ほ
ど
強
く
大
君
を

も
の
に
し
よ
う
と
し
て
は
い
な
い
。
積
極
的
に
大
君
に
対
し
て
行
動
を
起

こ
し
、
強
い
恋
情
を
訴
え
出
す
の
は
、
こ
の
大
君
の
「
あ
え
か
」
さ
を
垣

間
見
し
た
「
椎
本
」
巻
以
後
で
あ
る
。

　

本
稿
は
決
し
て
「
あ
え
か
」
と
い
う
言
葉
を
も
っ
て
、
女
君
の
人
物
造

型
の
本
質
に
立
ち
入
り
、
物
語
中
の
人
間
関
係
ま
で
を
分
析
し
よ
う
と
い

う
意
図
は
な
い
。
た
だ
し
、「
あ
え
か
」
と
い
う
言
葉
で
女
君
の
妖
し
い

魅
力
を
訴
え
て
、
男
心
を
そ
そ
ら
せ
、
そ
れ
が
物
語
に
お
け
る
一
つ
の
重

要
な
ド
ラ
マ
ツ
ル
ギ
ー
を
担
っ
て
い
る
こ
と
を
言
及
し
た
い
の
で
あ
る
。

『
源
氏
物
語
』
は
男
か
ら
見
て
も
こ
ち
ら
が
「
は
づ
か
し
く
」
な
る
よ
う

な
「
う
る
は
し
」
く
「
は
な
や
か
」
で
「
に
ほ
ひ
や
か
」
な
女
君
た
ち
を

登
場
さ
せ
、
男
君
た
ち
の
正
妻
や
憧
れ
の
人
と
し
て
活
躍
さ
せ
た
。
そ
の
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一
方
で
、「
痩
せ
痩
せ
」
で
「
な
よ
な
よ
」
と
し
て
、「
も
の
は
か
な
い
」

女
君
た
ち
を
描
き
出
し
男
心
に
火
を
付
け
た
。
そ
し
て
後
者
の
女
を
「
あ

え
か
」
と
い
う
言
葉
で
記
号
化
し
て
読
者
の
心
に
印
象
付
け
た
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

　

繰
り
返
す
が
、「
あ
え
か
」
は
源
氏
以
前
の
か
な
文
学
作
品
に
は
見
出

す
こ
と
が
で
き
な
い
、
い
わ
ゆ
る
源
氏
初
出
語
と
考
え
ら
れ
る
言
葉
で
あ

る
。
も
ち
ろ
ん
「
あ
え
か
」
と
い
う
言
葉
自
体
は
当
時
の
社
会
に
存
在
は

し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
ほ
ぼ
同
時
代
の
『
枕
草
子
』、

『
和
泉
式
部
日
記
』
に
見
当
た
ら
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
相
当
狭
い
範
囲

で
し
か
流
通
し
て
い
な
い
稀
有
の
言
葉
で
あ
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
。
そ
の

「
あ
え
か
」
な
る
言
葉
を
『
源
氏
物
語
』
は
物
語
内
に
取
り
入
れ
、
そ
の

用
例
は
一
八
例
も
の
多
く
を
数
え
た
。
お
そ
ら
く
享
受
者
に
と
っ
て
こ
の

「
あ
え
か
」
と
い
う
言
葉
は
最
初
は
耳
慣
れ
な
い
も
の
で
あ
っ
た
は
ず
で

あ
る
。
物
語
は
「
あ
え
か
」
を
女
君
の
容
態
を
表
現
す
る
言
葉
と
し
て
活

用
し
た
が
、
ど
の
よ
う
な
女
性
の
容
態
が
「
あ
え
か
」
で
あ
る
の
か
、「
あ

え
か
」
と
い
う
概
念
も
い
き
な
り
は
分
か
り
に
く
い
も
の
で
あ
っ
た
と
思

わ
れ
る
。
そ
れ
が
、
夕
顔
、
秋
好
中
宮
、
女
三
宮
、
落
葉
の
宮
、
宇
治
の

大
君
な
ど
の
容
態
を
表
現
す
る
言
葉
と
し
て
繰
り
返
し
使
用
さ
れ
、「
た

を
た
を
」、「
細
し
」、「
痩
せ
痩
せ
な
り
」、「
な
よ
な
よ
と
」
な
ど
と
近
接

し
て
同
類
語
的
に
用
い
ら
れ
、
さ
ら
に
「
は
な
や
か
な
り
」、「
に
ほ
ひ
や

か
な
り
」、「
う
る
は
し
」
な
ど
と
は
対
蹠
語
的
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
そ
の
概
念
が
次
第
次
第
に
享
受
者
の
頭
の
中
で
固
ま
っ
て
い
っ

た
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

言
語
学
者
ソ
シ
ュ
ー
ル
は
、
十
九
世
紀
後
半
に
、
当
時
と
し
て
は
独
創

的
と
も
い
え
る
記
号
理
論
を
打
ち
出
し
た
。
こ
の
理
論
は
、
き
ち
ん
と
区

分
さ
れ
分
類
さ
れ
た
事
物
や
概
念
が
ま
ず
存
在
し
て
、
そ
れ
ら
に
名
称

（
コ
ト
バ
）
が
与
え
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
コ
ト
バ
が
あ
っ
て
は
じ

め
て
概
念
が
生
ま
れ
る
、
と
い
う
従
来
と
は
逆
の
発
想
で
あ
る
。『
源
氏

物
語
』
に
お
け
る
「
あ
え
か
」
も
ま
さ
に
こ
の
理
論
に
合
致
す
る
も
の
で

は
な
い
か
。
つ
ま
り
、「
あ
え
か
」
と
い
う
コ
ト
バ
が
あ
っ
て
は
じ
め
て

「
あ
え
か
」
の
概
念
が
創
造
さ
れ
た
と
も
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

注１　

池
田
亀
鑑
『
源
氏
物
語
大
成
』（
中
央
公
論
社　

一
九
八
五
年
版
）

の
索
引
（
底
本
大
島
本
）
で
は
十
七
例
で
あ
る
が
、
本
稿
で
引
用

し
た
「
ツ
」
の
用
例
を
加
え
た
。
こ
の
用
例
は
大
島
本
以
外
の
青

表
紙
本
系
、
河
内
本
系
、
別
本
に
も
遍
く
と
ら
れ
て
い
る
。

２　
『
平
安
日
記
文
学
総
合
語
彙
索
引
・
西
端
幸
雄
他
共
編
』（
勉
誠
社
、

一
九
九
六
年
）

３　

前
田
富
祺
「
甦
え
る
古
語
│
「
あ
え
か
」
の
場
合
」『
国
語
語
彙

史
の
研
究　

十
四
』（
一
九
九
四
年　

和
泉
書
院
）

４　

主
な
論
は
仲
田
庸
幸
『
源
氏
物
語
の
文
芸
的
研
究
』（
風
間
書
房　

一
九
六
二
年
）、
竹
村
義
一
『
源
氏
物
語
女
性
像
』（
有
精
堂　

一

九
七
〇
年
）、
増
田
繁
夫
「
空
蝉
と
夕
顔
」『
源
氏
物
語
の
探
究
』

第
五
輯
（
風
間
書
房　

一
九
八
〇
年
）
な
ど
。

５　

今
井
源
衛
「
夕
顔
の
性
格
」『
源
氏
物
語
の
思
念
』（
笠
間
書
院　

一
九
八
七
年
）
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６　

日
向
一
雅
は
『
源
氏
物
語
の
王
権
と
流
離
』（
新
典
社　

一
九
八

九
年
）
の
「
六
、
夕
顔
巻
の
方
法
」
に
お
い
て
「
夕
顔
は
男
心
へ

の
根
源
的
な
不
信
が
あ
り
、
源
氏
と
の
間
に
も
心
の
隔
て
が
あ
っ

た
」
旨
の
分
析
を
し
て
い
る
。

７　

こ
こ
で
の
「
う
る
は
し
」
は
、
犬
塚
旦
「
平
安
朝
に
お
け
る
「
う

る
は
し
」
の
展
開
『
論
究
日
本
文
学
』
第
五
号
（
一
九
五
六
年
六

月　

立
命
館
大
学
日
本
文
学
会
）
に
お
い
て
「
端
正
端
厳
と
い
っ

た
面
が
、
源
氏
物
語
の
「
う
る
は
し
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
」
と

の
論
を
取
る
。

８　

藤
田
加
代
「「
あ
え
か
」
の
イ
メ
ー
ジ
│
女
三
宮
の
造
型
に
関
連

し
て
│
」『
高
知
女
子
大
学
保
育
短
期
大
学
部
紀
要
』
第
14
号
（
一

九
九
〇
年
三
月
）

９　

藤
田
加
代
「「
女
三
宮
」
造
型
を
考
え
る
│
「
あ
え
か
」
の
イ
メ
ー

ジ
を
中
心
に
」『
日
本
文
学
研
究
』
第
四
十
四
号
（
高
知
日
本
文

学
研
究
会　

二
〇
〇
六
年
五
月
）

10　
「
に
ほ
ひ
」
の
意
味
に
つ
い
て
は
吉
澤
義
則
「
香
ひ
の
趣
味
」『
源

氏
随
攷
』（
晃
文
社　

一
九
四
二
年
）、
三
木
幸
信
「「
か
を
る
」

と
「
に
ほ
ふ
」
考
」『
平
安
文
学
研
究
』
第
四
輯
（
一
九
五
〇
年

七
月
）、
犬
塚
安
旦
「「
匂
ふ
」「
匂
ひ
や
か
」「
花
や
か
」
考
」『
平

安
文
学
研
究
』
第
十
五
輯
（
一
九
五
四
年
六
月
）
の
論
に
従
う
。

11　

森
藤
侃
子
「
９

女
の
宿
世
」『
講
座
源
氏
物
語
の
世
界
』（
有
斐
閣　

一
九
八
〇
年
）

12　

注
９

と
同
じ
。

13　

武
田
宗
俊
『
源
氏
物
語
の
研
究
』（
岩
波
書
店　

一
九
五
四
年
）

14　

秋
山
虔
は
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
・
源
氏
物
語
①
』（
小
学

館　

一
九
九
四
年
）
の
解
説
「
二
紫
式
部
と
そ
の
時
代
」
に
お
い

て
、「
冷
泉
帝
の
治
世
下
、
宮
廷
政
治
の
領
導
者
と
し
て
一
途
に

繁
栄
し
て
い
く
第
十
四
帖
「
澪
標
」
巻
以
後
の
物
語
の
展
開
に
は
、

道
長
の
栄
華
生
活
が
反
映
し
て
い
る
と
お
ぼ
し
く
、
そ
の
あ
た
り

か
ら
は
紫
式
部
の
宮
仕
え
以
後
の
執
筆
か
と
す
る
見
解
も
い
わ
れ

の
な
い
こ
と
で
は
あ
る
ま
い
」
と
述
べ
て
い
る
。

15　

山
中
裕
は
「
源
氏
物
語
の
成
立
年
代
に
関
す
る
一
考
察
」『
国
語

と
国
文
学
』（
東
京
大
学
研
究
室
一
九
五
一
年
九
月
号
）
に
お
い
て
、

「
踏
歌
」
と
「
行
幸
」
と
い
う
二
つ
の
行
事
を
と
り
上
げ
、
そ
れ

ぞ
れ
の
行
事
に
お
い
て
の
描
き
ぶ
り
に
著
し
い
相
違
が
あ
る
の
は
、

作
者
が
実
際
に
見
な
い
で
書
い
た
か
見
て
書
い
た
か
の
相
違
で
あ

る
と
論
じ
、
少
な
く
と
も
藤
裏
葉
巻
は
出
仕
後
に
書
か
れ
た
も
の

と
結
論
づ
け
て
い
る
。

（
よ
し
む
ら
・
け
ん
い
ち　

二
〇
一
四
年
博
士
後
期
課
程
修
了
）　


