
物
語
に
お
け
る
機
能
と
し
て
の
帝

　
　
－
女
の
「
か
ぐ
や
姫
」
性
を
め
ぐ
っ
て

伊
　
勢

光

［
キ
ー
ワ
ー
ド
　
①
帝
　
②
か
ぐ
や
姫
　
③
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
　
④
機
能
　
⑤
読
者
］

物語における機能としての帝

は
じ
め
に

　
ひ
と
つ
の
例
と
し
て
『
夜
の
寝
覚
』
の
女
君
と
、
『
源
氏
物
語
』
の
玉

髭
の
共
通
性
を
考
え
る
。
そ
う
し
た
時
、
ま
ず
土
ハ
通
点
と
し
て
浮
か
び
上

が
っ
て
く
る
の
は
彼
女
た
ち
の
「
帝
拒
否
」
の
姿
勢
で
あ
る
。
そ
の
点
は

重
要
な
も
の
と
お
さ
え
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
。
至
尊
の
存
在
で
あ
る
は
ず

の
帝
を
拒
否
す
る
、
非
常
に
明
確
な
共
通
点
で
あ
る
。

　
た
だ
、
そ
れ
と
同
時
に
注
意
し
て
お
き
た
い
の
は
そ
の
拒
否
の
姿
勢
は

確
か
に
特
異
な
も
の
と
は
い
え
る
が
、
し
か
し
彼
女
た
ち
二
人
に
の
み
見

ら
れ
る
共
通
点
で
は
必
ず
し
も
な
い
と
い
う
こ
と
だ
。
そ
れ
は
言
う
ま
で

も
な
く
『
竹
取
物
語
」
に
も
描
か
れ
る
一
種
の
類
型
と
し
て
の
「
女
の
態

度
」
で
あ
っ
た
。
本
稿
で
は
こ
の
「
女
の
態
度
」
「
女
の
姿
勢
」
を
仮
に

「
か
ぐ
や
姫
」
性
と
呼
ぶ
こ
と
に
し
た
い
。

　
概
し
て
こ
れ
ま
で
の
研
究
史
に
お
い
て
は
、
こ
の
「
か
ぐ
や
姫
」
性
が

あ
ま
り
に
拡
大
さ
れ
捉
え
ら
れ
て
き
た
傾
向
が
あ
っ
た
。
代
表
的
な
論
者

と
し
て
は
小
嶋
菜
温
子
氏
が
『
源
氏
物
語
」
の
登
場
人
物
の
（
光
源
氏
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
－

含
む
）
複
数
に
こ
の
「
か
ぐ
や
姫
」
性
を
見
出
し
、
ま
た
鈴
木
泰
恵
氏
は

『
狭
衣
物
語
』
の
男
主
人
公
狭
衣
大
将
に
「
か
ぐ
や
姫
」
性
を
見
出
し
て

注
2

い
る
。

　
そ
の
論
全
て
が
的
外
れ
で
は
な
い
に
し
て
も
、
し
か
し
「
か
ぐ
や
姫
」

性
の
定
義
が
あ
ま
り
に
幅
広
く
な
り
す
ぎ
て
い
る
感
が
否
め
な
い
。
永
井

和
子
氏
が
早
く
に
指
摘
す
る
よ
う
に
「
物
語
の
女
主
人
公
は
す
べ
て
結
局

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
3

か
ぐ
や
姫
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
」
以
上
は
、
も
と
よ
り
「
か
ぐ
や
姫
」

性
と
い
う
概
念
自
体
に
問
題
が
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

　
し
か
し
、
先
に
挙
げ
た
『
夜
の
寝
覚
』
物
語
の
女
君
と
『
源
氏
物
語
』

の
玉
婁
と
の
間
に
は
明
確
な
類
似
が
見
受
け
ら
れ
る
の
も
ま
た
事
実
で
あ

る
。
特
に
強
調
す
べ
き
共
通
点
を
絞
っ
て
考
え
れ
ば
、
「
か
ぐ
や
姫
」
性

を
想
定
す
る
こ
と
は
意
味
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
の
よ
う
な
考
え
に

基
づ
き
、
本
稿
で
は
「
か
ぐ
や
姫
」
性
を
狭
く
捉
え
る
。
つ
ま
り
「
帝
を

拒
否
す
る
」
「
女
性
」
を
の
み
「
か
ぐ
や
姫
」
の
い
わ
ば
直
系
の
「
末
商
」
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と
考
え
て
「
か
ぐ
や
姫
」
性
が
あ
る
と
定
義
し
た
い
。
そ
の
よ
う
に
狭
く

捉
え
た
際
に
も
『
寝
覚
』
の
女
君
は
「
か
ぐ
や
姫
」
性
を
持
つ
と
考
え
ら

れ
よ
う
。

　
『
寝
覚
』
の
女
君
を
「
か
ぐ
や
姫
」
と
結
び
付
け
よ
う
と
す
る
論
は
既

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
4

に
永
井
和
子
氏
や
長
南
有
子
氏
に
あ
る
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
ま
ず
、
そ
れ

ら
先
行
の
論
を
踏
ま
え
な
が
ら
女
主
人
公
と
か
ぐ
や
姫
の
、
そ
し
て
新
た

に
玉
婁
も
加
え
て
共
通
性
を
そ
れ
ぞ
れ
見
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。
そ
し

て
、
さ
ら
に
先
行
研
究
で
は
十
分
に
な
さ
れ
て
い
る
と
は
い
い
が
た
い
、

男
（
帝
）
側
の
共
通
点
に
つ
い
て
も
触
れ
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。

そ
の
過
程
で
は
『
竹
取
』
『
源
氏
』
『
寝
覚
』
の
帝
だ
け
で
は
な
く
当
然
、

『
狭
衣
物
語
』
の
狭
衣
帝
も
（
従
来
の
研
究
の
よ
う
に
「
か
ぐ
や
姫
」
と

し
て
で
は
な
く
）
振
ら
れ
る
「
帝
」
と
し
て
姐
上
に
上
っ
て
く
る
こ
と
に

な
る
だ
ろ
う
。

　
ま
た
、
そ
の
よ
う
な
「
帝
」
た
ち
が
物
語
に
お
い
て
一
体
ど
の
よ
う
な

役
割
を
負
っ
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
も
検
討
し
て
い
く
。
「
帝
」
た
ち

が
恋
慕
し
迫
る
こ
と
に
よ
り
、
ど
の
よ
う
な
事
態
が
物
語
に
生
じ
る
の
か

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
最
終
的
に
は
、
物
語
が
書
か
れ
た
当
時
、

帝
を
袖
に
す
る
物
語
が
受
け
入
れ
ら
れ
た
理
由
と
は
一
体
何
な
の
か
と
い

う
こ
と
も
検
討
し
て
い
き
た
い
。
な
お
拠
っ
た
本
文
と
ペ
ー
ジ
数
は
、
そ

れ
ぞ
れ
『
竹
取
物
語
』
は
『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
　
竹
取
物
語
』
（
岩

波
書
店
、
一
九
九
七
）
、
『
源
氏
物
語
』
は
『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
　
源

氏
物
語
』
（
岩
波
書
店
、
一
九
九
五
）
、
『
夜
の
寝
覚
』
は
『
新
編
日
本
古

典
文
学
全
集
　
夜
の
寝
覚
」
（
小
学
館
、
一
九
九
六
）
、
『
狭
衣
物
語
』
は

『
日
本
古
典
文
学
大
系
　
狭
衣
物
語
』
（
岩
波
書
店
、
一
九
六
五
）
で
あ
る
。

一、

u
か
ぐ
や
姫
」
た
ち
の
共
通
性

　
さ
て
、
『
竹
取
物
語
』
に
お
け
る
「
か
ぐ
や
姫
」
の
帝
拒
否
の
姿
勢
は

激
し
い
。
帝
が
来
訪
す
る
以
前
か
ら
、
帝
と
の
結
婚
の
話
を
聞
い
た
だ
け

で
か
ぐ
や
姫
は
「
し
ゐ
て
仕
う
ま
つ
ら
せ
給
は
ば
、
消
え
う
せ
な
ん
ず
」

（
五
四
ペ
ー
ジ
）
と
強
い
拒
否
反
応
を
示
す
。
そ
し
て
実
際
に
来
訪
し
た

帝
に
よ
り
、
強
引
に
連
れ
去
ら
れ
そ
う
に
な
る
と
見
る
や
影
と
な
り
、
そ

の
場
よ
り
消
え
て
し
ま
う
。
徹
底
し
た
拒
否
の
姿
勢
が
見
受
け
ら
れ
る
。

そ
の
よ
う
な
強
い
姿
勢
は
果
た
し
て
他
の
「
か
ぐ
や
姫
」
た
ち
に
全
く
同

じ
よ
う
に
土
ハ
通
す
る
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
『
寝
覚
』
の
女
君
に
つ
い
て
は
、
共
通
す
る
と
い
っ
て
い
い
。
大
皇
の

宮
の
策
略
に
は
ま
り
帝
に
捕
ら
え
ら
れ
た
女
主
人
公
は
「
な
か
な
か
死
ぬ

る
心
地
し
て
、
も
の
も
お
ぼ
え
ず
」
（
巻
三
、
二
七
〇
ペ
ー
ジ
）
と
い
う

状
態
で
、
帝
の
言
葉
も
「
何
事
も
聞
き
分
か
れ
ず
」
（
同
、
二
七
一
ペ
ー

ジ
）
と
い
う
ほ
ど
の
惑
乱
ぶ
り
で
あ
る
。
そ
の
心
理
状
態
た
る
や
、
た
だ

た
だ
こ
の
状
況
を
「
恐
ろ
し
く
、
い
み
じ
く
、
ゆ
ゆ
し
く
」
（
同
、
二
七

四
ペ
ー
ジ
）
思
う
だ
け
で
あ
る
。
帝
ほ
ど
の
高
貴
な
男
性
に
求
め
ら
れ
て

い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
し
か
し
激
し
い
拒
否
の
姿
勢
を
示
す
女
君
で
あ

る
。
彼
女
も
ま
た
帝
を
拒
否
す
る
「
か
ぐ
や
姫
」
性
を
強
く
持
っ
て
い
る

の
で
あ
っ
た
。

　
長
南
氏
は
「
そ
こ
（
稿
者
注
、
女
主
人
公
の
一
連
の
態
度
）
に
は
か
ぐ

や
姫
が
帝
の
も
と
に
出
仕
す
る
こ
と
を
拒
み
、
『
は
や
、
殺
し
た
ま
ひ
て

よ
か
し
』
と
言
い
切
る
激
し
い
拒
絶
の
姿
を
重
ね
合
わ
せ
る
こ
と
が
可
能

で
あ
る
」
と
い
う
説
明
で
土
ハ
通
性
を
指
摘
す
る
が
、
全
く
そ
の
指
摘
の
通
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物語における機能としての帝

り
「
死
」
さ
え
も
思
う
拒
否
の
姿
勢
と
い
う
点
で
こ
の
二
人
の
「
か
ぐ
や

姫
」
は
土
ハ
通
す
る
も
の
を
持
つ
。

　
そ
の
共
通
性
は
、
『
源
氏
』
の
玉
婁
の
ケ
ー
ス
で
は
や
や
形
を
変
え
て

看
取
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
と
い
う
の
は
玉
髭
は
帝
を
拒
否
す
る
姿
勢
は

見
せ
る
も
の
の
、
「
死
」
ま
で
を
想
起
し
は
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。
局
に

や
っ
て
き
て
髪
黒
と
結
婚
し
た
こ
と
を
切
々
と
恨
む
帝
に
対
し
、
玉
婁
は

「
う
ら
み
さ
せ
給
御
け
し
き
の
、
ま
め
や
か
に
わ
づ
ら
は
し
け
れ
ば
、
い

と
う
た
て
も
あ
る
か
な
、
と
お
ぼ
え
て
」
（
「
真
木
柱
」
三
、
一
三
六
ペ
ー

ジ
）
と
「
わ
づ
ら
は
し
」
と
思
う
程
度
に
止
ま
っ
て
い
る
。
一
見
す
る
と

『
竹
取
』
の
か
ぐ
や
姫
や
『
寝
覚
」
の
女
君
と
の
共
通
性
は
薄
い
よ
う
に

も
思
わ
れ
る
。

　
で
は
、
こ
れ
を
も
っ
て
玉
鍵
は
そ
れ
ら
二
人
の
「
か
ぐ
や
姫
」
と
は
縁

遠
い
と
即
断
で
き
る
か
と
い
え
ば
、
そ
う
で
は
な
い
。
も
と
よ
り
玉
婁
は

鈴
木
日
出
男
氏
が
「
異
界
の
よ
う
な
北
九
州
の
鄙
に
さ
ま
よ
っ
た
玉
婁
は
、

さ
ら
に
も
う
一
つ
の
異
界
と
も
い
う
べ
き
六
条
院
に
放
た
れ
た
の
で
あ
る
。

『
竹
取
物
語
」
の
か
ぐ
や
姫
が
、
不
老
不
死
の
理
想
郷
で
あ
る
月
の
都
か

ら
、
「
は
か
な
く
」
も
「
臓
い
」
地
上
に
ひ
と
り
降
ら
せ
ら
れ
、
し
か
も

大
勢
の
男
た
ち
の
求
婚
に
さ
ら
さ
れ
る
の
と
、
こ
れ
も
似
て
い
な
く
は
な

　
　
　
　
　
注
5

い
」
と
指
摘
す
る
よ
う
に
、
帝
拒
否
の
姿
勢
以
外
に
も
「
か
ぐ
や
姫
」
た

ち
と
の
土
ハ
通
性
が
指
摘
で
き
る
女
性
で
あ
る
（
『
寝
覚
』
の
女
君
も
様
々

な
男
に
求
婚
さ
れ
、
ま
た
広
沢
や
九
条
の
邸
な
ど
を
さ
ま
よ
っ
て
い
る
）
。

玉
鍾
に
他
の
「
か
ぐ
や
姫
」
た
ち
と
の
差
異
が
あ
る
の
で
は
な
い
。
む
し

ろ
「
か
ぐ
や
姫
」
と
玉
婁
と
の
帝
拒
否
に
お
け
る
差
異
の
原
因
は
、
ひ
と

え
に
帝
側
の
態
度
の
差
異
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
。
旦
ハ
体
的
に
は
帝
の

強
引
さ
の
違
い
、
と
い
う
と
こ
ろ
に
求
め
ら
れ
よ
う
。

　
つ
ま
り
「
源
氏
』
の
冷
泉
帝
は
、
『
竹
取
』
の
帝
の
よ
う
に
強
引
に
自

分
の
も
と
へ
拉
致
し
よ
う
と
し
な
い
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
、
『
寝
覚
』
の
帝

の
よ
う
に
「
衣
ば
か
り
は
引
き
交
は
」
し
て
密
着
し
て
い
く
よ
う
な
行
動

に
も
出
な
い
。
む
し
ろ
「
ひ
た
ふ
る
に
浅
き
方
に
思
ひ
疎
ま
れ
じ
」
と
彼

女
に
嫌
わ
れ
る
こ
と
を
恐
れ
、
た
だ
「
い
み
じ
う
心
ふ
か
き
さ
ま
に
の

給
」
以
外
の
行
動
に
は
何
ら
出
よ
う
と
し
な
い
。
帝
で
あ
り
な
が
ら
彼
女

の
心
内
を
気
に
す
る
、
あ
る
意
味
で
「
弱
気
」
な
冷
泉
帝
の
態
度
に
は

「
女
性
の
心
内
」
へ
の
恐
れ
が
垣
間
見
え
て
い
る
の
で
あ
る
（
こ
こ
か
ら

考
え
れ
ば
こ
の
後
に
「
女
性
の
心
内
」
に
対
す
る
恐
れ
、
関
心
が
強
い
薫

を
主
要
人
物
と
し
て
「
宇
治
十
帖
」
が
書
か
れ
た
の
も
自
然
な
流
れ
で
あ

っ
た
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
）
。

　
こ
の
よ
う
な
帝
に
対
し
て
は
、
こ
の
「
か
ぐ
や
姫
」
、
玉
婁
は
死
を
思

う
ほ
ど
切
迫
し
よ
う
が
な
い
の
で
あ
っ
た
。
長
南
氏
は
『
寝
覚
」
の
女
君

に
つ
い
て
「
帝
か
ら
受
け
る
圧
迫
が
大
き
く
な
れ
ば
、
何
ら
か
の
手
段
に

よ
っ
て
帝
を
拒
否
す
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。
恐
ら
く
そ
の
最
終
手
段
が

「
死
」
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
」
と
す
る
が
、
こ
の
「
か
ぐ
や
姫
」
性

は
玉
婁
に
も
当
て
は
ま
る
も
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
歌
を
詠
み
か
け
た
だ

け
の
帝
に
対
し
て
も
「
ま
あ
や
か
に
わ
づ
ら
は
し
」
「
む
つ
か
し
き
世
の

癖
」
と
繰
り
返
し
難
ず
る
玉
髪
で
あ
る
。
実
際
に
身
体
的
接
触
が
図
ら
れ

た
と
し
た
ら
ど
う
な
っ
た
か
。
恐
ら
く
、
『
寝
覚
』
の
女
君
が
示
し
た
拒

否
反
応
と
限
り
な
く
近
づ
い
て
く
る
だ
ろ
う
。
や
は
り
、
玉
髪
も
帝
を
拒

否
す
る
「
か
ぐ
や
姫
」
性
を
も
つ
女
性
で
あ
っ
た
。

　
そ
の
よ
う
な
拒
否
反
応
を
示
し
な
が
ら
、
し
か
し
こ
の
「
か
ぐ
や
姫
」
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た
ち
は
帝
に
「
媚
を
売
る
」
よ
う
な
言
葉
も
投
げ
か
け
て
い
る
と
い
う
二

面
性
を
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
。
玉
髪
は
帝
の
歌
に
対
し
「
い
か
な
ら
ん

色
と
も
知
ら
ぬ
紫
を
心
し
て
こ
そ
人
は
そ
め
け
れ
」
（
同
、
一
三
六
ぺ
；

ジ
）
と
気
持
ち
を
理
解
し
た
よ
う
に
和
歌
を
返
し
、
そ
し
て
、
駄
目
押
し

の
よ
う
に
「
い
ま
よ
り
な
む
思
給
へ
知
る
べ
き
」
（
同
、
＝
二
六
ペ
ー
ジ
）

と
帝
の
恩
を
忘
れ
な
い
こ
と
を
さ
ら
に
付
け
加
え
て
い
く
。
恋
す
る
帝
と

し
て
は
、
玉
髭
を
任
官
さ
せ
た
甲
斐
が
あ
っ
た
と
感
じ
た
こ
と
だ
ろ
う
。

歌
と
官
位
の
贈
答
に
よ
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
成
立
し
た
こ
と
で
調

子
付
い
た
帝
は
、
さ
ら
に
「
う
ら
み
」
の
言
葉
を
玉
髪
に
投
げ
か
け
る
。

こ
の
と
き
帝
は
玉
髪
に
「
こ
よ
な
き
近
ま
さ
り
」
を
感
じ
、
い
わ
ば
こ
の

玉
髪
の
姿
態
に
よ
り
帝
は
す
っ
か
り
想
い
を
か
き
立
て
ら
れ
た
体
で
あ
る
。

こ
の
想
い
は
遠
く
「
竹
河
」
巻
ま
で
及
ぶ
と
あ
れ
ば
、
帝
の
そ
そ
ら
れ
た

想
い
の
強
さ
が
分
か
る
。

　
『
寝
覚
』
の
女
君
に
つ
い
て
も
状
況
は
似
て
い
る
。
「
の
ち
に
ま
た
な
か

れ
あ
ふ
せ
の
頼
ま
ず
は
涙
の
あ
わ
と
消
え
ぬ
べ
き
身
を
」
（
巻
三
、
二
八

三
ペ
ー
ジ
）
と
和
歌
を
贈
ら
れ
た
女
主
人
公
は
、
帝
が
お
帰
り
に
な
る
ら

し
い
と
見
て
取
り
、
少
し
気
分
を
落
ち
着
か
せ
る
。
そ
し
て
、
コ
涙
の
み

流
れ
あ
ふ
せ
は
い
つ
と
て
も
う
き
に
う
き
添
ふ
名
を
や
流
さ
む
」
（
同
、

二
八
四
ペ
ー
ジ
）
と
い
う
返
歌
を
詠
む
の
で
あ
る
。
女
君
の
和
歌
の
結
句

「
名
を
や
流
さ
む
」
の
「
や
～
む
」
は
疑
問
の
構
文
で
あ
り
、
訳
せ
ば

「
浮
名
を
流
す
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
」
と
な
る
。
相
手

（
帝
）
に
疑
問
を
投
げ
か
け
て
判
断
の
余
地
を
残
す
、
や
や
思
わ
せ
ぶ
り

な
和
歌
と
な
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

　
帝
が
帰
る
と
の
こ
と
で
つ
い
安
心
し
た
の
か
、
あ
る
い
は
帝
に
対
し
て

拒
絶
し
通
す
和
歌
を
詠
む
の
は
さ
す
が
に
失
礼
だ
と
感
じ
た
の
か
。
と
も

か
く
相
手
に
そ
の
よ
う
な
詠
み
ぶ
り
に
な
っ
て
い
る
こ
と
は
注
意
を
要
す

る
。
さ
ら
に
女
君
も
玉
髪
同
様
、
駄
目
押
し
の
よ
う
に
思
わ
せ
ぶ
り
な
言

葉
を
付
け
加
え
る
。
「
わ
が
大
君
の
」
が
そ
れ
だ
。
『
新
編
全
集
』
で
は
引

歌
を
想
定
し
つ
つ
「
わ
が
大
君
を
忘
れ
ま
し
ょ
う
か
」
と
訳
し
て
い
る
が
、

お
お
む
ね
妥
当
な
訳
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
帝
の
「
尊
さ
」
「
あ
り
が
た
さ
」

に
彼
女
も
ま
た
は
っ
き
り
と
敬
意
を
表
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
『
寝
覚
』

の
帝
も
、
自
分
の
存
在
が
彼
女
の
中
に
確
か
に
息
づ
い
て
い
る
こ
と
を
確

認
す
る
。
そ
う
感
じ
れ
ば
こ
そ
、
自
分
を
よ
り
強
く
想
わ
せ
た
い
と
の
願

い
が
強
ま
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
う
し
て
『
源
氏
』
の
冷
泉
帝
同
様
、

「
か
ぐ
や
姫
」
を
忘
れ
ら
れ
な
い
男
に
な
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。

　
『
源
氏
』
冷
泉
帝
が
遠
く
「
竹
河
」
巻
ま
で
玉
髪
を
恋
慕
し
続
け
た
よ

う
に
、
『
寝
覚
』
帝
も
巻
三
で
の
闘
入
の
一
件
以
来
ず
っ
と
現
存
本
の
最

後
に
至
る
ま
で
彼
女
を
恋
慕
し
続
け
る
。
さ
ら
に
『
寝
覚
』
の
帝
は
散
逸

部
に
お
い
て
彼
女
を
”
擬
死
”
さ
せ
る
ほ
ど
に
追
い
詰
め
た
と
推
測
さ
れ

る
。
そ
こ
ま
で
の
恋
慕
を
、
全
く
脈
の
な
い
女
に
対
し
て
向
け
る
こ
と
が

果
た
し
て
可
能
か
ど
う
か
。
歌
の
贈
答
に
よ
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の

成
立
、
そ
し
て
帝
“
思
慕
”
と
も
取
れ
る
発
言
。
そ
れ
ら
の
「
事
実
」
は

物
語
全
体
か
ら
見
れ
ば
些
細
な
も
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
欲
求
不
満
と
な

っ
て
い
る
帝
の
心
中
で
い
や
が
う
え
に
も
増
幅
さ
れ
こ
の
よ
う
な
執
念
深

い
恋
慕
の
原
動
力
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
も
と
よ
り
、
こ
の
よ
う
な
「
媚
を
売
る
」
と
も
取
れ
る
行
動
は
か
ぐ
や

姫
そ
の
人
が
と
っ
て
い
た
行
動
で
あ
っ
た
。
か
ぐ
や
姫
は
帝
に
迫
ら
れ
て

一
旦
は
影
と
な
っ
た
も
の
の
、
帝
の
「
さ
ら
ば
、
御
と
も
に
は
い
て
行
か
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じ
。
も
と
の
御
か
た
ち
と
は
な
り
給
ひ
ね
。
そ
れ
を
見
て
だ
に
帰
な
む
」

（
五
七
ペ
ー
ジ
）
と
い
う
要
請
に
応
じ
て
、
再
度
美
し
い
姿
を
帝
の
前
に

現
す
。
帝
の
目
に
、
改
め
て
自
身
の
美
し
さ
が
焼
き
つ
く
こ
と
は
、
か
ぐ

や
姫
に
も
想
像
が
つ
い
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
「
な
を
め
で
た
く
お
ぼ

し
め
さ
る
＼
事
、
せ
き
と
め
が
た
し
」
（
五
八
ペ
ー
ジ
）
と
、
再
び
か
ぐ

や
姫
を
見
て
し
ま
っ
た
帝
の
思
慕
は
「
な
を
」
一
層
高
ま
っ
て
い
く
。
帝

の
自
分
へ
の
思
慕
を
弱
め
た
い
の
で
あ
れ
ば
、
要
請
を
頑
と
し
て
拒
否
し

て
影
で
い
れ
ば
よ
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
穿
っ
て
考
え
れ
ば
、
帝
の
想
い

を
さ
ら
に
か
き
立
て
る
た
め
に
、
か
ぐ
や
姫
は
再
度
姿
を
見
せ
た
の
で
は

な
い
か
。
そ
の
こ
と
は
、
帝
か
ら
の
文
に
対
し
て
返
事
を
「
さ
す
が
に
憎

か
ら
ず
聞
こ
え
か
は
し
給
て
、
お
も
し
ろ
く
、
木
草
に
つ
け
て
も
御
歌
を

よ
み
て
遣
は
す
」
（
五
九
ペ
ー
ジ
）
か
ぐ
や
姫
の
姿
か
ら
も
見
る
こ
と
が

で
き
る
。
言
葉
に
よ
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
成
立
さ
せ
て
帝
の
気
を

引
き
な
が
ら
、
決
し
て
身
体
的
接
触
は
許
さ
な
い
。
そ
れ
が
か
ぐ
や
姫
の

基
本
的
な
帝
へ
の
態
度
で
あ
っ
た
。
気
分
だ
け
昂
揚
さ
せ
ら
れ
た
帝
は
、

か
ぐ
や
姫
と
会
っ
て
か
ら
と
い
う
も
の
他
の
后
を
遠
ざ
け
、
も
っ
ぱ
ら
か

ぐ
や
姫
と
の
文
通
に
の
み
勤
し
ん
だ
と
あ
る
。
い
わ
ば
、
か
ぐ
や
姫
は
帝

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
6

に
プ
ラ
ト
ニ
ッ
ク
・
ラ
ブ
を
強
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
文
通
だ
け
は
許
す

態
度
が
、
そ
の
よ
う
な
類
の
恋
に
慣
れ
な
い
帝
を
ど
れ
ほ
ど
狂
お
し
く
さ

せ
た
か
。
か
ぐ
や
姫
へ
の
想
い
の
強
さ
ゆ
え
に
不
死
の
薬
を
捨
て
た
姿
を

見
れ
ば
、
そ
れ
は
贅
言
を
要
す
ま
い
。

　
帝
の
「
か
ぐ
や
姫
」
ど
の
文
通
と
い
う
点
で
言
え
ば
『
寝
覚
』
の
場
合
、

さ
ら
に
事
態
は
複
雑
で
あ
る
。
『
寝
覚
」
の
帝
も
何
度
も
女
君
に
手
紙
を

出
す
。
し
か
し
、
そ
の
手
紙
は
内
大
臣
の
読
む
と
こ
ろ
と
な
り
、
内
大
臣

の
嫉
妬
を
誘
う
と
い
う
副
作
用
を
も
た
ら
す
。
そ
し
て
さ
ら
に
嫉
妬
し
て

い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
内
大
臣
は
女
君
に
返
信
を
出
す
よ
う
勧
め
る
と

い
う
屈
折
し
た
展
開
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、

手
紙
の
媒
体
と
な
っ
て
い
る
ま
さ
ご
君
、
督
の
君
と
の
問
題
と
あ
わ
せ
て

別
稿
を
用
意
し
て
考
え
た
い
問
題
で
あ
る
。
ひ
と
ま
ず
本
稿
で
は
、
『
竹

取
』
と
『
寝
覚
』
と
の
間
の
「
文
通
」
と
い
う
土
ハ
通
性
を
指
摘
す
る
に
止

め
る
。

　
こ
の
よ
う
に
「
か
ぐ
や
姫
」
た
ち
は
た
だ
帝
を
拒
否
す
る
の
で
は
な
い
。

拒
否
す
る
一
方
で
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
成
立
さ
せ
、
帝
の
気
持
ち
を

　
　
そ
の
よ
う
な
意
図
が
彼
女
た
ち
に
あ
る
か
な
い
か
は
別
に
し
て

自
分
に
つ
な
ぎ
と
め
る
こ
と
も
同
時
に
行
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
な
ぜ
彼

女
た
ち
は
、
そ
の
よ
う
な
一
見
矛
盾
す
る
よ
う
な
行
動
に
出
る
の
だ
ろ
う

か
。　

一
つ
の
理
由
と
し
て
考
え
ら
れ
る
の
は
、
読
者
側
が
そ
の
よ
う
な
ヒ
ロ

イ
ン
を
要
請
し
た
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
彼
女
た
ち
「
か
ぐ
や
姫
」

は
自
分
の
身
体
を
自
分
の
思
う
よ
う
に
扱
え
は
し
な
い
。
既
に
帝
に
迫
ら

れ
る
以
前
に
定
め
ら
れ
た
（
定
め
ら
れ
て
し
ま
っ
た
）
人
生
が
彼
女
た
ち

に
は
あ
る
。
か
ぐ
や
姫
は
拒
否
し
よ
う
と
も
月
の
都
に
帰
る
こ
と
が
宿
命

付
け
ら
れ
て
い
る
身
で
あ
り
、
玉
髪
は
既
に
夫
を
持
っ
て
し
ま
っ
た
身
で

あ
る
。
『
寝
覚
』
の
女
君
に
し
て
も
「
影
に
つ
き
た
る
や
う
な
る
内
の
大

臣
」
（
同
、
二
七
〇
ペ
ー
ジ
）
が
彼
女
の
身
体
を
厳
し
く
規
制
す
る
。
事

実
、
先
の
「
わ
が
大
君
の
」
と
答
え
た
女
君
は
そ
の
直
後
、
内
大
臣
に
見

ら
れ
た
よ
う
な
気
持
ち
が
し
て
罪
悪
感
に
と
ら
わ
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
そ

れ
ぞ
れ
制
限
の
あ
る
状
態
の
中
で
帝
を
拒
否
し
、
か
つ
帝
に
対
し
て
想
い

39



を
引
き
続
け
さ
せ
る
行
動
を
「
か
ぐ
や
姫
」
た
ち
は
取
っ
て
い
く
。
こ
れ

は
、
様
々
な
制
限
が
身
に
課
さ
れ
て
い
る
中
で
も
、
た
く
ま
し
く
生
き
て

い
こ
う
と
す
る
女
性
た
ち
に
対
し
て
見
本
と
な
り
う
る
身
の
処
し
方
で
あ

っ
た
に
違
い
な
い
。

　
と
い
う
の
も
こ
と
帝
は
当
時
の
女
性
に
と
っ
て
世
を
つ
か
さ
ど
る
至
高

の
男
性
で
あ
る
。
そ
の
存
在
を
無
視
は
で
き
な
い
。
だ
が
や
は
り
今
の
自

分
の
生
き
方
を
曲
げ
る
わ
け
に
も
い
か
な
い
。
至
高
の
男
性
に
恋
さ
れ
る

と
い
う
事
態
に
接
し
た
と
き
、
女
性
は
ど
う
す
れ
ば
よ
い
の
か
。
「
か
ぐ

や
姫
」
た
ち
の
物
語
は
中
流
階
級
の
読
者
た
ち
に
何
ら
か
の
示
唆
を
与
え

た
は
ず
で
あ
り
、
言
い
換
え
れ
ば
、
読
者
は
自
分
の
人
生
を
揺
る
が
し
か

ね
な
い
恋
に
つ
い
て
対
処
す
る
先
達
の
物
語
と
し
て
「
か
ぐ
や
姫
」
た
ち

の
物
語
を
必
要
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
（
そ
う
考
え
れ
ば
『
源
氏
』
の
空
蝉

の
物
語
な
ど
も
こ
の
枠
内
に
と
ら
え
ら
れ
よ
う
）
。

　
ま
た
、
「
か
ぐ
や
姫
」
た
ち
の
処
世
術
は
『
無
名
草
子
』
の
語
り
手
の

一
人
が
『
寝
覚
』
の
女
君
を
評
し
て
「
心
上
手
」
と
褒
め
称
え
た
方
向
性

と
も
一
致
す
る
。
読
者
た
ち
は
こ
の
「
心
上
手
」
の
「
か
ぐ
や
姫
」
た
ち

の
物
語
を
読
み
「
か
ぐ
や
姫
」
た
ち
と
一
緒
に
帝
の
恋
慕
に
対
処
し
な
が

ら
、
自
分
の
定
め
ら
れ
た
人
生
を
た
く
ま
し
く
生
き
抜
く
姿
勢
と
い
う
も

の
に
つ
い
て
思
い
を
い
た
し
た
は
ず
だ
。
『
源
氏
』
の
玉
髭
も
『
寝
覚
』

の
女
君
も
、
決
し
て
順
風
満
帆
の
人
生
で
は
な
い
。
母
の
な
い
子
で
あ
り
、

成
人
し
て
か
ら
も
常
に
悩
み
を
抱
え
て
い
る
。
そ
の
中
で
さ
ら
に
帝
か
ら

の
恋
慕
に
も
対
処
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
「
心
上
手
」
な

「
か
ぐ
や
姫
」
た
ち
の
造
形
は
、
読
者
の
目
標
と
な
る
も
の
で
あ
っ
た
と

い
え
る
。
も
ち
ろ
ん
実
人
生
に
お
い
て
は
帝
や
帝
に
準
ず
る
高
貴
な
男
性

に
恋
さ
れ
る
機
会
な
ど
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
は
ず
だ
が
、
自
ら
の
定
ま

っ
て
い
る
人
生
を
揺
る
が
し
か
ね
な
い
恋
の
事
態
を
想
起
し
な
が
ら
、
読

者
の
心
は
揺
れ
動
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
い
わ
ば
「
か
ぐ
や
姫
」
た
ち
は
男
た
ち
を
ど
う
扱
う
か
、
そ
し
て
自
分

の
決
め
ら
れ
た
人
生
を
ど
う
生
き
て
い
く
か
と
い
う
こ
と
を
読
者
に
提
示

し
た
、
い
い
「
お
手
本
」
で
あ
っ
た
。
と
同
時
に
、
読
者
が
要
請
し
た

「
同
胞
」
で
あ
り
、
ま
た
「
先
達
」
で
あ
っ
た
の
だ
と
い
う
こ
と
が
で
き

る
。

二
、
機
能
と
し
て
の
帝
　
　
帝
た
ち
の
共
通
性

　
前
項
で
は
「
か
ぐ
や
姫
」
た
ち
の
帝
拒
否
の
姿
勢
と
い
う
共
通
点
と
、

そ
の
読
者
に
対
す
る
意
義
を
見
て
き
た
。

　
本
項
で
は
見
方
を
変
え
、
男
側
（
帝
）
の
恋
慕
が
物
語
に
ど
の
よ
う
な

意
味
を
も
っ
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
見
て
い
く
。
い
わ
ば
、

帝
が
「
か
ぐ
や
姫
」
た
ち
の
物
語
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
「
機
能
」
を
果

た
し
て
い
る
の
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。

　
こ
の
問
題
に
つ
い
て
、
ま
ず
非
常
に
明
確
に
対
応
関
係
が
指
摘
で
き
る

の
は
『
源
氏
』
の
玉
婁
と
『
寝
覚
』
の
女
君
で
あ
る
。

　
先
に
紹
介
し
た
長
南
氏
は
『
寝
覚
』
の
帝
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ

注
7

る
。

『
夜
の
寝
覚
』
の
帝
は
、
道
化
で
あ
っ
た
。
と
言
う
の
も
、
女
君
を

我
が
物
と
す
る
た
め
、
そ
の
母
大
皇
の
宮
と
謀
略
を
企
て
た
結
果
、

逆
に
女
君
の
心
の
深
層
に
封
印
さ
れ
て
い
た
男
君
へ
の
愛
情
を
認
め
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さ
せ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。

　
長
南
氏
が
述
べ
る
が
ご
と
く
、
女
君
は
帝
に
迫
ら
れ
て
初
め
て
自
分
の

男
主
人
公
へ
の
思
い
の
深
さ
を
思
い
知
る
。
こ
の
よ
う
な
事
態
に
ま
ず
思

い
出
す
の
が
男
主
人
公
の
こ
と
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
本
文
に
は
以
下
の

よ
う
に
あ
る
。

「
あ
な
い
み
じ
。
内
の
大
臣
の
聞
き
お
ぼ
さ
む
こ
と
よ
」
と
は
、
ふ

と
、
お
ぼ
え
て
、
「
あ
さ
ま
し
う
、
あ
や
し
と
、
御
覧
じ
お
ぼ
さ
む

こ
と
は
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
同
、
二
七
〇
ペ
ー
ジ
）

「
か
く
て
は
ま
た
、
内
の
大
臣
に
、
い
か
な
る
こ
と
を
言
ひ
聞
か
せ

た
ま
ふ
ら
む
と
す
ら
む
。
な
に
し
、
や
む
ご
と
な
き
基
を
見
な
が
ら
、

我
は
こ
よ
な
き
劣
り
ざ
ま
に
て
、
交
じ
ら
む
か
た
を
こ
そ
、
す
べ
て

あ
る
ま
じ
き
こ
と
に
も
、
あ
な
が
ち
に
も
か
け
離
れ
つ
つ
、
恨
み
ら

る
れ
。
そ
れ
よ
り
ほ
か
に
つ
ゆ
も
怠
り
あ
り
て
、
聞
き
疎
ま
れ
む
な
。

お
ほ
か
た
に
と
り
て
も
、
あ
る
ま
じ
き
こ
と
な
り
し
に
、
我
が
心
に

も
あ
ら
ず
も
て
な
さ
れ
し
藻
塩
の
煙
は
、
命
を
限
る
ま
で
お
ぼ
え
し

を
、
ま
い
て
こ
の
際
は
、
『
い
さ
さ
か
の
ま
よ
ひ
こ
そ
あ
り
け
れ
』

と
聞
こ
え
む
恥
つ
か
し
さ
」
を
思
ふ
に
、
な
ほ
消
え
ぬ
、
わ
び
し
く

て
、
「
明
日
ま
で
あ
り
と
聞
こ
え
ず
も
が
な
」
と
そ
、
思
ひ
ま
ど
は

る
る
や
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
同
、
二
七
三
～
二
七
四
ペ
ー
ジ
）

帝
に
迫
ら
れ
た
女
君
は
、
何
よ
り
も
ま
ず
こ
の
事
態
を
「
内
の
大
臣
の

聞
き
お
ぼ
さ
む
こ
と
」
を
恐
れ
る
。
内
大
臣
と
「
か
け
離
れ
」
て
い
な
く

て
は
な
ら
な
い
と
い
う
切
実
な
現
状
認
識
、
そ
し
て
「
か
け
離
れ
」
て
い

る
以
外
の
理
由
で
内
大
臣
に
「
疎
ま
れ
」
た
く
は
な
い
と
い
う
思
い
。
帝

に
迫
ら
れ
て
は
じ
め
て
、
彼
女
は
自
分
の
気
持
ち
を
明
確
に
認
識
す
る
。

　
危
機
が
去
っ
て
後
、
彼
女
は
「
『
あ
な
い
み
じ
。
内
の
大
臣
、
い
か
に

聞
き
お
ぼ
さ
む
』
と
、
う
ち
お
ぼ
ゆ
る
こ
と
の
み
、
先
に
立
ち
つ
る
も
、

今
思
ふ
ぞ
、
あ
や
し
き
」
（
同
、
二
八
九
ペ
ー
ジ
）
と
感
じ
る
が
、
そ
れ

で
も
な
お
こ
の
一
件
に
対
す
る
内
大
臣
の
反
応
を
「
い
か
に
の
た
ま
は
む

と
す
ら
む
。
い
か
に
答
へ
や
ら
む
」
（
同
、
二
九
〇
ペ
ー
ジ
）
と
非
常
に

気
に
し
て
い
る
様
子
が
う
か
が
え
る
。

　
『
新
編
全
集
』
の
頭
注
は
こ
こ
を
「
こ
れ
も
、
つ
ま
り
は
内
大
臣
思
慕

の
表
れ
で
あ
る
」
と
す
る
が
、
「
思
慕
」
は
と
も
か
く
と
し
て
も
彼
女
は

自
分
の
心
に
ど
れ
だ
け
内
大
臣
の
存
在
が
大
き
い
か
と
い
う
こ
と
を
思
い

知
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
帝
の
闊
入
が
そ
の
よ
う
な
心
的
状
況
に
追
い

や
っ
た
と
い
う
意
味
で
、
帝
が
二
人
の
距
離
を
縮
め
た
と
い
う
言
い
方
が

で
き
よ
う
。
今
後
、
女
君
は
自
ら
の
宮
中
か
ら
の
退
出
と
い
う
目
標
に
向

か
っ
て
男
主
人
公
と
手
を
取
り
合
っ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
内
大
臣
に

「
あ
が
君
、
今
は
、
い
つ
も
い
つ
も
た
だ
御
心
な
り
。
疾
く
出
で
た
ま
ひ

て
、
今
宵
も
ま
か
で
ぬ
べ
く
奏
し
た
ま
へ
」
（
巻
四
、
三
三
〇
ペ
ー
ジ
）

と
懇
願
す
る
姿
は
象
徴
的
で
あ
る
。
女
君
が
こ
こ
ま
で
本
心
を
さ
ら
け
出

し
て
内
大
臣
に
懇
願
し
た
の
は
、
こ
れ
ま
で
の
『
寝
覚
』
に
は
な
か
っ
た

こ
と
で
あ
っ
た
。
帝
は
意
図
せ
ず
し
て
、
女
君
に
男
君
へ
の
想
い
の
深
さ

を
自
覚
さ
せ
た
の
で
あ
る
。

　
同
じ
よ
う
な
こ
と
は
、
『
源
氏
』
玉
豊
に
も
言
い
得
る
。
玉
髪
は
『
寝
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覚
』
の
女
君
の
よ
う
に
は
男
（
髪
黒
）
に
対
し
て
の
好
意
を
自
覚
し
た
り

は
し
な
い
。
た
だ
、
帝
に
し
て
も
源
氏
に
し
て
も
「
違
ひ
給
へ
る
と
こ

ろ
」
が
な
い
「
わ
づ
ら
は
し
」
い
「
む
つ
か
し
き
世
の
癖
」
を
持
つ
男
な

の
だ
と
彼
女
は
気
づ
く
。
誰
も
が
羨
む
よ
う
な
男
た
ち
も
、
玉
髪
に
と
っ

て
は
所
詮
は
好
色
な
「
世
の
癖
」
を
発
露
さ
せ
る
「
わ
づ
ら
は
し
」
い
存

在
で
し
か
な
か
っ
た
。
で
あ
る
な
ら
ば
、
定
ま
っ
て
し
ま
っ
た
人
生
を
生

き
よ
う
と
い
う
賢
明
な
判
断
が
彼
女
に
は
働
い
た
。
そ
し
て
、
玉
髭
は
髪

黒
と
の
結
婚
生
活
に
入
っ
て
い
く
。
帝
の
恋
慕
を
忌
避
し
、
髪
黒
に
身
を

委
ね
よ
う
と
す
る
姿
が
次
の
よ
う
に
描
か
れ
る
。

大
将
は
、
か
く
渡
ら
せ
給
へ
る
を
聞
き
給
て
、
い
と
ゴ
静
心
な
け
れ

ば
、
急
ぎ
ま
ど
は
し
給
。
身
つ
か
ら
も
似
げ
な
き
こ
と
も
出
で
き
ぬ

べ
き
身
な
り
け
り
、
と
心
う
き
に
、
え
の
ど
め
給
は
ず
。
ま
か
で
さ

せ
給
べ
き
さ
ま
、
つ
き
ぐ
し
き
こ
と
つ
け
ど
も
つ
く
り
出
で
て
、
父

お
と
ゴ
な
ど
、
か
し
こ
く
た
ば
か
り
給
て
な
ん
、
御
暇
ゆ
る
さ
れ
給

け
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
「
真
木
柱
」
三
、
＝
二
七
ペ
ー
ジ
）

　
こ
の
ま
ま
宮
中
に
い
た
ら
、
ま
た
帝
に
迫
ら
れ
る
惧
れ
が
あ
る
。
そ
の

時
こ
そ
は
実
事
を
挑
ま
れ
る
の
で
は
な
い
か
。
あ
る
い
は
実
事
こ
そ
な
く

て
も
、
そ
の
よ
う
な
噂
が
立
つ
の
で
は
な
い
か
。
玉
髪
は
そ
れ
を
恐
れ
る
。

男
主
人
公
に
懇
願
し
て
宮
中
を
退
出
し
た
『
寝
覚
』
の
女
君
と
は
だ
い
ぶ

程
度
の
差
が
あ
る
も
の
の
、
今
ま
で
の
拒
否
一
辺
倒
の
態
度
か
ら
考
え
れ

ば
、
髪
黒
の
行
動
を
「
え
の
ど
め
給
は
ず
」
と
い
う
の
は
玉
蔓
が
髪
黒
に

見
せ
た
精
一
杯
の
好
意
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
玉
鍵
も
ま
た
、
帝
に

迫
ら
れ
た
こ
と
を
契
機
に
、
夫
と
手
を
取
り
合
い
、
宮
中
か
ら
退
出
し
て

い
く
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
玉
茎
の
ケ
ー
ス
で
も
、
帝
が
自
ら
の
想
い
を
表
出
さ
せ
た

が
ゆ
え
に
「
か
ぐ
や
姫
」
た
ち
は
帝
を
忌
避
し
、
自
分
に
用
意
さ
れ
た

「
現
実
」
を
選
び
取
っ
て
い
く
と
い
う
構
造
が
見
て
取
れ
る
こ
と
に
な
る
。

恋
慕
す
る
帝
を
忌
避
し
た
玉
量
は
、
髪
黒
と
の
生
活
に
完
全
に
満
足
し
て

い
る
わ
け
で
は
な
い
の
に
こ
の
後
、
決
し
て
帝
か
ら
の
手
紙
に
対
し
て
色

よ
い
返
事
を
す
る
こ
と
は
な
い
。
帝
か
ら
の
要
請
は
あ
っ
た
だ
ろ
う
に
、

（
尚
侍
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
）
玉
髪
が
出
仕
す
る
こ
と
も
一
切
な
い

の
で
あ
る
。
強
い
拒
否
の
姿
勢
が
あ
る
と
い
っ
て
い
い
の
で
は
な
い
か
。

　
こ
こ
か
ら
前
項
で
見
た
よ
う
な
帝
と
玉
箋
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の

成
立
は
あ
く
ま
で
処
世
術
に
過
ぎ
な
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
以
後
、
本

格
的
に
髪
黒
と
の
夫
婦
生
活
に
入
り
、
玉
婁
は
そ
の
年
の
内
に
子
ど
も
を

出
産
す
る
。
こ
れ
は
帝
の
も
と
を
退
出
し
た
『
寝
覚
』
の
女
君
が
男
君
と

の
問
に
若
君
を
産
む
の
と
共
通
し
て
、
「
か
ぐ
や
姫
」
の
末
商
た
ち
が
帝

で
は
な
く
自
分
に
定
め
ら
れ
た
「
現
実
」
の
男
た
ち
と
暮
ら
し
て
い
く
姿

に
他
な
ら
な
い
。
物
語
文
学
に
お
い
て
の
帝
と
は
、
一
面
こ
の
よ
う
な
女

た
ち
に
「
現
実
」
を
向
か
せ
る
機
能
を
持
つ
存
在
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と

が
い
え
よ
う
。

　
な
お
、
こ
の
二
人
の
物
語
を
強
い
て
『
竹
取
』
の
か
ぐ
や
姫
の
そ
れ
と

重
ね
合
わ
せ
て
考
え
る
な
ら
ば
、
そ
の
二
つ
の
物
語
に
は
『
竹
取
』
で
は

描
か
れ
な
か
っ
た
「
か
ぐ
や
姫
が
月
の
都
に
帰
っ
た
後
の
姿
」
が
描
か
れ

て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
「
か
ぐ
や
姫
」
た
ち
は
そ
れ
ぞ
れ
自
分

に
定
め
ら
れ
て
あ
る
「
現
実
」
と
折
り
合
い
を
つ
け
て
い
く
。
『
竹
取
』
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の
か
ぐ
や
姫
の
場
合
は
そ
れ
が
天
の
羽
衣
を
着
せ
ら
れ
る
と
い
う
形
で
な

さ
れ
る
（
帝
の
恋
慕
が
か
ぐ
や
姫
を
月
の
都
に
帰
ろ
う
と
思
わ
せ
た
可
能

性
も
あ
る
が
現
時
点
で
は
根
拠
に
欠
け
る
。
な
お
考
え
た
い
）
わ
け
だ
が
、

し
か
し
玉
髪
や
『
寝
覚
』
の
女
君
は
そ
う
は
い
か
な
い
。
何
か
「
現
実
」

と
折
り
合
い
を
つ
け
る
た
め
の
「
加
害
」
が
必
要
な
の
で
あ
る
。
そ
の

「
加
害
」
が
帝
の
恋
慕
で
あ
り
、
そ
の
結
果
、
彼
女
た
ち
は
髪
黒
や
内
大

臣
と
い
っ
た
「
現
実
」
の
男
た
ち
と
の
紐
帯
を
確
認
し
て
い
く
こ
と
に
な

る
。　

こ
の
よ
う
な
事
象
を
確
認
す
る
限
り
「
か
ぐ
や
姫
」
た
ち
の
物
語
に
お

い
て
帝
と
い
う
存
在
が
持
つ
意
味
合
い
と
は
、
「
か
ぐ
や
姫
」
た
ち
へ
の

「
加
害
」
と
い
う
「
機
能
」
的
な
も
の
し
か
な
い
よ
う
に
も
思
わ
れ
て
く

る
。
『
竹
取
』
で
は
ま
だ
は
っ
き
り
し
な
い
状
態
で
あ
っ
た
が
、
『
源
氏
』

の
帝
（
冷
泉
帝
）
に
し
て
も
『
寝
覚
』
の
帝
に
し
て
も
先
に
見
て
き
た
よ

う
に
女
に
袖
に
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
別
の
男
の
ほ
う
を
向
か
せ
る
働
き
し

か
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

　
い
や
、
も
と
よ
り
彼
ら
に
帝
ら
し
い
権
威
権
力
で
物
語
に
そ
の
存
在
感

を
示
す
場
面
が
ど
れ
ほ
ど
あ
っ
た
だ
ろ
う
か
。
『
う
つ
ほ
物
語
』
で
帝
や

院
が
何
度
と
な
く
宴
を
主
催
す
る
の
と
は
対
照
的
な
帝
像
で
は
な
か
っ
た

か
。
『
源
氏
』
で
冷
泉
帝
は
行
幸
を
行
う
が
、
そ
れ
と
て
も
描
か
れ
る
分

量
は
非
常
に
わ
ず
か
で
あ
る
。
し
か
も
冷
泉
帝
が
玉
婁
に
顔
を
見
ら
れ
る

と
い
う
設
定
を
思
い
合
わ
せ
れ
ば
、
い
わ
ば
「
加
害
」
の
た
め
に
用
意
さ

れ
た
前
準
備
の
場
面
に
過
ぎ
な
い
と
も
考
え
ら
れ
よ
う
。
そ
も
そ
も
場
面

が
「
見
る
」
帝
で
は
な
く
「
見
ら
れ
る
」
帝
を
語
っ
て
い
る
点
も
、
帝
の

側
に
場
を
動
か
す
主
体
性
が
な
い
こ
と
が
分
か
る
。
『
寝
覚
』
の
帝
に
い

た
っ
て
は
そ
の
よ
う
な
行
幸
す
ら
な
い
。
ど
ち
ら
の
帝
に
し
て
も
彼
ら
に

焦
点
が
当
た
っ
て
い
る
と
は
考
え
に
く
く
、
帝
中
心
に
読
み
を
進
め
る
の

は
困
難
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
彼
ら
が
「
機
能
」
的
存
在
だ
と
い
う
の

は
そ
う
い
う
意
味
で
あ
る
。

　
し
た
が
っ
て
、
『
源
氏
』
や
『
寝
覚
』
の
「
か
ぐ
や
姫
」
の
物
語
に
お

い
て
は
、
も
っ
ぱ
ら
帝
で
は
な
く
帝
に
恋
さ
れ
る
女
た
ち
の
ほ
う
に
焦
点

が
当
た
っ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
よ
う
な

（「

@
能
」
と
し
て
の
）
帝
が
い
る
か
ら
こ
そ
、
女
性
が
自
分
の
現
実
と
向

き
合
う
際
の
決
意
、
あ
る
い
は
諦
念
と
い
っ
た
も
の
が
読
者
に
鮮
や
か
に

浮
き
上
が
っ
て
く
る
の
で
は
な
い
か
。
現
実
と
向
き
合
う
二
人
の
女
性
の

姿
は
物
語
の
進
行
に
よ
り
そ
の
ま
ま
苦
悩
す
る
二
人
の
母
の
姿
に
な
る
。

そ
れ
は
一
口
に
成
長
と
括
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
子
ど
も
あ
る
が
ゆ
え
に

出
家
が
か
な
わ
な
い
（
つ
ま
り
真
に
か
ぐ
や
姫
に
は
な
れ
な
い
）
女
性
の

生
の
悲
哀
へ
と
つ
な
が
っ
て
い
く
の
だ
。
前
項
で
「
か
ぐ
や
姫
」
た
ち
は

女
性
読
者
の
「
同
胞
」
「
先
達
」
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
と
述
べ
た
が
、
そ
れ

は
こ
の
帝
を
袖
に
し
た
後
の
現
実
を
向
い
た
「
か
ぐ
や
姫
」
た
ち
の
姿
に

も
当
て
は
ま
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
日
々
の
生
活
に
必
ず
し
も
満
足
で
き
な

い
「
か
ぐ
や
姫
」
た
ち
は
、
や
は
り
女
性
読
者
の
「
同
胞
」
で
あ
っ
た
だ

ろ
う
。

　
し
か
し
、
常
に
物
語
に
お
い
て
帝
と
い
う
存
在
が
「
機
能
」
に
過
ぎ
な

い
の
か
と
い
え
ば
、
そ
う
で
は
あ
る
ま
い
。
確
か
に
『
源
氏
』
の
冷
泉
帝

と
『
寝
覚
』
の
帝
に
つ
い
て
は
、
今
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
彼
ら
の
問
題

は
深
め
ら
れ
て
い
る
と
は
言
い
が
た
い
。
彼
ら
が
欲
望
を
表
出
す
る
な
り

女
性
た
ち
は
激
し
く
拒
否
し
て
別
の
男
の
も
と
へ
走
り
、
物
語
は
そ
う
い
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っ
た
女
性
側
を
中
心
に
追
っ
て
い
た
。
帝
の
苦
悩
や
欲
望
表
出
に
至
る
ま

で
の
過
程
と
い
っ
た
も
の
は
、
女
性
の
心
理
と
比
べ
て
中
心
的
に
と
ら
え

ら
れ
は
し
な
か
っ
た
。
そ
の
一
方
、
似
た
よ
う
な
展
開
を
辿
り
な
が
ら
も

こ
の
「
男
」
側
の
問
題
を
深
め
よ
う
と
し
て
、
帝
が
抱
え
る
苦
悩
を
中
心

的
な
テ
ー
マ
に
し
て
描
か
れ
た
物
語
も
存
在
す
る
。
『
狭
衣
物
語
』
が
そ

れ
で
あ
る
。

　
『
狭
衣
物
語
』
に
は
帝
を
拒
否
す
る
非
常
に
「
か
ぐ
や
姫
」
性
の
強
い

女
性
が
同
時
に
二
人
も
登
場
す
る
。
源
氏
の
宮
と
女
二
の
宮
で
あ
る
。
狭

衣
は
し
つ
こ
く
彼
女
た
ち
に
迫
っ
て
い
く
が
、
彼
女
た
ち
を
得
る
こ
と
は

で
き
な
い
。
こ
の
問
題
は
な
お
別
稿
を
用
意
し
て
論
ず
べ
き
か
と
思
わ
れ

る
が
、
さ
し
あ
た
り
本
稿
で
は
「
か
ぐ
や
姫
」
と
帝
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
の
場
面
を
一
つ
挙
げ
て
、
狭
衣
の
問
題
を
考
え
た
い
。

　
次
の
本
文
は
、
即
位
し
た
狭
衣
帝
が
斎
院
と
な
っ
て
い
る
源
氏
の
宮
に

恋
慕
の
情
が
抑
え
き
れ
ず
、
歌
を
詠
む
場
面
で
あ
る
。

「
恋
ひ
て
泣
く
涙
に
く
も
る
月
影
は
、
宿
る
袖
も
や
濡
る
＼
顔
な

る村
雲
晴
れ
果
つ
め
る
を
、
「
い
か
や
う
に
て
か
、
た
ゴ
今
、
か
く
、

御
覧
ず
ら
む
」
と
、
ゆ
か
し
う
」
な
ど
よ
う
に
て
、
近
う
候
ふ
殿
上

童
を
、
た
て
ま
つ
ら
せ
給
へ
れ
ば
、
「
げ
に
、
雲
の
上
は
、
ま
い
て

い
か
に
」
と
、
思
し
や
ら
せ
給
へ
る
秋
の
月
影
な
れ
ば
、
お
か
し
き

御
消
息
な
れ
ば
、
待
ち
見
給
は
ん
け
し
き
、
恥
し
う
思
し
や
ら
せ
給

へ
れ
ど
、
今
は
人
づ
て
に
聞
え
さ
せ
給
は
ん
も
、
あ
る
ま
じ
き
事
な

れ
ば
、

あ
は
れ
添
ふ
秋
の
月
影
袖
馴
れ
で
お
ほ
か
た
と
の
み
な
が
め
や

は
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
巻
四
、
四
三
三
ペ
ー
ジ
）

　
源
氏
の
宮
の
「
か
ぐ
や
姫
」
性
が
、
は
っ
き
り
と
現
れ
て
い
る
と
い
え

よ
う
。
狭
衣
に
対
し
「
人
づ
て
に
聞
え
さ
せ
給
は
ん
も
、
あ
る
ま
じ
き
」

と
帝
の
権
威
を
認
め
て
、
帝
の
気
持
ち
に
添
う
か
た
ち
で
歌
を
詠
む
こ
と

で
文
通
に
よ
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
成
立
さ
せ
て
い
る
。
今
ま
で
見

て
き
た
「
か
ぐ
や
姫
」
た
ち
と
非
常
に
似
通
う
と
い
っ
て
い
い
だ
ろ
う
。

　
こ
の
よ
う
な
源
氏
の
宮
の
姿
勢
に
接
し
た
狭
衣
帝
は
「
差
し
向
か
ひ
聞

え
さ
せ
た
る
心
地
の
み
せ
さ
せ
給
て
、
い
と
ど
大
殿
籠
る
べ
く
も
な
け
れ

ば
」
（
同
、
四
三
四
ペ
ー
ジ
）
と
不
眠
に
陥
る
こ
と
に
な
る
。
狭
衣
帝
は

源
氏
の
宮
に
似
た
式
部
卿
宮
女
を
召
す
が
、
し
か
し
当
然
満
足
で
き
る
も

の
で
は
な
い
。
源
氏
の
宮
に
「
か
ぐ
や
姫
」
的
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の

姿
勢
を
含
め
て
心
奪
わ
れ
て
い
る
以
上
、
顔
や
仕
草
が
ど
ん
な
に
似
て
い

て
も
帝
は
他
の
女
で
は
満
足
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
『
竹
取
』
の
帝
も
そ

う
で
あ
っ
た
が
、
他
の
ど
ん
な
女
に
も
満
足
で
き
な
い
、
帝
と
し
て
は
病

的
な
姿
を
『
狭
衣
』
は
さ
ら
に
詳
細
に
描
い
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

　
し
か
も
、
『
竹
取
』
以
上
に
狭
衣
帝
の
事
態
は
深
刻
で
あ
る
。
顔
の
似

る
式
部
卿
宮
女
を
召
す
こ
と
で
気
持
ち
が
慰
む
一
方
で
、
似
て
い
る
女
性

と
接
す
る
こ
と
で
な
お
さ
ら
源
氏
の
宮
が
忘
れ
ら
れ
な
く
な
る
。
そ
の
展

開
は
『
竹
取
』
の
よ
う
な
プ
ラ
ト
ニ
ッ
ク
・
ラ
ブ
が
（
こ
と
帝
に
お
い

て
）
非
現
実
的
だ
と
考
え
た
上
で
の
新
味
だ
ろ
う
が
、
と
同
時
に
こ
の
展

開
は
狭
衣
帝
の
源
氏
の
宮
に
対
す
る
未
練
、
執
着
が
一
生
身
か
ら
離
れ
な
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物語における機能としての帝

い
こ
と
を
読
者
に
暗
示
す
る
。
帝
の
恋
の
物
語
と
し
て
非
常
に
現
実
的
か

つ
冷
徹
な
筋
書
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
『
狭
衣
』
の
大
き
な
達
成
は
、
こ
の
よ
う
な
こ
れ
ま
で
の
物
語
を
ふ
ま

え
た
上
で
帝
側
の
物
語
を
描
き
き
っ
た
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
と
考
え
ら

れ
る
。
こ
の
、
振
ら
れ
る
側
の
「
帝
の
恋
の
物
語
」
と
し
て
の
『
狭
衣
』

は
な
お
考
え
て
い
き
た
い
。
本
項
で
は
、
さ
し
あ
た
り
『
源
氏
』
『
寝
覚
』

に
お
け
る
機
能
と
し
て
の
帝
を
お
さ
え
つ
つ
、
そ
れ
と
は
一
線
を
画
す
帝

を
描
い
て
い
る
『
狭
衣
』
に
つ
い
て
見
通
し
の
み
述
べ
た
。

三
、
結
び
に
か
え
て

　
第
一
項
で
は
「
か
ぐ
や
姫
」
性
を
持
つ
女
た
ち
が
、
帝
を
拒
否
し
つ
つ

も
帝
の
気
持
ち
を
引
き
と
め
て
い
た
こ
と
を
見
て
き
た
。
そ
し
て
第
二
項

で
は
、
帝
が
「
か
ぐ
や
姫
」
た
ち
に
迫
る
こ
と
が
す
な
わ
ち
彼
女
た
ち
を

し
て
定
め
ら
れ
た
「
現
実
」
へ
と
向
か
わ
せ
る
こ
と
を
見
て
き
た
。
こ
こ

で
最
後
に
結
び
に
か
え
て
、
で
は
な
ぜ
そ
の
よ
う
な
物
語
が
繰
り
返
し
生

産
さ
れ
た
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
少
し
考
え
て
み
た
い
。

　
ま
ず
読
者
側
の
問
題
と
し
て
こ
の
事
象
を
捉
え
る
な
ら
ば
、
「
同
胞
」

「
先
達
」
と
し
て
の
「
か
ぐ
や
姫
」
た
ち
と
一
体
に
な
っ
て
、
帝
に
恋
慕

さ
れ
て
み
た
い
と
い
う
読
者
の
願
望
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ

る
。
至
尊
の
存
在
で
あ
る
帝
に
恋
さ
れ
る
が
、
な
び
か
な
い
。
物
語
で
そ

の
よ
う
な
夢
を
見
た
女
た
ち
の
姿
を
想
定
で
き
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

実
在
の
帝
を
崇
拝
す
る
読
者
で
あ
れ
ば
も
ち
ろ
ん
、
帝
を
快
く
思
わ
な
い

読
者
に
と
っ
て
も
、
帝
の
気
を
ひ
き
つ
つ
袖
に
す
る
と
い
う
展
開
は
胸
の

す
く
も
の
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
た
だ
、
袖
に
し
つ
つ
も
そ
れ
で
帝
が

あ
き
ら
め
て
し
ま
っ
て
は
読
者
は
残
念
が
る
。
帝
が
し
つ
こ
い
ぐ
ら
い
に

好
意
を
持
ち
続
け
る
と
い
う
展
開
も
、
そ
の
読
者
の
無
言
の
要
請
が
あ
っ

た
か
ら
で
は
な
い
か
。

　
さ
ら
に
読
者
の
問
題
を
考
え
る
な
ら
ば
、
帝
か
ら
恋
慕
さ
れ
て
も
結
局

は
自
分
に
定
め
ら
れ
た
「
現
実
」
を
選
び
取
っ
て
い
く
「
か
ぐ
や
姫
」
の

姿
は
、
読
者
た
ち
に
安
心
感
を
与
え
た
で
あ
ろ
う
。
言
い
換
え
れ
ば
苦
悩

の
末
に
さ
ほ
ど
よ
く
も
な
い
現
実
と
折
り
合
っ
て
い
っ
た
「
か
ぐ
や
姫
」

た
ち
の
姿
を
描
く
こ
と
で
、
物
語
は
同
じ
よ
う
に
さ
ほ
ど
よ
く
も
な
い
現

実
を
選
び
取
っ
て
生
き
て
い
る
読
者
に
あ
る
種
の
勇
気
を
与
え
て
い
る
の

で
あ
る
。
読
者
は
「
か
ぐ
や
姫
」
た
ち
と
自
分
を
重
ね
あ
わ
せ
、
自
分
た

ち
の
人
生
が
あ
な
が
ち
劣
っ
て
い
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
に
気
づ
く
。
そ

し
て
ま
た
明
日
か
ら
生
き
て
い
こ
う
と
思
う
。
物
語
を
味
わ
う
意
味
と
は

ひ
と
つ
、
そ
の
よ
う
な
と
こ
ろ
に
も
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
ま
た
、
そ
の
一
方
で
読
者
側
の
問
題
を
離
れ
て
こ
の
事
象
を
考
え
る
な

ら
ば
、
「
か
ぐ
や
姫
」
た
ち
の
物
語
で
は
帝
の
位
の
相
対
化
が
行
わ
れ
て

い
る
こ
と
に
も
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
例
え
ば
『
寝
覚
』

で
帝
が
女
君
と
結
ば
れ
る
た
め
な
ら
「
と
こ
ろ
せ
き
位
な
ど
も
、
ひ
た
ぶ

る
に
捨
て
む
と
な
む
思
」
（
巻
四
、
三
二
八
ペ
ー
ジ
）
っ
た
こ
と
、
あ
る

い
は
『
狭
衣
』
で
自
分
へ
の
譲
位
が
決
ま
っ
た
狭
衣
が
「
斎
院
を
見
た
て

ま
つ
り
給
は
ん
事
の
、
今
は
有
難
う
な
り
ぬ
べ
き
口
惜
し
さ
」
（
巻
四
、

四
二
六
～
四
二
七
ペ
ー
ジ
）
を
ま
ず
思
い
浮
か
べ
た
こ
と
を
見
て
も
明
ら

か
で
あ
る
。
第
二
項
で
は
物
語
で
「
機
能
」
的
存
在
と
し
か
働
い
て
い
な

い
、
引
き
立
て
役
の
帝
の
姿
を
見
て
き
た
が
、
「
か
ぐ
や
姫
」
た
ち
の
物

語
に
お
い
て
は
基
本
的
に
帝
が
そ
う
い
っ
た
位
置
に
い
る
と
い
う
こ
と
も
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見
逃
せ
な
い
事
実
で
あ
ろ
う
。

　
ま
た
、
本
稿
で
は
そ
う
い
っ
た
「
か
ぐ
や
姫
」
た
ち
の
物
語
に
対
し
、

帝
の
恋
の
物
語
と
し
て
異
色
を
放
っ
て
い
る
『
狭
衣
』
に
着
目
し
た
。
帝

の
位
は
相
対
化
さ
れ
つ
つ
も
、
物
語
の
主
人
公
と
し
て
帝
の
恋
に
焦
点
が

当
た
っ
て
い
る
と
い
う
独
自
性
が
『
狭
衣
』
に
は
あ
る
。
第
二
項
で
は

『
竹
取
』
の
プ
ラ
ト
ニ
ッ
ク
・
ラ
ブ
が
非
現
実
的
な
も
の
で
あ
る
と
考
え

か
ら
、
式
部
卿
宮
女
を
登
場
さ
せ
帝
の
消
え
な
い
執
着
を
暗
示
し
た
『
狭

衣
』
の
あ
り
よ
う
に
ふ
れ
た
が
、
そ
の
よ
う
な
前
の
物
語
に
対
し
て
新
味

を
出
し
、
独
自
色
を
出
そ
う
と
す
る
後
期
物
語
の
苦
心
は
今
後
と
も
注
意

深
く
研
究
し
て
い
く
必
要
性
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　
こ
の
『
狭
衣
』
の
特
色
を
考
え
た
上
で
大
雑
把
に
言
う
な
ら
ば
『
竹

取
』
『
源
氏
』
の
「
か
ぐ
や
姫
」
の
物
語
を
享
受
し
、
そ
の
女
「
か
ぐ
や

姫
」
側
の
問
題
を
よ
り
鮮
明
に
切
り
取
っ
た
の
が
『
寝
覚
』
で
あ
り
、
そ

の
男
「
帝
」
側
の
問
題
を
よ
り
鮮
明
に
切
り
取
っ
た
の
が
『
狭
衣
』
な
の

だ
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
乱
暴
か
つ
図
式
的
な

説
明
で
あ
り
な
お
検
討
が
必
要
で
あ
ろ
う
が
、
「
振
ら
れ
る
帝
」
と
し
て

の
狭
衣
像
や
そ
れ
を
描
く
『
狭
衣
」
と
は
い
っ
た
い
何
な
の
か
、
あ
ら
た

め
て
考
察
し
た
い
問
題
で
あ
る
。
「
か
ぐ
や
姫
」
性
を
持
つ
女
性
た
ち
の

物
語
が
形
を
微
妙
に
変
え
な
が
ら
繰
り
返
し
生
産
さ
れ
て
い
っ
た
理
由
も

ま
だ
他
の
側
面
が
あ
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
文
学
史
の
中
に
そ
の
物
語
を
そ

れ
ぞ
れ
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
る
か
。
課
題
は
な
お
山
積
し
て
い
る
。

234567

（『

G
刊
い
い
ち
こ
』
2
4
　
一
九
九
二
、
七
『
か
ぐ
や
姫
幻
想
』
森

話
社
　
一
九
九
五
所
収
）
な
ど

「
狭
衣
物
語
と
〈
か
ぐ
や
姫
＞
1
貴
種
流
離
謳
の
切
断
と
終
焉
を

め
ぐ
っ
て
」
（
『
武
蔵
野
女
子
大
学
紀
要
』
3
2
　
一
九
九
七
、
三
）

「
寝
覚
物
語
1
か
ぐ
や
姫
と
中
の
君
と
」
（
『
国
文
学
』
3
1
　
一
九

八
六
、
一
一
）

「
夜
の
寝
覚
の
帝
」
（
『
中
古
文
学
』
5
8
　
一
九
九
六
、
一
一
）

「
さ
す
ら
う
女
君
の
物
語
」
（
『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
　
源
氏
物

語
　
三
』
岩
波
書
店
、
一
九
九
五
所
収
）

こ
の
プ
ラ
ト
ニ
ッ
ク
・
ラ
ブ
の
問
題
に
つ
い
て
は
高
田
祐
彦
氏
が

『
文
学
』
（
二
〇
〇
七
、
九
・
十
）
の
「
日
本
文
学
と
恋
」
の
座
談

会
で
、
こ
れ
が
プ
ラ
ト
ニ
ッ
ク
・
ラ
ブ
の
「
大
き
な
出
発
点
」
と

指
摘
す
る
。
ま
た
、
小
嶋
菜
温
子
氏
は
『
か
ぐ
や
姫
幻
想
』
（
前

掲
）
で
プ
ラ
ト
ニ
ッ
ク
・
ラ
ブ
を
強
い
る
か
ぐ
や
姫
に
つ
い
て

「
ま
さ
し
く
傾
国
と
い
う
に
ふ
さ
わ
し
い
」
と
述
べ
て
い
る
。

注
（
4
）
に
同
じ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
い
せ
・
ひ
か
る
　
博
士
後
期
課
程
）
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注1

「
聖
な
る
暴
威
の
光
i
ア
マ
テ
ラ
ス
・
か
ぐ
や
姫
・
光
源
氏
」


