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大
妻
女
子
大
学
紀
要
―
文
系
―

第
四
十
五
号
、
平
成
二
十
五

(

二
〇
一
三)

年
三
月

男
と
女
が
見
入
る
鏡
の
影

平
安
貴
族
の
調
度
に
託
す
情
愛
表
現

倉

田

実

は
じ
め
に

鏡

(

銅
鏡)

は
、
呪
具
・
祭
具
・
神
器
で
あ
る
と
共
に
、
平
安
貴
族
に
と
っ
て
、

室
礼
用
の
調
度
品
や
餞
別
な
ど
の
贈
答
品
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
男
女
が
共
に
日
常

的
に
使
用
す
る
生
活
用
品
と
し
て
、
身
近
に
置
か
れ
た
存
在
で
あ
っ
た
。
男
性
が

起
床
し
て
か
ら
鏡
を
見
て
、
健
康
状
態
を
把
握
す
る
こ
と
は
、
藤
原
師
輔
の

｢

九

条
殿
遺
戒｣

に
記
さ
れ
て
い
る
。
化
粧
や
理
髪
は
、
男
性
貴
族
も
行
な
っ
て
お
り
、

そ
の
際
に
顔
を
映
す
鏡
は
必
需
品
で
あ
っ
た
。
鏡
は
、
男
女
共
に
毎
日
使
用
さ
れ

て
い
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
今
日
と
変
わ
る
こ
と
の
な
い
光
景
と
な
ろ
う
。

し
か
し
、
注
意
し
た
い
の
は
、
ガ
ラ
ス
製
で
は
な
く
、
金
属
製

(

多
く
銅
鏡)

で
あ
っ
た
こ
と
で
、
鏡
に
対
す
る
多
様
な
信
仰
が
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
酸
化
し

て
曇
り
や
す
い
金
属
製
な
の
に
、
光
を
反
射
し
、
物
が
映
る
こ
と
自
体
が
神
秘
的

で
あ
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
の
明
る
さ
は
魔
を
除
け
る
も
の
と
し
て
呪
具
・
祭

具
な
ど
に
な
っ
て
い
た
。
ま
た
、
物
が
映
る
こ
と
に
よ
っ
て
物
影
を
宿
す
と
い
う

通
念
が
生
じ
て
い
た
。
鏡
に
人
の
姿
を
思
い
浮
か
べ
た
時
、
そ
れ
は
鏡
に
人
の
面

影
が
宿
っ
て
い
る
か
ら
だ
と
信
じ
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
検
討
し
て
み
た
い
の
は
、
鏡
が
人
の
面
影
を
宿
す
と
い
う
こ
と
で
、
男

女
の
情
愛
の
あ
り
よ
う
と
密
接
に
関
わ
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
男
女
二

人
の
影
が
並
ん
で
鏡
に
映
っ
て
い
る
と
し
て
情
愛
を
確
認
し
た
り
、
離
れ
て
い
る

相
手
の
面
影
を
鏡
に
見
出
し
て
慰
撫
し
た
り
し
て
、
男
女
の
良
好
な
関
係
が
維
持

さ
れ
て
い
た
。
ま
た
、
面
影
を
宿
さ
な
い
と
す
る
こ
と
で
、
愛
情
の
破
綻
や
別
れ

が
暗
示
さ
れ
て
い
た
。
鏡
は
、
人
の
面
影
を
宿
す
物
と
さ
れ
る
こ
と
で
、
情
愛
の

あ
り
よ
う
と
関
係
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
鏡
に
託
さ
れ
た
情
愛
表
現
を
、

平
安
文
学
作
品
か
ら
探
り
出
し
、
そ
の
実
際
を
検
討
し
て
み
た
い
。

な
お
、
散
文
作
品
の
本
文
引
用
は
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
、『

今
昔
物
語
集』

は
新
日
本
古
典
文
学
大
系
、
和
歌
は
新
編
国
歌
大
観
、『

御
堂
関
白
記』

は
大
日

本
古
記
録
、『

類
聚
雑
要
抄』

は
川
本
重
雄
・
小
泉
和
子

『

類
聚
雑
要
抄
指
図
巻』

(

中
央
公
論
美
術
出
版
、
一
九
九
八
年
四
月)

に
よ
っ
た
。
表
記
は
、
私
に
換
え

た
場
合
も
あ
る
。

一

鏡
の
置
き
場
所

平
安
貴
族
に
日
常
的
に
使
用
さ
れ
た
鏡
は
、
そ
の
置
き
場
所
に
よ
っ
て
、
少
な

く
と
も
三
種
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
あ
ま
り
注
意
さ
れ
て

い
な
い
よ
う
な
の
で
、
こ
の
こ
と
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。

『

類
聚
雑
要
抄』
に
よ
れ
ば
、
邸
宅
内
で
、
鏡
に
は
次
の
三
種
の
置
き
場
所
が

認
め
ら
れ
る
。
一
つ
は
、
南
廂
の
昼
の
御
座
の
横
、
二
つ
目
は
、
寝
所
と
な
る
御

男
と
女
が
見
入
る
鏡
の
影
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帳
の
中
、
三
つ
目
は
、
小
さ
い
鏡
箱
が
納
め
ら
れ
る
、
よ
り
大
き
な
各
種
の
箱
で

あ
る
。『

類
聚
雑
要
抄』

は
、
十
二
世
紀
中
ご
ろ
の
成
立
と
見
な
さ
れ
て
い
る
が
、

こ
の
三
種
に
つ
い
て
は
、
平
安
時
代
中
期
に
は
認
め
ら
れ
る
こ
と
と
思
わ
れ
る
。

寝
殿
南
廂
中
央
の

｢

階
隠
の
間

(

中
の
間)｣

は
、
昼
の
御
座
と
し
て
室
礼
さ

れ
、
座
の
横
に
鏡
箱
と
鏡
台
が
、
二
階
棚
と
唐
�
笥
な
ど
と
並
べ
て
配
置
さ
れ
た
。

こ
の
鏡
箱
は
、
径
一
尺
一
寸

(

三
三
・
三
セ
ン
チ)

で
、
鷺
足
つ
き
の
台
に
置
か

れ
た
。
こ
の
大
き
さ
の
鏡
箱
に
入
る
の
で
、
大
型
鏡
と
な
る
。
化
粧
用
で
あ
り
、

鏡
箱
か
ら
取
り
出
し
て
鏡
台
に
懸
け
て
使
用
さ
れ
る
が
、
懸
け
ず
に
侍
女
に
持
た

せ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。

母
屋
に
し
つ
ら
わ
れ
る
寝
所
と
な
る
御
帳
に
は
、
後
方
の
二
本
の
柱
に
一
双
の

鏡
が
懸
け
ら
れ
た
。
径
一
尺
二
寸
の
大
き
さ
と
さ
れ
て
い
る
の
で
、
先
の
鏡
箱
に

は
入
ら
な
い
。
別
の
大
型
鏡
が
用
意
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
御
帳
に
休
む
男
女
の

魔
除
け
、
守
り
と
す
る
も
の
で
、
使
用
し
な
い
昼
間
は
、
箱
に
入
れ
ら
れ
た
か
ど

う
か
よ
く
分
か
ら
な
い
。

各
種
の
箱
に
納
め
ら
れ
る
小
さ
な
鏡
箱
に
は
、
小
型
鏡
が
入
れ
ら
れ
る
。
各
種

の
箱
と
は
、
�
箱
・
唐
�
笥

(

唐
匣)

・
掻
上
箱
・
手
箱
な
ど
に
な
る
。
こ
れ
ら

の
箱
の
置
き
場
所
は
相
違
す
る
が
、
便
宜
の
為
、
こ
こ
で
は
小
型
鏡
と
し
て
一
括

す
る
。
手
箱
以
外
の
箱
に
納
め
る
鏡
箱
の
径
は
三
寸
八
分

(
一
一
・
八
セ
ン
チ)

、

手
箱
の
は
径
三
寸
五
分

(

一
〇
・
八
セ
ン
チ)

に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
小
型

鏡
は
言
わ
ば
手
鏡
用
と
な
る
。

平
安
貴
族
の
鏡
は
、
小
型
用
を
一
括
す
る
と
、
少
な
く
と
も
三
種
の
大
き
さ
の

物
が
使
用
さ
れ
て
い
た
。
寝
所
で
鏡
が
示
さ
れ
れ
ば
、
そ
れ
は
魔
除
け
用
の
大
型

鏡
、
鏡
台
が
同
時
に
示
さ
れ
れ
ば
化
粧
用
の
大
型
鏡
、
�
箱
や
手
箱
な
ど
か
ら
取

り
出
す
と
手
鏡
用
の
小
型
鏡
と
な
る
。
し
か
し
、
平
安
文
学
作
品
に
は
、
そ
の
い

ず
れ
か
で
あ
る
こ
と
が
不
明
な
場
合
が
多
い
。
鏡
に
箱
が
伴
う
の
は
、
先
に
触
れ

た
よ
う
に
、
銅
鏡
は
酸
化
し
て
曇
り
を
生
じ
や
す
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
、

使
用
し
な
い
時
は
、
入
帷
子
に
包
ん
で
鏡
箱
に
し
ま
う
必
要
が
あ
っ
た
。
し
た
が
っ

て
、
鏡
と
鏡
箱
と
は
、
そ
れ
で
セ
ッ
ト

(

一
具)

で
あ
っ
た
。
ま
た
、
廂
の
間
の

場
合
は
、
鷺
足
の
台
に
置
か
れ
た
鏡
箱
と
鏡
台
と
が
セ
ッ
ト
に
な
り
、
室
礼
の
調

度
と
な
っ
て
い
た
。

鏡
の
形
は
、
鏡
箱
か
ら
判
断
さ
れ
る
が
、『

類
聚
雑
要
抄』

で
は
、
掻
上
箱
に

納
め
る
の
が
円
形
で
あ
る
他
は
、
い
ず
れ
も
八
花
形

(

八
稜
形)

に
な
っ
て
い
る
。

八
花
鏡
は
、
唐
鏡
の
影
響
を
受
け
た
も
の
で
、
平
安
時
代
後
期
に
な
っ
て
円
形
の

和
鏡
様
式
が
完
成
す
る
と
さ
れ
て
い
る
。『

類
聚
雑
要
抄』

で
八
花
形
が
多
く
見

ら
れ
る
の
は
、
古
式
が
意
識
さ
れ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

い
ず
れ
の
形
や
大
き
さ
で
も
、
鏡
の
裏
面
の
中
央
に
は
紐
を
通
す
つ
ま
み
が
あ

り
、
取
っ
手
の
役
割
も
し
て
い
た
。
柄
鏡
は
、
室
町
時
代
以
降
の
も
の
で
あ
る
。

つ
ま
み
の
回
り
に
は
文
様
が
施
こ
さ
れ
て
い
る
。
八
花
鏡
で
は
、
空
想
的
な
瑞
花

双
鳥
式
の
文
様
で
あ
っ
た
が
、
和
鏡
に
な
る
と
日
本
の
山
野
に
見
ら
れ
る
花
や
鳥

に
な
っ
た
。
裏
面
の
様
子
が
示
さ
れ
れ
ば
、
そ
こ
か
ら
和
鏡
か
ど
う
か
が
判
断
で

き
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
点
は
、
後
に
も
触
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

鏡
に
つ
い
て
は
以
上
の
こ
と
だ
け
確
認
し
、
節
を
換
え
て
、
男
女
関
係
と
か
か

わ
る
あ
り
よ
う
を
具
体
的
に
見
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。

二

寝
所
に
置
か
れ
る
鏡

寝
所
、
す
な
わ
ち
御
帳
な
ど
に
置
か
れ
る
鏡
は
、
新
宅
移
徙
に
際
し
て
、
家
母

(

妻)

が
持
参
し
て
移
徙
の
行
列
に
加
わ
り
、
新
宅
の
御
帳
に
置
い
て
夫
婦
同
衾

す
る
こ
と
が
、
十
一
世
紀
以
降
の
史
料

(

１)

で
見
ら
れ
、
こ
の
こ
と
が

｢

主
婦
権｣

の

現
れ
と
し
て
注
意
さ
れ
て
い
る

(

２)

。
ま
た
、
婚
姻
儀
礼
に
お
い
て
枕
上
に
鏡
を
置
い

た
こ
と
も
、
こ
の
関
連
で
理
解
さ
れ
て
い
る

(

３)

。
し
か
し
、
鏡
は
、
本
来
的
に
は
御

帳
(

寝
所)

の
調
度
と
し
て
す
で
に
あ
っ
た
。
御
帳
に
懸
け
る
鏡
の
こ
と
は
、

『
九
暦』

天
暦
四
年

(

九
五
〇)

七
月
二
三
日
条
に
、
憲
平
親
王
立
太
子
の
折
の

室
礼
で
、
御
帳
台
の
調
度
と
し
て

｢

御
鏡
二
面

�加
繍
緒
并
筥
台
等
�｣

と
見
え

る
。
ま
た
、
次
の
よ
う
な
事
例
も
あ
る
。

此
日
姫
宮
着
袴
、
牛
時
許
参
大
内
、
申
時
立
御
帳
、
是
吉
時
也
、
取
去
本
御

帳
立
之
、
薄
物
蘇
芳
末
濃
帷
、
懸
鏡
等
皆
小
作
、(

以
下
略)

(『
御
堂
関
白
記』

長
和
四
年

(

一
〇
一
五)

四
月
七
日
条)
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三
歳
に
な
っ
た
禎
子
内
親
王

(

父
三
条
天
皇
、
母
道
長
次
女
妍
子)

袴
着
の
記

事
で
あ
る
。
既
存
の
御
帳
を
撤
去
し
て
、
小
さ
め
の
物
を
誂
え
、
さ
ら
に
御
帳
に

懸
け
る
鏡
を
は
じ
め
と
し
て
諸
調
度
も
小
作
り
に
さ
れ
て
い
た
。
袴
着
の
室
礼
で

あ
っ
た
と
し
て
も
、
御
帳
に
鏡
を
懸
け
る
こ
と
が
、
す
で
に
当
然
で
あ
っ
た
こ
と

が
窺
え
よ
う
。
言
葉
を
換
え
れ
ば
、
寝
所
に
は
お
守
り
と
し
て
鏡
が
必
要
な
調
度

で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。

こ
の
こ
と
か
ら
す
る
と
、『

落
窪
物
語』

の
落
窪
君
と
道
頼
の
結
婚
に
際
し
て
、

鏡
の
こ
と
が
語
ら
れ
る
理
由
も
は
っ
き
り
す
る
。

さ
て
、
あ
こ
き
、
た
だ
一
人
し
て
、
言
ひ
合
す
べ
き
人
も
な
れ
ば
、
心
一
つ

を
千
々
に
な
し
て
、
立
ち
居
つ
つ
、
お
ま
し
所
の
塵
払
ひ
、
そ
そ
く
り
て
、

屏
風
、
几
帳
な
け
れ
ば
、
し
つ
ら
ひ
な
さ
む
方
も
な
け
れ
ば
、
い
と
わ
り
な

け
れ
ど
も
、(

略)

こ
の
君

(
落
窪
君)

は
、
い
さ
さ
か
御
調
度
持
た
ま
へ

け
る
。
母
君
の
御
物
な
り
け
り
。
鏡
な
ど
な
む
、
ま
め
や
か
に
美
し
げ
な
り

け
る
。｢

こ
れ
を
だ
に
も
、
持
た
ま
へ
ら
ざ
ら
ま
し
か
ば｣

と
言
ひ
て
、
か

き
の
ご
ひ
て
枕
上
に
置
く
。

(『
落
窪
物
語』

巻
一
・
四
九
頁)

結
婚
二
日
目
の
用
意
を
、
あ
こ
き
が
算
段
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
婚
姻
用
寝
所

の
調
度
が
何
も
な
か
っ
た
が
、
落
窪
君
の
母
の
形
見
と
な
る
鏡
だ
け
は
あ
っ
た
の

で
、
あ
こ
き
は
表
面
を
ぬ
ぐ
っ
て
枕
も
と
に
置
い
て
い
る
。
こ
の
鏡
に
対
し
て
、

新
全
集
は

｢

他
に
飾
る
も
の
が
な
い
の
で
、
枕
も
と
に
置
い
た｣
と
し
て
い
る
が
、

寝
所
の
室
礼
の
た
め
に
必
要
な
も
の
な
の
で
、
わ
ざ
わ
ざ
置
い
た
こ
と
に
な
る
。

守
り
と
な
る
鏡
が
あ
っ
た
こ
と
に
、
あ
こ
き
は
安
心
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、

鏡
が
、
二
人
の
結
婚
の
守
り
と
な
る
こ
と
を
念
じ
た
こ
と
に
な
る
。

『

落
窪
物
語』

は
、
こ
の
後
も
寝
所
の
守
り
、
男
女
二
人
の
守
り
と
な
る
鏡
の

こ
と
を
語
っ
て
い
く
。
三
日
目
の
朝
に
も
、
道
頼
か
ら
後
朝
の
文
が
届
く
が
、
こ

こ
で
初
め
て
落
窪
君
は
返
歌
し
て
い
る
。
こ
の
贈
答
歌
に
は
、
先
の
鏡
が
詠
み
込

ま
れ
て
い
た
。

常
の
御
許

(

道
頼)

よ
り
、
た
だ
今
、

よ
そ
に
て
は
な
ほ
我
が
恋
を
ま
す
鏡
添
へ
る
影
と
は
い
か
で
な
ら
ま
し

と
あ
れ
ば
、
今
日
な
む
御
返
り
、

身
を
さ
ら
ぬ
影
と
見
え
て
は
ま
す
鏡
は
か
な
く
う
つ
る
こ
と
ぞ
悲
し
き

い
と
を
か
し
げ
に
書
き
た
れ
ば
、
い
と
を
か
し
げ
に
見
た
ま
へ
る
け
し
き
も
、

志
あ
り
顔
な
り
。

(『

落
窪
物
語』

巻
一
・
五
五
〜
六
頁)

道
頼
は
、｢

あ
な
た
と
離
れ
て
い
て
は
、
や
は
り
私
の
恋
心
は
募
っ
て
い
く
の

で
、
真
澄
鏡
の
、
あ
な
た
と
連
れ
添
っ
て
映
る
影
に
、
な
ん
と
し
て
も
な
り
た
い

も
の
で
す｣

と
詠
ん
で
い
る
。｢

ま
す
鏡｣

は
、
鏡
の
歌
語
で
、
き
れ
い
に
映
る

意
を
働
か
せ
、｢

ま
す
み
の
鏡｣

と
も
さ
れ
、
用
例
の
多
く
は

｢

恋
を
ま
す｣

と

掛
詞
に
な
っ
て
い
る
。
こ
こ
の

｢

ま
す
鏡
添
へ
る
影｣

は
、
文
字
通
り
、
二
人
が

並
ん
で
鏡
に
映
る
こ
と
を
言
う
。｢

添
ふ｣

は
添
加
の
意
で
あ
り
、
落
窪
君
の
影

に
、
自
分
の
影
を
添
わ
せ
た
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
新
全
集
は

｢

あ
な
た
の
鏡
に

映
る
影
の
よ
う
に
、
何
と
か
し
て
あ
な
た
と
常
に
一
緒
に
な
っ
た
ら
ど
ん
な
も
の

で
し
ょ
う｣

と
口
語
訳
し
て
い
る
が
、
鏡
は
比
喩
な
の
で
は
な
く
、
寝
所
に
あ
っ

た
鏡
を
受
け
て
、
連
れ
添
っ
て
並
ん
で
映
る
影
と
し
て
実
体
的
に
詠
ま
れ
て
い
る
。

道
頼
は
、
寝
所
の
鏡
に
託
し
て
、
一
緒
に
住
み
た
い
、
連
れ
添
い
た
い
と
詠
ん
だ

の
で
あ
る
。

道
頼
の
意
を
�
ん
だ
落
窪
君
は
、
贈
歌
の
意
を
切
り
返
す
女
歌
の
発
想
で
返
歌

し
て
い
る
。｢

私
の
身
か
ら
離
れ
な
い
影
と
見
え
て
も
、
鏡
に
は
、
は
か
な
く
映
っ

て
、
他
に
心
が
移
っ
て
し
ま
う
こ
と
が
悲
し
い
こ
と
で
す｣

と
、
男
の
心
変
わ
り

を
措
定
し
て
詠
ん
で
い
る
。｢

う
つ
る｣

を
、
影
が
映
る
意
と
、
心
が
移
る
意
の

掛
詞
に
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、｢

身
を
さ
ら
ぬ
影｣

を
い
う
こ
と
で
、
道
頼

の

｢

添
へ
る
影｣

に
同
調
し
て
い
る
の
は
確
か
で
あ
る
。
落
窪
君
は
切
り
返
し
つ

つ
も
、
道
頼
に
寄
り
添
お
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

道
頼
は
、
初
度
の
懸
想
文
を
贈
る

｢

言
ひ
初
め

(

４)｣

を
し
て
以
来
、
た
び
た
び
消

息
を
贈
っ
て
来
て
い
た
の
で
、
右
で
は

｢

常
の
御
許｣

と
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、

初
め
て
受
け
取
っ
た
落
窪
君
の
返
歌
を

｢

い
と
を
か
し
げ
に
見｣

て
い
る
。
返
歌

の
意
に
満
足
し
た
の
で
あ
り
、
だ
か
ら

｢

志
あ
り
顔｣

に
な
っ
て
い
る
。

こ
の
贈
答
歌
は
、｢

添
え
る
影｣

｢

身
を
さ
ら
ぬ
影｣

と
い
う
よ
う
に
、
鏡
に
男

女
の
影
が
並
ん
で
映
る
こ
と
を
詠
む
こ
と
で
、
愛
情
の
確
認
や
持
続
を
庶
幾
し
て

い
る
。
鏡
に
は
、
人
の
影
が
宿
る
と
い
う
考
え
が
前
提
に
あ
っ
た
か
ら
に
他
な
ら

男
と
女
が
見
入
る
鏡
の
影
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な
い
。
そ
れ
を
推
し
進
め
て
、
二
人
の
影
が
並
ん
で
映
る
と
発
想
し
た
こ
と
が
趣

向
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
鏡
が
入
っ
て
い
た
鏡
箱
は
、
継
母
に
よ
っ
て
、
古
び
た
も
の
と
取
り
替
え

ら
れ
て
し
ま
う
が
、
鏡
は
手
も
と
に
残
る
こ
と
に
な
る
。
鏡
が
継
母
に
取
ら
れ
た

と
し
た
ら
、
そ
れ
は
不
吉
な
前
兆
に
な
る
が
、
箱
の
ほ
う
を
取
ら
れ
た
と
す
る
こ

と
で
、
そ
れ
を
回
避
し
た
こ
と
に
な
る
。｢

鏡
は
独
自
の
所
有
物
で
あ
る
、
と
の

通
念
が
強
か
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か

(

５)｣

と
さ
れ
る
事
情
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

こ
の
後
、
取
り
替
え
ら
れ
た
古
び
た
箱
に
よ
っ
て
、
道
頼
の
妻
が
、
落
窪
君
で
あ

る
こ
と
を
継
母
た
ち
は
知
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
際
に
落
窪
君
は
、
次
の
歌
を
詠

ん
で
継
母
方
に
託
し
て
い
た
。

明
け
暮
れ
は
憂
き
こ
と
見
え
し
増
鏡
さ
す
が
に
影
ぞ
恋
し
か
り
け
る

(『

落
窪
物
語』

巻
三
・
二
三
一
頁)

落
窪
君
は

｢

昔
日
の
明
け
暮
れ
は
、
つ
ら
い
こ
と
が
見
え
た
真
澄
鏡
で
し
た
が
、

今
は
さ
す
が
に
映
る
昔
の
面
影
が
恋
し
い
こ
と
で
す｣

と
詠
ん
で
い
る
。
二
人
の

影
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
が
、
鏡
に
影
が
宿
る
こ
と
を
詠
ん
で
い
る
の
は
確
か
で

あ
る
。
な
お
、
落
窪
君
の
鏡
に
対
し
て
、｢

家
妻
と
し
て
の
権
利
を
シ
ン
ボ
リ
ッ

ク
に
表
象
す
る
も
の

(

６)｣

と
す
る
説
が
あ
る
が
、
紹
介
だ
け
に
と
ど
め
た
い
。

鏡
は
、
そ
こ
に
二
人
の
影
が
宿
る
と
す
る
こ
と
で
、
情
愛
表
現
の
一
つ
に
成
り

得
て
い
た
。『

落
窪
物
語』

の
場
合
は
、
た
ま
た
ま
寝
所
用
に
供
さ
れ
た
鏡
に
な

る
が
、
他
の
鏡
で
あ
っ
て
も
、
同
じ
事
情
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
こ
と

は
、
後
に
再
度
扱
う
こ
と
に
し
て
、
次
は
、
化
粧
用
の
鏡
と
思
わ
れ
る
例
に
移
り

た
い
。

三

化
粧
用
の
鏡

鏡
を
見
て
の
朝
の
化
粧

(

顔
作
り)

は
、
日
の
光
の
差
す
廂
の
間
で
さ
れ
た
。

南
廂
中
央
の
昼
の
御
座
に
は
、
鏡
箱
と
鏡
台
が
セ
ッ
ト
に
な
っ
て
置
か
れ
て
い
た
。

こ
の
鏡
も
男
女
の
情
愛
表
現
と
関
わ
っ
て
い
る
。
そ
の
例
を

『

源
氏
物
語』

か
ら

取
り
上
げ
た
い

(

７)

。
光
源
氏
の
須
磨
下
向
を
前
に
し
て
、
紫
上
と
過
ご
す
段
で
あ
る
。

御
鬢
か
き
た
ま
ふ
と
て
、
鏡
台
に
寄
り
た
ま
へ
る
に
、
面
痩
せ
た
ま
へ
る
影

の
、
我
な
が
ら
い
と
あ
て
に
き
よ
ら
な
れ
ば
、｢

こ
よ
な
う
こ
そ
お
と
ろ
へ

に
け
れ
。
こ
の
影
の
や
う
に
や
痩
せ
て
は
べ
る
。
あ
は
れ
な
る
わ
ざ
か
な｣

と
の
た
ま
へ
ば
、
女
君
、
涙
を
一
目
浮
け
て
見
お
こ
せ
た
ま
へ
る
、
い
と
忍

び
が
た
し
。

身
は
か
く
て
さ
す
ら
へ
ぬ
と
も
君
が
あ
た
り
去
ら
ぬ
鏡
の
影
は
離
れ
じ

と
聞
こ
え
た
ま
へ
ば
、

別
れ
て
も
影
だ
に
と
ま
る
も
の
な
ら
ば
鏡
を
見
て
も
な
ぐ
さ
め
て
ま
し

柱
隠
れ
に
ゐ
隠
れ
て
、
涙
を
紛
ら
は
し
た
ま
へ
る
さ
ま
、
な
ほ
こ
こ
ら
見
る

中
に
た
ぐ
ひ
な
か
り
け
り
と
、
思
し
知
ら
る
る
人
の
御
あ
り
さ
ま
な
り
。

(『

源
氏
物
語』

須
磨
巻
・
一
七
三
頁)

光
源
氏
は
、
鬢
の
毛
を
整
え
る
た
め
に
紫
上
の
鏡
台
に
寄
っ
て
、
自
分
の
影
を

見
つ
め
て
い
る
。
鏡
台
が
示
さ
れ
て
い
る
の
で
廂
の
間
で
の
こ
と
に
な
る
。
そ
し

て
、
紫
上
に
は
、｢

す
っ
か
り
衰
え
て
し
ま
っ
た
よ
。
こ
の
鏡
の
影
の
よ
う
に
や

つ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
悲
し
い
こ
と
で
す
ね｣

と
言
っ
て
い
る
。
鏡
の
影

に
よ
っ
て
我
が
身
の
衰
え
を
知
る
と
い
う
発
想
で
あ
り
、
宇
治
の
大
君
な
ど
に
も

認
め
ら
れ
る
が

(『

源
氏
物
語』

総
角
巻
・
二
八
〇
頁)

、
和
歌
に
も
類
例
が
多
く

あ
る
。

物
思
ひ
に
衰
へ
に
け
る
顔
を
、
鏡
の
影
に
見
は
べ
り
て

な
ま
じ
ひ
に
と
ま
れ
る
顔
を
今
朝
見
れ
ば
鏡
や
つ
ら
き
涙
と
ま
ら
ず

(『

為
頼
集』

・
四
四)

鏡
を
見
て
恋
に
や
つ
れ
た
顔
を
見
出
す
と
す
る
歌
で
あ
る
。
こ
の
他
、
鏡
に
白

髪
を
見
出
す
と
す
る
歌
に
も
こ
の
発
想
が
あ
る
。

年
ご
と
に
白
髪
の
数
を
増
鏡
見
る
に
ぞ
雪
の
友
は
知
り
け
る

(『

後
�
集』

冬
・
四
七
四
・
兼
輔)

増
鏡
底
な
る
影
に
む
か
ひ
ゐ
て
見
る
時
に
こ
そ
知
ら
ぬ
翁
に
会
ふ
心
地
す
れ

(『

拾
遺
集』

雑
下
・
五
六
五)

光
源
氏
は
、
鏡
を
見
る
こ
と
に
よ
っ
て

｢

面
痩
せ
た
ま
へ
る
影｣

に
気
付
き
、

そ
の
こ
と
を
紫
上
に
訴
え
て
い
る
。
光
源
氏
の
こ
の
発
言
に
対
し
て
、
新
全
集
は
、
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｢

直
前
の
感
想
と
く
い
ち
が
っ
て
い
る
。
紫
の
上
に
対
す
る
甘
え
た
演
技
で
も
あ

ろ
う｣

と
し
て
い
る
が
、
く
い
違
っ
て
は
い
ま
い
。｢

面
痩
せ
た
ま
へ
る
影｣

は

鏡
に
よ
っ
て
見
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
を

｢

き
よ
ら｣

と
す
る
の
は
、
当

時
の
美
意
識
で
あ
ろ
う
。
光
源
氏
は
鏡
に
よ
っ
て
、｢

面
痩
せ
た
ま
へ
る
影｣

を

見
出
し
た
が
、
紫
上
に
は
直
接
分
か
る
こ
と
で
あ
る
。
光
源
氏
の
言
葉
に
よ
っ
て
、

紫
上
は
涙
を
い
っ
ぱ
い
溜
め
こ
ん
で
い
る
。
そ
こ
で
、
光
源
氏
は
、
鏡
に
対
す
る

発
想
を
変
え
て
、
影
を
宿
す
意
を
表
に
出
し
て
紫
上
を
歌
で
慰
撫
し
て
い
る
。

光
源
氏
の
贈
歌
を
、
新
全
集
は

｢

わ
た
し
自
身
は
こ
う
し
て
遠
く
へ
流
浪
し
て

い
こ
う
と
も
、
心
は
あ
な
た
の
そ
ば
を
離
れ
な
い
鏡
み
た
い
に
、
あ
な
た
か
ら
か

け
離
れ
は
し
な
い
で
し
ょ
う｣
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
こ
も

｢

鏡｣

は
比
喩

的
な
措
辞
で
は
な
い
。
結
句
は
、｢
か
け

(

は)

離
れ
じ｣

と

｢

影
は
離
れ
じ｣

と
の
掛
詞
に
な
っ
て
お
り
、｢

あ
な
た
の
そ
ば
を
去
る
こ
と
は
な
い
鏡
に
映
っ
た

私
の
影
は
離
れ
る
こ
と
は
な
い
で
し
ょ
う｣
と
い
う
意
に
な
る
。
鏡
は
実
体
的
で

あ
り
、
そ
こ
に
影
が
宿
る
と
言
う
発
想
で
詠
ま
れ
て
い
る
。
�
っ
て
言
え
ば
、
あ

な
た
が
鏡
を
見
れ
ば
、
私
の
影
は
そ
こ
に
並
ん
で
見
え
ま
す
よ
、
と
い
う
こ
と
に

な
る
。
光
源
氏
は
こ
う
詠
む
こ
と
で
、
涙
に
�
れ
た
紫
上
を
懸
命
に
慰
撫
し
て
い

る
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
紫
上
は
、
控
え
目
に
光
源
氏
の
慰
撫
が
成
り
立
た
な
い
こ
と
を

詠
じ
て
い
る
。｢

お
別
れ
し
て
も
、
あ
な
た
の
影
だ
け
で
も
宿
る
な
ら
ば
、
鏡
を

見
て
も
慰
め
る
こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ
う
が｣

と
し
て
、
鏡
に
光
源
氏
の
影
が
ほ

ん
と
う
に
宿
る
も
の
で
し
ょ
う
か
と
覚
め
た
思
い
を
表
出
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、

鏡
に
影
が
宿
る
こ
と
な
ど
あ
り
得
な
い
と
か
、
所
�
幻
像
で
し
か
な
い
と
い
う
こ

と
で
は
な
く
、
宿
っ
た
と
し
て
も
、
そ
の
う
ち
影
は
移
っ
て
し
ま
う
で
し
ょ
う
と

い
う
こ
と
に
な
る
。
光
源
氏
の
心
変
り
を
案
じ
て
、
不
安
を
ひ
そ
や
か
に
詠
じ
た

こ
と
に
な
る
。
落
窪
君
が

｢

身
を
さ
ら
ぬ
影
と
見
え
て
は
ま
す
鏡
は
か
な
く
う
つ

る
こ
と
ぞ
悲
し
き｣

と
詠
ん
だ
の
と
同
じ
く
、
男
の
心
が
他
の
女
性
に
移
っ
て
鏡

に
影
が
宿
ら
な
く
な
る
こ
と
を
危
惧
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
場
面
は
、
化
粧
用
の
鏡
を
軸
と
し
て
、
二
人
の
情
愛
の
あ
り
よ
う
が
語
ら

れ
て
い
る
。
こ
こ
で
互
い
に
鏡
の
贈
与
が
あ
っ
た
と
す
る
説
が
あ
る
が

(

８)

、
そ
の
こ

と
の
明
示
は
な
く
、
語
ら
れ
て
い
る
の
は
紫
上
の
鏡
だ
け
で
あ
る
。
と
に
か
く
、

別
離
に
際
し
て
の
記
憶
と
も
な
る
印
象
的
な
光
景
で
あ
り
、
別
れ
た
あ
と
に
、
両

者
と
も
こ
の
時
の
こ
と
を
回
想
し
て
い
る
。
紫
上
の
場
合
は
、
次
の
よ
う
に
あ
る
。

旅
の
御
宿
直
物
な
ど
調
じ
て
奉
り
た
ま
ふ
。
�
の
御
直
衣
、
指
貫
、
さ
ま
変

り
た
る
心
地
す
る
も
い
み
じ
き
に
、｢

去
ら
ぬ
鏡｣

と
の
た
ま
ひ
し
面
影
の
、

げ
に
身
に
添
ひ
た
ま
へ
る
も
か
ひ
な
し
。
出
で
入
り
た
ま
ひ
し
方
、
寄
り
ゐ

た
ま
ひ
し
真
木
柱
な
ど
を
見
た
ま
ふ
に
も
、
胸
の
み
塞
が
り
て
、
も
の
を
と

か
う
思
ひ
め
ぐ
ら
し
、
世
に
し
ほ
じ
み
ぬ
る
齢
の
人
だ
に
あ
り
、
ま
し
て
馴

れ
睦
び
き
こ
え
、
父
母
に
も
な
り
て
生
ほ
し
立
て
な
ら
は
し
た
ま
へ
れ
ば
、

恋
し
う
思
ひ
き
こ
え
た
ま
へ
る
、
こ
と
わ
り
な
り
。

(『

源
氏
物
語』

須
磨
巻
・
一
九
〇
頁)

須
磨
の
光
源
氏
か
ら
文
が
届
き
、
紫
上
が

｢

宿
直
物｣

な
ど
を
贈
ろ
う
と
す
る

段
で
あ
る
。
紫
上
は
、
別
離
の
時
の
こ
と
を
思
い
浮
か
べ
て
い
る
。
さ
ら
に
光
源

氏
が
住
ま
い
し
て
い
た
時
の
こ
と
に
も
思
い
が
及
ん
で
い
る
。
紫
上
は

｢｢

去
ら

ぬ
鏡｣

と
の
た
ま
ひ
し
面
影｣

が
、
光
源
氏
の
歌
に
あ
っ
た
よ
う
に
自
身
に
寄
り

添
っ
て
い
る
よ
う
に
感
じ
て
い
る
。｢

げ
に
身
に
添
ひ
た
ま
へ
る
も｣

の

｢

げ
に｣

は
、
光
源
氏
の
歌
を
受
け
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
そ
う
す
る
と
、｢

身
に

添
ひ
た
ま
へ
る｣

と
あ
る
の
は
、
実
際
に
鏡
を
見
て
、
そ
こ
に
光
源
氏
の
姿
を
見

出
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
諸
注
の
理
解
は
曖
昧
だ
が
、
単
に
面
影
が
彷
彿
と
し

た
の
で
は
な
か
ろ
う
。
二
人
並
ん
だ
影
を
鏡
に
認
め
た
の
で
あ
る
。｢

げ
に｣

の

ニ
ュ
ア
ン
ス
を
�
み
取
れ
ば
、
こ
う
し
た
こ
と
を
語
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
し

か
し
そ
れ
は

｢

か
ひ
な
し｣

な
の
で
あ
る
。
光
源
氏
が
側
に
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。

そ
れ
で
も
紫
上
は
、
光
源
氏
の
影
を
鏡
に
認
め
て
、
さ
ら
に

｢

出
で
入
り
た
ま
ひ

し
方
、
寄
り
ゐ
た
ま
ひ
し
真
木
柱｣

に
面
影
を
追
い
求
め
て
い
る
。
右
の
場
面
に

明
示
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
こ
こ
に
も
鏡
が
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。

一
方
の
光
源
氏
は
、
明
石
に
移
っ
た
報
告
を
兼
ね
た
文
に
、
別
離
の
時
の
こ
と

を
記
し
て
い
る
。

二
条
院
の
あ
は
れ
な
り
し
ほ
ど
の
御
返
り
は
、
書
き
も
や
り
た
ま
は
ず
、
う

ち
置
き
う
ち
置
き
お
し
拭
ひ
つ
つ
聞
こ
え
た
ま
ふ
御
気
色
、
な
ほ
こ
と
な
り
。

男
と
女
が
見
入
る
鏡
の
影

― 5―( 5 )



｢

か
へ
す
が
へ
す
い
み
じ
き
目
の
限
り
を
見
尽
く
し
は
て
つ
る
あ
り
さ
ま
な

れ
ば
、
今
は
と
世
を
思
ひ
離
る
る
心
の
み
ま
さ
り
は
べ
れ
ど
、『

鏡
を
見
て

も』

と
の
た
ま
ひ
し
面
影
の
離
る
る
世
な
き
を
、
か
く
お
ぼ
つ
か
な
な
が
ら

や
、
と
こ
こ
ら
悲
し
き
さ
ま
ざ
ま
の
愁
は
し
さ
は
さ
し
お
か
れ
て
、

は
る
か
に
も
思
ひ
や
る
か
な
知
ら
ざ
り
し
浦
よ
り
を
ち
に
浦
づ
た
ひ
し

て

夢
の
中
な
る
心
地
の
み
し
て
、
覚
め
は
て
ぬ
ほ
ど
、
い
か
に
ひ
が
言
多
か
ら

む｣

と
、
げ
に
そ
こ
は
か
と
な
く
書
き
乱
り
た
ま
へ
る
し
も
ぞ
、
い
と
見
ま

ほ
し
き
側
目
な
る
を
、
い
と
こ
よ
な
き
御
心
ざ
し
の
ほ
ど
、
と
人
々
見
た
て

ま
つ
る
。

(『

源
氏
物
語』

明
石
巻
・
二
三
五
〜
六
頁)

光
源
氏
は
暴
風
雨
に
襲
わ
れ
た
危
難
を
脱
し
た
と
は
い
え
、｢

い
み
じ
き
目
の

限
り
を
見
尽
く
し
は
て
つ
る
あ
り
さ
ま｣
な
の
で
出
家
を
思
う
も
の
の
、
紫
上
の

面
影
は
、
目
先
を
離
れ
る
こ
と
は
な
い
と
し
て
い
る
。
紫
上
の
面
影
は
、
別
離
に

際
し
て

｢

別
れ
て
も
影
だ
に
と
ま
る
も
の
な
ら
ば
鏡
を
見
て
も
な
ぐ
さ
め
て
ま
し｣

と
詠
ん
だ
時
の
も
の
で
あ
る
。｢

鏡
を
見
て
も｣
の
部
分
を
引
用
し
て
い
る
こ
と

か
ら
す
る
と
、
光
源
氏
は
、
毎
日
鏡
に
自
分
の
面
影
を
見
出
し
て
い
る
紫
上
の
様

子
を
思
い
浮
べ
て
い
る
こ
と
に
な
ろ
う
か
。
二
人
は
、
鏡
に
託
し
て
詠
み
合
っ
た

贈
答
歌
を
別
離
の
思
い
出
と
し
て
、
い
つ
も
心
に
抱
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
鏡
に

は
、
そ
こ
に
人
の
影
が
宿
る
か
ら
で
あ
り
、『

源
氏
物
語』

は
さ
ら
に
こ
の
二
人

が
並
ん
で
鏡
に
映
る
こ
と
を
語
る
こ
と
に
な
る
。

四

男
女
が
寄
り
添
う
鏡
の
影

『

源
氏
物
語』

は
、
京
に
帰
還
し
た
光
源
氏
の
栄
華
を
描
い
て
い
く
が
、
そ
の

一
環
と
し
て
六
条
院
が
造
営
さ
れ
る
。
そ
の
新
年
に
、
光
源
氏
と
紫
上
が
二
人
並

ん
だ
鏡
の
影
が
贈
答
歌
に
詠
ま
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
池
の
水
面
を
鏡
に
見
立
て
た

｢

池
の
鏡｣

の
用
例
に
な
る
。

朝
の
ほ
ど
は
人
々
参
り
こ
み
て
、
も
の
騒
が
し
か
り
け
る
を
、
夕
つ
方
、
御

方
々
の
参
座
し
た
ま
は
む
と
て
、
心
こ
と
に
引
き
つ
く
ろ
ひ
、
化
粧
じ
た
ま

ふ
御
影
こ
そ
、
げ
に
見
る
か
ひ
あ
め
れ
。｢

今
朝
こ
の
人
々
の
戯
れ
か
は
し

つ
る
、
い
と
う
ら
や
ま
し
う
見
え
つ
る
を
、
上
に
は
我
見
せ
た
て
ま
つ
ら
む｣

と
て
、
乱
れ
た
る
こ
と
ど
も
す
こ
し
う
ち
ま
ぜ
つ
つ
、
祝
ひ
き
こ
え
た
ま
ふ
。

薄
氷
と
け
ぬ
る
池
の
鏡
に
は
世
に
た
ぐ
ひ
な
き
影
ぞ
並
べ
る

げ
に
め
で
た
き
御
あ
は
ひ
ど
も
な
り
。

曇
り
な
き
池
の
鏡
に
よ
ろ
づ
代
を
す
む
べ
き
影
ぞ
し
る
く
見
え
け
る

何
ご
と
に
つ
け
て
も
、
末
遠
き
御
契
り
を
、
あ
ら
ま
ほ
し
く
聞
こ
え
か
は
し

た
ま
ふ
。

(『

源
氏
物
語』

初
音
巻
・
一
四
四
〜
五
頁)

光
源
氏
は
、
夕
方
に
六
条
院
の
御
方
々
に
参
座
し
よ
う
と
し
て
、
念
入
り
に
化

粧
を
し
、
新
年
の
祝
い
を
ま
ず
紫
上
に
し
て
い
る
。
そ
の
祝
意
を
込
め
て
場
面
は

贈
答
歌
を
配
し
て
い
る
。
光
源
氏
の
化
粧
は
、
鏡
を
見
て
い
る
こ
と
は
確
か
だ
が
、

鏡
の
こ
と
は
歌
の

｢

池
の
鏡｣

に
な
っ
て
い
る
。

光
源
氏
の
贈
歌
は
、｢

影
ぞ
並
べ
る｣

と
あ
る
よ
う
に
、
明
確
に
池
の
鏡
に
両

者
の
影
が
映
っ
て
見
え
る
こ
と
を
詠
ん
で
い
る
。
鏡
に
男
女
の
影
が
並
ん
で
映
る

こ
と
、
そ
れ
は
円
満
な
夫
婦
関
係
で
あ
る
こ
と
の
証
左
と
な
る
。
須
磨
の
別
離
に

際
し
て
は
、
紫
上
の
鏡
に
光
源
氏
の
影
を
宿
し
て
い
た
が
、
今
は
六
条
院
春
の
町

の
南
池
が
鏡
と
な
り
、
そ
こ
に
両
者
の
並
ん
だ
影
が
見
出
さ
れ
て
い
る
。
紫
上
に

対
す
る
新
年
の
祝
意
に
関
わ
る
も
の
と
し
て

｢

池
の
鏡｣

に

｢

影
ぞ
並
べ
る｣

と

い
う
光
景
が
捉
え
ら
れ
て
い
る
。

贈
歌
を
受
け
た
紫
上
の
返
歌
に
も

｢

池
の
鏡｣

が
詠
ま
れ
て
い
る
。
光
源
氏
は
、

｢

世
に
た
ぐ
ひ
な
き
影｣

と
し
て
自
分
た
ち
を
讃
美
し
た
が
、
紫
上
は
そ
れ
を
踏

ま
え
て
、
さ
ら
に

｢

よ
ろ
づ
代
を
す
む
べ
き
影｣

と
し
て
い
る
。｢

す
む｣

は

｢

澄
む｣

と

｢

住
む｣

の
掛
詞
で
あ
り
、｢

池
の
鏡｣

に
、
と
こ
し
え
に
続
く
幸
い

を
見
出
し
て
予
祝
し
て
い
る
。

新
造
六
条
院
の
新
春
は
、｢

池
の
鏡｣

に
影
を
並
べ
る
夫
婦
の
円
満
な
関
係
を

定
位
し
た
こ
と
に
な
る
。
男
女
が
並
ん
で
寄
り
添
う
鏡
の
影
を
い
う
こ
と
で
、
情

愛
表
現
と
し
て
象
徴
的
な
場
面
を
象
っ
て
い
る
。

こ
う
し
た
光
景
は
、
か
な
り
物
語
的
な
表
現
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
和
歌
の
世

界
で
の
光
景
は
、
次
の
例
し
か
探
せ
な
い
が
、
そ
れ
も

｢

歌
絵｣

と
い
う
一
つ
の
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物
語
で
あ
っ
た
。

大
殿
の
歌
絵
に
、
男
の
鏡
を
持
ち
て
傍
ら
に
あ
る
女
に
見
せ
け
る
所
を

詠
め
る

こ
れ
を
見
よ
真
澄
の
鏡
清
け
れ
ば
よ
ろ
づ
代
経
べ
き
影
ぞ
並
べ
る

(『

散
木
奇
歌
集

(

俊
頼)』

雑
部
上
・
一
三
五
五)

歌
絵
の
絵
柄
を
詠
ん
だ
歌
で
あ
る
。
こ
の
歌
絵
は
、
男
が
鏡
を
持
っ
て
、
側
に

い
る
女
に
見
せ
て
い
る
絵
柄
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
二
人
が
映
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ

う
。
歌
は
、
そ
の
こ
と
を
詠
ん
で
い
る
。
歌
は
、｢

こ
れ
を
見
な
さ
い
。
真
澄
の

鏡
は
清
く
磨
か
れ
て
い
る
の
で
、
万
年
も
続
き
そ
う
な
私
た
ち
の
影
が
並
ん
で
映
っ

て
い
る
よ｣

と
な
ろ
う
。
絵
も
歌
も
、
鏡
に
二
人
の
影
が
並
ん
で
映
る
と
し
た
こ

と
で
、
情
愛
を
確
認
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
は
先
の

｢

初
音｣

巻

の
光
景
と
重
な
っ
て
い
る
。

結
句

｢

影
ぞ
並
べ
る｣

は
、
光
源
氏
歌
の
そ
れ
と
同
じ
で
あ
る
。
ま
た
、
四
句

の

｢

よ
ろ
づ
代
経
べ
き｣

は
、
紫
上
の

｢

よ
ろ
づ
代
を
す
む
べ
き｣

と
酷
似
し
て

い
る
。
光
源
氏
と
紫
上
の
贈
答
歌
の
措
辞
と
相
似
し
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ

う
。
源
俊
頼
は
、
歌
絵
の
男
女
を
夫
婦
と
し
て
認
め
た
う
え
で
、｢

初
音｣

巻
を

意
識
し
て
、
こ
の
歌
を
詠
ん
だ
可
能
性
は
高
い
。
そ
し
て
、
男
女
が
並
ん
で
寄
り

添
う
鏡
の
影
は
、
円
満
な
夫
婦
関
係
や
男
女
の
親
密
な
情
愛
を
象
る
も
の
と
し
て

意
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
提
示
し
て
い
る
。

五

影
を
宿
す
鏡
の
歌

物
語
以
外
で
鏡
に
男
女
の
影
が
並
ん
で
映
る
こ
と
を
詠
ん
だ
和
歌
は
、
以
下
の

①
③
な
ど
が
該
当
す
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
こ
の
他
に
は
見
つ
け
に
く
い
。
し
か

し
、
鏡
に
影
が
宿
る
と
す
る
発
想
の
歌
は
多
く
認
め
ら
れ
、
そ
れ
が
男
女
の
情
愛

表
現
と
か
か
わ
っ
て
い
る
。
こ
の
場
合
、
鏡
を
借
り
て
返
す
際
や
、
餞
別
の
際
の

歌
に
多
く
あ
る
の
で
、
こ
こ
で
は
、
こ
れ
ら
の
例
を
取
り
出
し
て
い
き
た
い
。
鏡

に
宿
る
影
を
言
う
こ
と
が
情
愛
表
現
に
な
る
用
例
で
あ
り
、
男
女
関
係
は
こ
の
こ

と
で
維
持
さ
れ
る
。
逆
に
、
影
が
宿
ら
な
い
と
す
る
用
例
も
あ
り
、
こ
の
場
合
は

男
女
関
係
の
破
綻
を
意
味
し
て
い
る
。
こ
の
例
は
次
節
で
触
れ
る
こ
と
に
し
た
い
。

ま
ず
は
鏡
返
却
の
際
の
歌
で
あ
る
。
鏡
を
借
り
る
場
合
、
多
く
は
男
で
あ
り
、

大
型
で
は
持
ち
運
び
に
少
々
や
っ
か
い
で
あ
る
。
貸
し
借
り
さ
れ
る
鏡
は
、
小
型

の
も
の
で
あ
っ
た
可
能
性
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
普
段
使
い
の
廂
に
置
く
鏡
を

借
す
こ
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
各
種
の
箱
に
入
れ
ら
れ
た
鏡
箱
の
も
の
を
貸
し
た

の
で
あ
ろ
う
。
男
が
借
り
る
理
由
は
、
女
の
家
か
ら
直
接
出
仕
し
、
そ
の
夜
は
宿

直
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
場
合
な
ど
で
あ
ろ
う
。
鏡
を
借
り
に
わ
ざ
わ
ざ
女
の

家
を
訪
ね
る
こ
と
も
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。

①

鏡
借
り
て
返
す
と
て
、
敷
の
下
に
書
き
つ
く
、
男

暁
の
別
れ
は
を
し
の
鏡
か
も
面
影
に
の
み
人
の
見
ゆ
ら
ん

(『

信
明
集』

・
九
七)

鏡
の
敷
物
の
下
に
書
き
つ
け
て
、
鏡
を
返
す
際
の
歌
で
あ
る
。
詞
書
に
借
り
た

先
の
明
示
は
な
い
が
、
詠
者
が

｢

男｣

と
あ
る
の
で
、
女
か
ら
に
な
ろ
う
。
大
切

な
鏡
を
借
り
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
、
こ
の
女
と
は
契
り
を
交
わ
し
て
い
よ
う
。

初
句
に

｢

暁
の
別
れ｣

と
あ
る
の
を
文
字
通
り
取
れ
ば
、
後
朝
の
歌
の
可
能
性
も

あ
る
。
ま
た
、
二
句

｢

を
し
の
鏡｣

の

｢

を
し｣

は
、｢

惜
し｣

に
夫
婦
仲
の
例

え
と
な
る

｢

鴛
鴦｣

を
懸
け
て
い
る
の
で
、
男
女
関
係
は
や
は
り
認
め
ら
れ
る
。

｢

鴛
鴦｣

が
詠
ま
れ
た
の
は
、
鏡
の
裏
面
に
こ
の
文
様
が
あ
っ
た
か
ら
だ
と
思
わ

れ
る
。
こ
の
文
様
か
ら
す
る
と
こ
の
鏡
は
和
鏡
に
な
り
、
小
型
の
も
の
に
な
ろ
う

か
。歌

は
、｢

暁
の
別
れ
は
惜
し
ま
れ
る
の
で
、
お
借
り
し
た
の
は
、｢

を
し｣

の
名

を
持
つ
鴛
鴦
の
鏡
な
の
で
す
ね
。
だ
か
ら
、
面
影
に
な
っ
て
、
鴛
鴦
の
よ
う
に
私

と
並
ん
だ
あ
な
た
が
、
鏡
に
見
え
る
の
で
し
ょ
う｣

と
な
る
。
平
野
由
紀
子

『

信

明
集
注
釈』

(

貴
重
本
刊
行
会
、
二
〇
〇
三
・
五)

は
、｢

あ
な
た
の
面
影
が
、
私

の
眼
前
に
あ
り
あ
り
と
見
え
る
の
で
し
ょ
う｣

と
し
て
い
る
が
、｢

眼
前｣

で
は

な
く
、
鏡
の
中
に
見
え
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、｢

鴛
鴦｣

が
詠
ま
れ
て
い
る
の
で
、

｢

私
と
並
ん
だ
あ
な
た｣

と
解
し
て
み
た
が
、
こ
の
よ
う
に
解
釈
で
き
る
な
ら
ば
、

こ
の
歌
も
前
節
の
補
遺
に
な
る
。
鏡
の
裏
面
が
鴛
鴦
の
文
様
に
な
れ
ば
、
そ
の
番

い
の
よ
う
に
男
女
と
し
て
映
っ
て
い
た
と
い
う
意
を
�
む
べ
き
だ
と
思
わ
れ
る
。

男
と
女
が
見
入
る
鏡
の
影
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そ
う
す
る
こ
と
で
、
情
愛
を
確
認
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

②

は
や
う
見
し
人
の
鏡
を
借
り
て
、
返
し
に

鏡
山
朝
立
つ
霧
は
曇
れ
ど
も
見
初
め
し
影
は
さ
や
か
な
り
け
り

(『

相
如
集』

・
五
五)

以
前
に
�
っ
た
女
か
ら
鏡
を
借
り
て
返
す
際
の
歌
で
あ
る
。｢

鏡
山｣

は
近
江

国
の
歌
枕
で
、
こ
こ
は
借
り
た
鏡
を
言
う
。
歌
は
、｢

鏡
山
を
朝
立
っ
た
時
は
、

霧
が
立
っ
て
曇
っ
て
い
ま
し
た
が
、
あ
な
た
を
見
初
め
た
時
の
鏡
の
影
は
、
澄
み

き
っ
て
い
た
こ
と
で
し
た
よ｣

と
な
る
。
上
句
は
序
詞
の
よ
う
だ
が
、｢

曇
れ
ど

も｣

に
�
瀬
が
絶
え
て
い
た
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
う
す

る
と
、
二
人
の
仲
は
絶
え
て
い
ま
す
が
、
�
瀬
の
時
の
面
影
は
、
鏡
に
は
っ
き
り

と
宿
っ
て
い
ま
し
た
と
の
意
に
な
る
。
木
船
重
昭

『

中
務
集
相
如
集
注
釈』

(

大

学
堂
書
店
、
一
九
九
二
・
四)

は
、｢
か
つ
て
の
仲
は
、
も
う
絶
え
て
い
た
。
か

つ
て
の
交
情
の
復
活
を
願
っ
て
、
あ
え
て
鏡
を
借
り
、
返
す
機
会
に
詠
み
贈
る｣

と
し
て
い
る
。
あ
え
て
借
り
た
の
か
ど
う
か
は
不
明
だ
が
、
鏡
に
影
が
宿
る
と
さ

れ
る
こ
と
で
成
り
立
つ
関
係
修
復
を
念
じ
た
歌
で
あ
ろ
う
。

③

初
め
て
�
へ
る
女
に
鏡
を
借
り
て
返
し
つ
か
は
す
と
て

見
て
後
は
い
と
ど
心
ぞ
ま
す
鏡
影
す
む
人
に
な
り
や
し
な
ま
し

(『
基
俊
集』

・
六
七)

初
め
て
�
っ
た
女
か
ら
鏡
を
借
り
て
返
す
際
の
歌
で
あ
る
。
歌
は
、｢

お
�
い

し
た
あ
と
は
、
い
よ
い
よ
恋
心
が
増
し
ま
し
た
の
で
、
お
借
り
し
た
真
澄
鏡
の
中

に
影
と
し
て
住
む
人
に
な
っ
て
、
あ
な
た
と
い
た
い
も
の
で
す｣

と
な
る
。
先
に

見
た

『

落
窪
物
語』

の
道
頼
歌

｢

よ
そ
に
て
は
な
ほ
我
が
恋
を
ま
す
鏡
添
へ
る
影

と
は
い
か
で
な
ら
ま
し｣

と
酷
似
し
た
措
辞
で
あ
る
。
滝
沢
貞
夫

『

基
俊
集
全
釈』

(

風
間
書
房
、
一
九
八
八
年
一
二
月)

は
、『

伊
勢
物
語』

二
七
段
の

｢

我
ば
か
り

も
の
思
ふ
人
は
ま
た
も
あ
ら
じ
と
思
へ
ば
水
の
下
に
も
あ
り
け
り｣

に
よ
る
と
す

る
が
、
こ
の
道
頼
歌
の
ほ
う
が
ふ
さ
わ
し
い
。
女
の
鏡
に
住
み
た
い
と
空
想
す
る

こ
と
で
、
影
を
並
べ
る
よ
う
に
一
緒
に
居
た
い
と
す
る
願
望
を
詠
ん
で
い
よ
う
。

こ
の
歌
も
前
節
の
補
遺
と
な
る
。
鏡
は
面
影
を
宿
す
の
で
あ
り
、
初
め
て
�
っ
た

女
と
二
人
並
ん
で
鏡
に
映
る
よ
う
な
境
遇
を
念
じ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
も
後
朝
の

歌
で
あ
ろ
う
。

④

思
ひ
な
が
ら
、
色
に
出
で
ざ
り
け
る
女
の
も
と
に
て
、
鏡
を
借
り
て
、

そ
の
裏
に
書
き
つ
け
て
返
し
侍
り
け
る

増
鏡
心
も
映
る
も
の
な
ら
ば
さ
り
と
も
今
は
あ
は
れ
と
や
見
ん

(『

千
載
集』

恋
二
・
七
七
六
・
藤
原
公
衡)

詞
書
冒
頭
の

｢

思
ひ
な
が
ら｣

の
主
体
が
分
か
り
に
く
い
が
、
男
と
解
し
て
お

き
た
い
。
こ
ち
ら
に
思
慕
の
情
が
あ
っ
て
も
、
顔
色
に
出
し
て
く
れ
な
い
女
の
と

こ
ろ
か
ら
鏡
を
借
り
て
、
そ
の
裏
に
書
き
付
け
て
返
し
た
歌
と
な
る
。
女
は
、
男

の
求
愛
を
受
け
入
れ
よ
う
と
は
し
な
い
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
こ
の
歌
を
書
き
付

け
た
こ
と
に
な
る
。
歌
は

｢

真
澄
鏡
に
、
姿
だ
け
で
な
く
思
い
の
増
す
心
も
映
る

も
の
な
ら
ば
、
い
く
ら
何
で
も
、
今
は
私
の
こ
と
を
哀
れ
だ
と
見
て
く
れ
る
で
し
ょ

う
か｣

と
し
て
い
る
。
借
り
た
鏡
に
心
も
宿
し
た
の
で
、
思
い
の
た
け
を
知
っ
て

ほ
し
い
と
念
じ
た
の
で
あ
る
。
鏡
に
面
影
が
宿
る
と
い
う
通
念
に
、
さ
ら
に
心
も

宿
し
た
と
し
た
と
こ
ろ
が
趣
向
と
な
っ
て
い
る
。

鏡
は
、
人
の
面
影
が
宿
る
と
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
そ
う
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て

求
愛
や
愛
情
の
確
認
を
託
す
に
ふ
さ
わ
し
い
調
度
な
の
で
あ
っ
た
。
場
合
に
よ
っ

て
は
、
そ
の
た
め
に
借
用
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
鏡
返
却
の
際

の
歌
は
、
以
上
に
と
ど
め
て
、
さ
ら
に
餞
別
の
鏡
を
詠
ん
だ
歌
に
転
じ
た
い
。

＊

＊

＊

餞
別
の
鏡
を
詠
ん
だ
歌
も
、
そ
こ
に
自
身
の
影
を
宿
せ
る
と
い
う
信
仰
を
前
提

に
し
て
い
る
。

⑤

下
野
に
ま
か
り
け
る
女
に
、
鏡
に
添
へ
て
つ
か
は
し
け
る

ふ
た
ごみ

山
と
も
に
越
え
ね
ど
増
鏡
そ
こ
な
る
影
を
た
ぐ
へ
て
ぞ
や
る

(『

後
�
集』

羈
旅
・
一
三
〇
七)

下
野
国
に
下
向
す
る
女
に
、
鏡
に
添
え
て
贈
っ
た
歌
で
あ
る
。
贈
り
手
は
、
男

で
あ
ろ
う
。
初
句
は

｢

ふ
た
み
山｣

だ
が
、
下
野
の
歌
枕
と
解
す
べ
き
な
の
で
、

諸
注
の
指
摘
の
よ
う
に

｢

二
子
山｣

と
改
訂
し
た
。
歌
は
、｢

二
子
山
を
一
緒
に

越
え
な
い
け
れ
ど
、
鏡
の
底
に
宿
る
私
の
影
を
添
わ
せ
て
贈
る
こ
と
に
し
ま
す｣

と
な
ろ
う
。
我
が
身
で
は
な
く
、
鏡
に
宿
る
私
の
影
が
、
あ
な
た
に
寄
り
添
っ
て
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二
子
山
を
越
え
ま
す
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
女
と
、
鏡
の
男
の
影
と
が
、
共
に
越

え
る
と
し
た
の
で
あ
り
、
片
桐
洋
一
校
注

『

後
�
和
歌
集』

(

新
大
系
、
一
九
九

〇
・
四)

の

｢

こ
の
鏡
と
と
も
に
、
そ
こ
に
映
っ
て
い
る
私
の
像
を
私
と
同
じ
も

の
と
思
っ
て
い
た
だ
く
べ
く
お
贈
り
い
た
し
ま
す｣

と
い
う
こ
と
で
は
な
か
ろ
う
。

鏡
に
二
人
の
並
ん
だ
影
が
映
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
が
、
そ
れ
と
近
い
発
想
と

な
る
。
ま
た
、
先
に
見
た

『

源
氏
物
語』

｢

須
磨｣

巻
の
光
源
氏
歌
の
参
照
歌
に

さ
れ
る
歌
で
あ
っ
た
。

⑥

遠
き
国
に
ま
か
り
け
る
人
に
、
旅
の
具
つ
か
は
し
け
る
、
鏡
の
箱
の
裏

に
書
き
付
け
て
つ
か
は
し
け
る

身
を
分
く
る
事
の
か
た
さ
に
増
鏡
影
ば
か
り
を
ぞ
君
に
添
へ
つ
る

(『
後
�
集』

離
別
・
一
三
一
四
・
大
久
保
則
善
。

『

古
今
六
帖』

五
・
服
飾
・
鏡
・
三
二
二
五)

遠
国
に
下
向
す
る
人
に
旅
の
用
具
を
送
っ
た
際
、
鏡
箱
の
裏
に
書
き
付
け
た
歌

で
あ
る
。
⑤
と
近
い
発
想
で
あ
る
。
歌
は
、｢
我
が
身
を
二
つ
に
分
け
る
こ
と
が

で
き
な
い
の
で
、
鏡
に
宿
る
私
の
影
だ
け
で
も
あ
な
た
に
添
え
る
よ
う
に
し
ま
し

た｣

と
な
ろ
う
。
歌
の

｢

増
鏡｣

に
対
し
て
、
片
桐

『
後
�
和
歌
集』

は
、｢

枕

詞
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る｣

と
し
て
い
る
が
、
自
分
の
影
を
宿
し
た
鏡
の
意
が

実
際
的
に
詠
ま
れ
て
い
よ
う
。
こ
の
歌
は
、
諸
注
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、｢

東
の

方
へ
ま
か
り
け
る
人
に
、
よ
み
て
つ
か
は
し
け
る
／
思
へ
ど
も
身
を
し
分
け
ね
ば

目
に
見
え
ぬ
心
を
君
に
た
ぐ
へ
て
ぞ
や
る

(『

古
今
集』

離
別
・
三
七
三
・
伊
香

子
淳
行)

を
引
歌
と
し
て
い
る
。
引
歌
は

｢

目
に
見
え
ぬ
心｣

を
託
し
た
と
し
て

い
る
が
、
⑥
の
歌
は
、
自
身
の
影
を
鏡
に
宿
し
た
と
し
て
い
る
。
自
身
の
こ
と
は
、

鏡
に
よ
っ
て
目
に
見
え
る
と
し
た
こ
と
に
な
る
。｢

遠
き
国
に
ま
か
り
け
る
人｣

の
男
女
は
不
明
で
あ
り
、
ど
ち
ら
と
も
解
釈
で
き
る
が
、
女
と
し
た
な
ら
ば
、
交

渉
を
持
っ
た
こ
と
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

⑦

語
ら
ふ
人
の
、
遠
き
国
へ
ま
か
る
に
、
鏡
と
ら
す
と
て

別
る
れ
ど
影
を
ば
添
へ
つ
増
鏡
年
月
経
と
も
思
ひ
忘
る
な

(『

恵
慶
集』

・
七
三)

さ
ら
に
⑥
と
同
じ
よ
う
な
状
況
の
歌
で
あ
り
、
書
陵
部
蔵
本

(

六
七
番
歌)

で

は
、｢

相
語
ら
ふ
人
の
遠
き
国
に
下
る
に
、
鏡
を
こ
こ
ろ
ざ
す
と
て
、
箱
の
ぬ
い

た
て
に｣

と
な
っ
て
い
る
。
相
手
の
人
は
、｢

語
ら
ふ
人｣

と
さ
れ
て
い
る
の
で

女
と
思
わ
れ
る
が
、
作
者
が
恵
慶
法
師
な
の
で
、
男
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
歌
は
、

二
、
三
句
が
、
⑥
の
下
句
と
相
似
し
て
い
る
の
で
、
作
者
の
年
代
か
ら
し
て
、
恵

慶
法
師
が
引
歌
と
し
た
と
思
わ
れ
る
。
歌
は

｢

別
れ
ま
す
け
れ
ど
、
私
の
影
を
添

え
ま
し
た
鏡
を
贈
り
ま
す
の
で
、
年
月
が
た
っ
て
も
忘
れ
な
い
で
く
だ
さ
い｣

と

な
る
。
こ
こ
の

｢

添
へ
つ｣

は
、
⑥
の

｢

添
へ
つ
る｣

と
は
違
っ
て
、
鏡
に
自
分

の
影
を
添
え
た
意
で
あ
る
。
男
同
士
の
友
情
と
い
う
よ
り
は
、
女
と
の
別
離
の
哀

情
と
理
解
し
た
い
よ
う
な
歌
で
あ
る
。

⑧

も
の
へ
行
く
人
に
鏡
と
ら
す
と
て

見
馴
れ
よ
と
添
ふ
る
鏡
の
影
だ
に
も
曇
ら
で
過
せ
人
忘
る
と
も

(『

馬
内
侍
集』

・
一
九
七)

下
向
す
る
人
に
鏡
を
取
ら
せ
よ
う
と
し
て
贈
っ
た
歌
で
あ
る
。
作
者
か
ら
す
る

と
、｢

も
の
へ
行
く
人｣

は
、
姉
妹
か
女
友
達
に
な
ろ
う
が
、｢

と
ら
す｣

と
あ
る

こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
妹
か
後
輩
で
あ
ろ
う
。
歌
は
、｢

見
馴
れ
る
よ
う
に
と
、
私

の
影
を
添
え
た
鏡
で
す
の
で
、
そ
の
影
だ
け
で
も
曇
ら
せ
な
い
で
お
過
ご
し
な
さ

い
。
人
は
忘
れ
て
も
、
私
は
あ
な
た
を
忘
れ
ま
せ
ん
の
で｣

と
な
ろ
う
か
。｢

曇

ら
で｣

は

｢

鏡｣

の
縁
語
に
な
る
が
、
こ
れ
以
下
を
竹
鼻
績

『

馬
内
侍
集
注
釈』

(

貴
重
本
刊
行
会
、
一
九
九
八
・
七)

は
、｢

そ
の
鏡
に
映
る
姿
だ
け
で
も
は
れ
ば

れ
と
し
た
状
態
で
過
ご
し
て
ほ
し
い｣

と
し
て
い
る
。｢

曇
ら
で｣

を
相
手
の
状

態
と
解
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、｢

影
だ
に
も
曇
ら
で｣

と
続
く
の
で
、

鏡
に
宿
っ
た
私
の
影
を
曇
ら
せ
な
い
で
ほ
し
い
と
な
ろ
う
。
私
の
こ
と
を
忘
れ
な

い
で
の
意
を
託
し
た
の
で
あ
る
。｢

添
ふ
る｣

は
⑦
と
同
じ
用
法
に
な
る
。

以
上
、
鏡
返
却
際
の
歌
と
、
餞
別
に
鏡
を
贈
る
際
の
歌
を
見
て
み
た
。
鏡
は
、

影
を
宿
す
物
と
し
て
実
体
的
に
詠
ま
れ
て
い
た
こ
と
が
判
然
と
し
よ
う
。
こ
う
し

た
鏡
の
詠
ま
れ
方
は
、
平
安
時
代
に
な
っ
て
定
着
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
上
代

の

『

万
葉
集』
の
発
想
と
は
違
っ
て
い
る
。
万
葉
歌
の
相
聞
に
関
わ
る
鏡
詠
は
、

多
く
枕
詞
や
序
詞
と
し
て
機
能
し
て
い
た
。

里
遠
み
恋
ひ
う
ら
ぶ
れ
ぬ
ま
そ
鏡
床
の
辺
去
ら
ず
夢
に
見
え
こ
そ

男
と
女
が
見
入
る
鏡
の
影
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(『

万
葉
集』

・
二
五
〇
六)

ま
そ
鏡
手
に
取
り
持
ち
て
朝
な
さ
な
見
れ
ど
も
君
は
飽
く
こ
と
も
な
し

(

同
・
二
五
〇
七)

ま
そ
鏡
見
と
も
言
は
め
や
玉
か
ぎ
る
岩
垣
淵
の
隠
り
て
あ
る
妻

(

同
・
二
五
一
四)

ま
そ
鏡
見
ま
せ
我
が
背
子
我
が
形
見
持
て
ら
む
時
に
�
は
ざ
ら
め
や
も

(

同
・
二
九
九
〇)

ま
そ
鏡
直
目
に
君
を
見
て
ば
こ
そ
命
に
向
ふ
我
が
恋
や
ま
め

(

同
・
二
九
九
一)

ま
そ
鏡
見
飽
か
ぬ
妹
に
�
は
ず
し
て
月
の
経
ゆ
け
ば
生
け
り
と
も
な
し

(

同
・
二
九
九
二)

六
首
ほ
ど
引
用
し
た
が
、
い
ず
れ
の

｢
ま
そ
鏡｣

も
実
体
的
で
は
な
く
、
枕
詞

か
序
詞
の
一
部
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
が
平
安
和
歌
に
な
る
と
実
体
的
に
な
っ
て

い
た
し
、
右
の
二
首
目

｢

ま
そ
鏡
手
に
取
り
持
ち
て｣

と
近
い
発
想
の
次
の
歌
で

も
相
違
し
て
い
る
。

⑨

見
え
も
せ
む
見
も
せ
ん
人
を
朝
ご
と
に
起
き
て
は
む
か
ふ
鏡
と
も
が
な

(『
和
泉
式
部
集』

・
八
二)

｢

恋
し
い
人
を
、
毎
朝
向
か
う
鏡
に
し
て
し
ま
い
た
い
、
い
つ
も
�
い
た
い｣

と
す
る
歌
で
あ
る
。
鏡
に
し
た
い
と
す
る
の
は
空
想
だ
が
、
鏡
は
実
体
的
に
詠
ま

れ
て
い
る
。
枕
詞
な
ど
に
な
る
万
葉
歌
と
平
安
和
歌
と
の
位
相
の
相
違
が
理
解
で

き
よ
う
。
鏡
に
影
が
宿
る
と
す
る
歌
は
、
平
安
和
歌
を
彩
る
の
で
あ
る
。

六

影
の
宿
ら
な
い
鏡
の
歌

こ
れ
ま
で
は
、
主
に
鏡
で
男
女
の
情
愛
を
表
現
す
る
歌
を
検
討
し
て
き
た
。
最

後
に
、
男
女
関
係
の
破
綻
と
関
わ
る
例
を
見
て
お
き
た
い
。
男
女
関
係
が
継
続
し

て
い
れ
ば
鏡
に
相
手
の
影
は
宿
る
が
、
成
立
し
な
い
か
破
綻
す
れ
ば
影
は
宿
ら
な

い
。
こ
う
し
た
例
を
見
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
前
に
鏡
が
割
ら
れ
る
説
話
を
見

て
お
き
た
い
。『

今
昔
物
語
集』

巻
十
の
第
十
九

｢

不
信
蘇
規
、
破
鏡
与
妻
遠
行

語｣

で
あ
る
。
新
大
系
か
ら
書
き
下
し
文
で
引
用
す
る
。

今
昔
、
震
旦
ノ

代
ニ
蘇
規
ト
云
フ
人
有
ケ
リ
。
此
ノ
人
、
国
王
ノ
使

ト
シ
テ
遥
ニ
遠
キ
洲
ヘ
行
ケ
ル
ニ
、
蘇
規
、
妻
ニ
語
テ
云
ク
、｢

我
レ
、
国

王
ノ
使
ト
シ
テ
遥
ニ
遠
キ
洲
ヘ
行
ク
。
汝
ト
不
相
見
ズ
シ
テ
久
ク
ア
ル
ベ
シ
。

然
レ
バ
我
レ
、
他
ノ
女
ニ
不
可
娶
ズ
。
汝
亦
、
他
ノ
男
ニ
不
可
近
付
ズ
。
此

レ
ニ
依
テ
、
一
ノ
鏡
ヲ
二
ニ
破
テ
、
半
ハ
汝
ニ
預
ム
、
半
ハ
我
レ
持
テ
行
ム
。

若
シ
我
レ
、
他
ノ
女
ニ
娶
バ
、
我
ガ
半
ノ
鏡
必
ズ
飛
ビ
来
テ
、
汝
ガ
鏡
ニ
可

合
シ
。
亦
若
シ
、
汝
ヂ
、
他
ノ
男
ニ
娶
バ
、
亦
汝
ガ
持
タ
ル
半
鏡
飛
ビ
来
テ
、

我
ガ
半
鏡
ニ
可
合
シ｣

ト
契
ル
ニ
、
妻
喜
テ
半
鏡
ヲ
得
テ
、
箱
ノ
内
ニ
納
メ

テ
置
キ
ツ
。
亦
、
蘇
規
モ
此
ノ
半
鏡
ヲ
取
テ
、
身
ヲ
放
ツ
事
無
ク
シ
テ
、
家

ヲ
出
デ
ゝ
彼
ノ
洲
ヘ
行
ヌ
。

其
ノ
後
、
程
ヲ
経
テ
、
妻
、
家
ニ
有
テ
他
ノ
男
ニ
娶
ニ
ケ
リ
。
蘇
規
、
其

ノ
事
ヲ
不
知
ズ
シ
テ
外
洲
ニ
有
ル
間
、
妻
ノ
半
鏡
、
忽
ニ
飛
ビ
来
テ
蘇
規
ガ

半
鏡
ニ
合
フ
事
、
沙
ノ
如
シ
。
然
レ
バ
蘇
規
、
我
ガ
妻
忽
ニ
約
ヲ
誤
テ
、
他

ノ
男
ニ
娶
ニ
ケ
リ
ト
云
フ
事
ヲ
知
テ
、
契
ヲ
違
タ
ル
事
ヲ
恨
ケ
リ
。

然
レ
バ
、
実
ノ
心
ヲ
至
ス
時
ニ
ハ
、
心
無
キ
物
ソ
ラ
如
此
ク
ゾ
有
ケ
ル
ト

ナ
ム
語
リ
伝
ヘ
タ
ル
ト
ヤ
。

(『

今
昔
物
語
集』

巻
十
の
第
十
九)

破
鏡
を
モ
チ
ー
フ
と
し
て
夫
婦
の
離
反
を
語
る
話
で
、
無
心
の
鏡
の
呪
力
を
言

う
こ
と
で
語
り
納
め
て
い
る
。
半
鏡
が
言
わ
ば
割
符
の
よ
う
に
保
持
さ
れ
る
こ
と

で
、
夫
婦
間
の
信
頼
が
継
続
さ
れ
る
が
、
そ
れ
が
崩
れ
る
と
半
鏡
は
失
わ
れ
る
と

い
う
こ
と
に
な
る
。『

本
事
詩』

『

神
異
経』

な
ど
の
中
国
経
由
の
話
で
あ
り
、
日

本
で
は
類
話
と
し
て
、『

注
好
選』

上
・
75
、『

唐
物
語』

な
ど
に
も
収
載
さ
れ
、

『

綺
語
抄』

は

｢

野
森
の
鏡｣

の
注
と
し
て
引
用
し
て
い
る
。
中
世
的
説
話
と
な

り
、
平
安
時
代
に
は
あ
ま
り
流
行
し
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
平
安
時
代
で
は
鏡

の
損
傷
は
不
吉
と
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
半
鏡
に
す
る
こ
と
自
体
、
好
ま
し

い
も
の
で
は
な
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
半
鏡
に
す
る
こ
と
が
、
男
女
の
離
反
を

暗
示
さ
せ
た
可
能
性
も
な
い
わ
け
で
は
な
か
ろ
う
。
そ
し
て
、
わ
ざ
わ
ざ
半
鏡
に

す
る
ま
で
も
な
く
、
平
安
時
代
で
は
、
鏡
に
宿
る
相
手
の
影
の
消
失
で
、
そ
の
心

変
り
が
判
断
で
き
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
破
鏡
よ
り
も
鏡
影
の
ほ
う
が
、
馴
染
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み
や
す
か
っ
た
の
で
あ
る
。
以
下
、
男
女
関
係
で
鏡
の
影
の
不
在
を
言
う
例
を
、

和
歌
集
か
ら
取
り
出
し
て
い
き
た
い
。

�

物
言
ひ
け
る
女
の
鏡
を
借
り
て
返
す
と
て

影
に
だ
に
見
え
も
や
す
る
と
頼
み
つ
る
か
ひ
な
く
恋
を
ま
す
鏡
か
な

(『

後
�
集』

恋
四
・
八
〇
五)

借
り
た
鏡
を
返
す
際
に
添
え
た
歌
だ
が
、
前
節
と
は
違
っ
て
鏡
に
姿
が
宿
ら
な

い
と
す
る
例
で
あ
る
。｢

物
言
ひ
け
る
女｣

と
あ
る
の
で
、
男
女
関
係
に
あ
っ
た

こ
と
に
な
る
。
歌
は
、｢
あ
な
た
の
姿
が
見
え
は
し
な
い
か
と
当
て
に
し
て
い
た

甲
斐
も
な
く
、
宿
っ
て
映
る
こ
と
も
な
い
の
で
、
ま
す
ま
す
恋
心
が
募
る
鏡
で
あ

り
ま
し
た
よ｣

と
詠
ん
で
い
る
。
女
の
姿
が
鏡
に
宿
っ
て
映
っ
て
い
れ
ば
、
そ
れ

は
愛
情
の
あ
か
し
に
な
る
。
し
か
し
、
そ
う
で
は
な
い
と
詠
む
こ
と
で
、
暗
に
女

の
愛
情
の
薄
さ
を
言
っ
て
い
る
。
も
し
か
し
た
ら
、
自
身
の
愛
情
は
募
る
ば
か
り

だ
と
し
な
が
ら
、
鏡
返
却
に
託
し
て
、
男
女
関
係
の
清
算
を
念
じ
て
い
る
の
で
あ

ろ
う
。

�

婿
の
知
光
絶
え
て
、
置
き
た
り
け
る
物
の
具
ど
も
運
ぶ
に
、
鏡
の
留
ま

り
て
あ
り
け
る
、
や
る
と
て

影
絶
え
て
お
ぼ
つ
か
な
さ
の
ま
す
鏡
見
ず
は
我
が
身
の
憂
き
も
知
ら
れ
じ

返
し
、
知
光

君
と
我
か
た
み
に
見
む
と
ま
す
鏡
そ
こ
に
と
ま
れ
る
影
さ
へ
や
憂
き

(『

仲
文
集』

・
三
五
／
三
六)

離
婚
し
た
後
に
、
婿
が
妻
の
家
に
置
い
て
い
た
物
を
送
り
返
し
た
が
、
鏡
が
残
っ

て
い
た
の
で
送
ろ
う
と
し
た
際
の
歌
で
あ
る
。
離
婚
し
た
の
で
、
女
側
は
鏡
に

｢

影
絶
え
て｣

と
詠
み
贈
っ
た
こ
と
に
な
る
。
そ
ん
な
鏡
を
見
る
の
は
耐
え
難
い

と
い
う
わ
け
だ
が
、
詳
細
は
前
稿

(

９)

で
扱
っ
た
の
で
そ
ち
ら
を
参
照
さ
れ
た
い
。
な

お
、
贈
歌
の
み

『

拾
遺
集』

に
入
集
し
て
お
り
、
そ
こ
で
は

｢

国
用
が
女
を
、
知

光
ま
か
り
去
り
て
後
、
鏡
を
返
し
つ
か
は
す
と
て
、
書
き
つ
け
て
つ
か
は
し
け
る

／
影
絶
え
て
お
ぼ
つ
か
な
さ
の
ま
す
鏡
見
ず
は
我
が
身
の
憂
さ
も
知
ら
れ
じ

(

恋

四
・
九
一
五
・
藤
原
国
用
女)

と
な
っ
て
い
る
。

�

人
の
置
き
た
り
け
る
鏡
の
箱
を
、
返
し
や
る
と
て

影
だ
に
も
と
ま
ら
ざ
り
け
り
増
鏡
箱
の
限
り
は
い
ふ
か
ひ
も
な
し

(『

和
泉
式
部
集』

・
五
八
四)

こ
の
歌
も
、
�
と
共
に
前
稿
で
扱
っ
た
が
、
若
干
触
れ
て
お
き
た
い
。
心
変
り

し
た
男
が
女
の
も
と
に
置
き
放
し
て
い
た
鏡
箱
を
、
送
り
返
す
際
に
添
え
た
歌
で

あ
る
。
歌
は

｢

あ
な
た
自
身
だ
け
で
な
く
、
影
で
さ
え
も
鏡
に
留
ま
り
映
っ
て
は

い
ま
せ
ん
で
し
た
。
鏡
箱
一
切
が
あ
っ
て
も
何
の
か
い
も
な
い
こ
と
で
す｣

と
な

ろ
う
。
小
松
登
美
他

『

和
泉
式
部
集
全
釈

[

正
集
�]』

(

笠
間
書
院
、
二
〇
一

二
・
六)

で
は
、｢

箱
の
限
り｣

を
箱
だ
け
の
こ
と
と
し
て
、
鏡
は
す
で
に
男
が

持
ち
去
っ
て
い
た
と
解
し
て
い
る
。
し
か
し
、｢

限
り｣

は
一
切
の
意
で
あ
り
、

鏡
も
鏡
箱
も
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
鏡
は
入
っ
て
い
よ
う
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、

｢

影
だ
に
も
と
ま
ら
ざ
り
け
り｣

が
浮
い
た
措
辞
と
な
る
。
男
の
影
を
宿
さ
な
い

鏡
と
箱
な
ど
、
手
も
と
に
置
い
て
も
仕
方
な
い
と
し
て
、
関
係
に
き
り
を
つ
け
た

の
で
あ
る
。

�

冬
の
夜
、
寝
覚
め
し
て

片
敷
き
の
袖
は
鏡
と
こし

ほ
れ
ど
も
影
に
も
似
た
る
物
だ
に
ぞ
な
き

(『

和
泉
式
部
続
集』

・
五
九)

和
泉
式
部
の
帥
宮
哀
傷
の
歌
で
あ
ろ
う
。
歌
は
、｢

一
人
分
だ
け
敷
く
衣
の
袖

は
涙
が
鏡
の
よ
う
に
凍
っ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
鏡
の
影
に
も
宮
様
に
似
た
よ

う
な
も
の
は
ま
っ
た
く
映
っ
て
い
な
い
こ
と
だ｣

と
な
る
。｢

こ
ほ
れ｣

は
底
本

｢

し
ほ
れ｣

だ
が
、
佐
伯
梅
友
他

『

和
泉
式
部
集
全
釈

続
集
�』

(

笠
間
書
院
、

一
九
七
七
・
一
〇)

に
倣
っ
て
改
訂
し
た
。
帥
宮
は
も
う
こ
の
世
に
は
い
な
い
の

で
、
涙
が
凍
っ
て
鏡
の
よ
う
に
な
っ
て
も
、
そ
こ
に
は
そ
の
面
影
が
映
ら
な
い
と

絶
望
し
た
歌
に
な
る
。
影
が
宿
っ
て
い
れ
ば
、
慰
め
ら
れ
る
の
に
、
そ
う
で
は
な

い
の
で
悲
し
み
は
深
ま
る
の
で
あ
る
。
男
女
離
反
で
は
な
く
死
別
に
な
る
が
、
前

者
で
あ
っ
て
も
こ
う
し
た
詠
歌
は
可
能
で
あ
ろ
う
。

�

昔
見
し
人
、
鏡
の
み
し
お
こ
す
と
て

形
見
に
と
思
ひ
て
見
れ
ど
増
鏡
恋
し
き
人
の
影
も
映
ら
ず

返
し

増
鏡
明
け
暮
れ
見
え
し
憂
き
影
を
今
は
限
り
と
共
に
忘
れ
ぬ

男
と
女
が
見
入
る
鏡
の
影
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又

増
鏡
影
離
る
め
る
君
な
れ
ど
な
ほ
忘
ら
れ
ず
馴
れ
し
面
影

(『

弁
乳
母
集』

・
一
〇
〇
〜
二)

昔
�
っ
て
い
た
男
が
鏡
だ
け
送
っ
て
き
て
の
贈
答
歌
で
あ
る
。
男
が
鏡
を
送
っ

た
の
は
、
そ
れ
が
女
か
ら
贈
ら
れ
た
物
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
そ
う
で
な
け

れ
ば
送
っ
た
理
由
が
分
か
ら
な
い
。
贈
歌
に
あ
る
よ
う
に
形
見
と
し
て
手
も
と
に

置
い
て
い
た
が
、
関
係
再
燃
は
あ
り
得
な
い
と
し
て
送
り
返
し
た
の
だ
と
思
わ
れ

る
。
歌
は
、｢

あ
な
た
の
形
見
だ
と
思
っ
て
見
て
み
る
け
れ
ど
も
、
鏡
に
は
恋
し

い
人
の
影
も
映
ら
な
い
こ
と
だ｣

と
し
て
い
る
。
影
が
映
ら
な
い
と
し
た
の
は
、

わ
ざ
と
女
の
方
に
原
因
が
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
女
が
影
を
留
め
る
こ
と

を
や
め
た
の
で
、
映
ら
な
い
と
し
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
女
の
ほ
う
は
、｢
鏡
に
明
け
暮
れ
見
え
て
い
た
辛
く
感
じ
ら
れ

る
あ
な
た
の
影
を
、
今
は
も
う
限
り
と
し
て
、
あ
な
た
と
共
に
忘
れ
ま
す｣

と
返

し
て
い
る
。｢

影｣

を
男
の
も
の
と
し
て
詠
み
、
あ
な
た
と
共
に
忘
れ
ま
す
と
断

絶
を
宣
言
し
た
こ
と
に
な
る
。

こ
れ
に
対
し
て
男
は
さ
ら
に
歌
を
返
し
て
い
る
。｢
鏡
か
ら
影
が
な
く
な
っ
た

あ
な
た
で
す
け
れ
ど
、
や
は
り
忘
れ
ら
れ
ま
せ
ん
、
親
し
ん
だ
面
影
は｣

と
し
て
、

や
や
軟
化
し
て
い
よ
う
。
鏡
に
影
が
映
ら
な
く
て
も
、
あ
な
た
の
面
影
は
忘
れ
な

い
と
し
て
、
愛
情
の
継
続
を
ほ
の
め
か
す
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
ポ
ー
ズ

で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
措
辞
で
、
ひ
と
ま
ず
こ
の
一
件
に
け
り
を
つ
け
た
の
で
あ

る
。男

は
鏡
に
女
の
影
は
映
ら
な
い
と
し
、
女
は
映
る
男
の
影
を
見
る
の
は
つ
ら
い

も
の
だ
と
し
て
応
酬
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
良
好
な
関
係
で
あ
っ
た
折
に
は
、
二

人
並
ん
だ
影
が
映
っ
て
い
た
こ
と
に
な
ろ
う
。
関
係
が
破
綻
す
れ
ば
、
鏡
の
影
は

な
く
な
る
と
す
る
発
想
が
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

�

保
実
�
他
に
移
り
て
後
、
か
の
も
と
の
所
常
に
見
侍
り
け
る
鏡
を
磨
が

せ
て
侍
り
け
る
が
、
暗
き
よ
し
申
し
侍
り
け
る
を
聞
き
て
よ
め
る

こ
と
わ
り
や
曇
れ
ば
こ
そ
は
増
鏡
う
つ
れ
る
影
も
見
え
ず
な
る
ら
め

(『

金
葉
集』

二
奏
本
五
七
九
・
藤
原
実
信
母)

実
信
母
の
夫
で
あ
っ
た
藤
原
保
実
が
他
の
女
に
心
変
り
し
た
こ
と
を
、
鏡
の
曇

り
に
託
し
て
詠
ん
だ
歌
で
あ
る
。
他
の
女
の
も
と
に
移
っ
た
保
実
が
、
実
信
母
の

家
で
い
つ
も
見
て
い
た
鏡
を
家
人
に
磨
か
せ
た
が
、
明
る
く
映
ら
な
い
由
を
申
し

て
い
た
こ
と
を
聞
い
て
、
鏡
に
添
え
さ
せ
て
詠
み
贈
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

歌
は
、｢

も
っ
と
も
な
こ
と
で
す
よ
。
曇
っ
て
し
ま
う
と
鏡
に
映
る
影
も
見
え
な

く
な
り
、
心
変
り
し
た
人
も
鏡
に
見
え
な
く
な
っ
た
の
で
し
ょ
う｣

と
し
て
い
る
。

鏡
が
暗
い
の
は
曇
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
影
が
映
ら
な
い
こ
と
を
、

心
変
り
し
た
こ
と
に
寄
せ
て
皮
肉
っ
た
の
で
あ
る
。
愛
情
が
あ
れ
ば
鏡
に
影
は
宿

る
が
、
そ
う
で
な
い
の
で

｢

影
も
見
え
ず｣

と
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。

�

男
の
、
鏡
の
影
変
り
ぬ
な
ど
言
ひ
た
り
け
る
に
、
返
事
に
歌
か
く

変
る
ら
ん
疑
が
は
し
さ
ぞ
増
鏡
心
も
か
く
や
あ
ら
ん
と
思
へ
ば

(『

堀
河
集』

・
一
一
六)

男
が
、
鏡
に
映
る
あ
な
た
の
影
が
変
っ
て
し
ま
っ
て
い
ま
す
と
言
っ
て
き
た
の

で
、
そ
の
返
事
と
し
て
贈
っ
た
歌
で
あ
る
。
鏡
の
影
が
変
る
と
は
、
曇
り
を
生
じ

て
い
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
は
心
変
り
し
た
こ
と
の
例
え
に
な
る
。
男
は
心
変
り

を
女
の
こ
と
に
し
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
そ
ん
な
物
言
い
に
抗
議
し
た
の
が
こ

の
歌
と
な
る
。
歌
は

｢

あ
な
た
の
心
が
変
っ
た
よ
う
だ
と
の
疑
わ
し
さ
で
す
よ
。

鏡
に
映
る
あ
な
た
の
影
も
心
も
変
っ
て
い
る
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
の
で｣

と
な
ろ

う
か
。
女
は
心
変
り
を
男
の
こ
と
と
し
て
切
り
返
し
た
の
で
あ
る
。

�

寄
鏡
恋

い
と
ど
し
く
恋
を
ま
す
み
の
鏡
か
な
ま
だ
影
だ
に
も
人
の
見
え
ね
ば

(『

教
長
集』

・
七
四
七)

院
政
期
に
な
っ
て
恋
題
と
し
て
定
着
し
た
、
鏡
に
寄
せ
る
恋
の
題
詠
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
、
恋
の
思
い
が
相
手
に
届
か
な
い
こ
と
を
詠
ん
で
い
る
。
歌
は

｢

実
に

激
し
く
恋
心
が
増
す
こ
と
で
す
。
澄
ん
だ
鏡
に
ま
だ
影
で
さ
え
も
あ
の
人
が
映
っ

て
見
え
な
い
の
で｣

と
な
る
。
恋
の
思
い
が
届
け
ば
、
相
手
の
影
が
鏡
に
映
る
が
、

ま
だ
そ
う
な
っ
て
は
い
な
い
の
で
見
え
な
い
と
し
て
、
募
る
恋
心
を
詠
ん
だ
の
で

あ
る
。

以
上
、
鏡
に
影
を
宿
さ
な
い
こ
と
を
詠
ん
だ
歌
を
見
て
来
た
。
死
別
の
場
合
も
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参
照
し
た
が
、
鏡
に
映
る
影
の
有
無
が
、
男
女
の
情
愛
の
あ
り
よ
う
と
密
接
に
か

か
わ
っ
て
い
た
次
第
を
見
て
き
た
こ
と
に
な
る
。

お
わ
り
に

平
安
文
学
に
は
鏡
の
用
例
が
か
な
り
認
め
ら
れ
る
。
本
稿
で
は
、
男
女
の
情
愛

に
か
か
わ
る
例
の
そ
の
一
部
を
取
り
出
し
た
だ
け
に
過
ぎ
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ

な
り
の
例
を
拾
え
た
の
で
は
な
い
か
と
判
断
さ
れ
る
。
鏡
に
影
が
宿
る
と
す
る
発

想
や
信
仰
が
、
い
か
に
平
安
文
学
の
表
現
史
に
か
か
わ
っ
て
い
た
か
の
一
端
は
示

し
得
た
か
と
思
わ
れ
る
。
さ
ら
に
用
例
を
厳
密
に
押
さ
え
る
必
要
が
あ
ろ
う
が
、

ひ
と
ま
ず
以
上
の
検
討
で
筆
を
擱
く
こ
と
に
し
た
い
。

注

(

1)

康
平
六
年

(

一
〇
六
三)

七
月
三
日
の
内
大
臣
師
実
の
花
山
院
移
徙

(『

類
聚
雑

要
抄』)

、
永
久
三
年

(

一
一
一
五)

七
月
二
十
一
日
の
関
白
忠
実
の
東
三
条
邸
移
徙

(『

殿
暦』)

、
永
久
五
年

(

一
一
一
七)

七
月
二
日
の
鴨
居
殿
移
徙

(『

類
聚
雑
要
抄』)

、

保
延
六
年

(

一
一
四
〇)

十
一
月
四
日
の
土
御
門
内
裏
移
徙

(『

類
聚
雑
要
抄』)

な

ど
。

(

2)

服
藤
早
苗

｢

王
朝
貴
族
の
邸
宅
と
女
性

伝
領｣

(『

平
安
王
朝
社
会
の
ジ
ェ
ン

ダ
ー』

校
倉
書
房
、
二
〇
〇
五
・
六)

(

3)

服
藤
早
苗

｢
『

落
窪
物
語』

に
み
る
婚
姻
儀
礼

平
安
中
期
貴
族
層
の
結
婚

式

｣
(『

埼
玉
学
園
大
学
紀
要

人
間
学
部
�』

６
、
二
〇
〇
六
・
一
二)
、
小

嶋
菜
温
子

｢

王
朝
の
家
と
鏡

か
ぐ
や
姫
・
落
窪
の
姫
君
の
結
婚
か
ら

｣

(

服
藤
早
苗
編

『

女
と
子
ど
も
の
王
朝
史』

森
話
社
、
二
〇
〇
七
・
四)

(

4)

平
安
貴
族
は
、
初
度
の
懸
想
文
を
贈
る
こ
と
を

｢

言
ひ
初
め｣

と
し
て
い
た
。
拙

稿

｢

平
安
貴
族
の
求
婚
事
情

懸
想
文
の

｢

言
ひ
初
め｣

と
い
う
儀
礼
作
法

｣

(

小
嶋
菜
温
子
・
服
藤
早
苗
・
倉
田
実
共
編

『

王
朝
び
と
の
生
活
誌』

森
話
社
、
二

〇
〇
一
三
・
三)

(

5)

注(

3)

の
服
藤
論
に
同
じ
。

(

6)

注(

3)

の
小
嶋
論
に
同
じ
。

(

7)

鏡
を
見
る
光
源
氏
に
つ
い
て
は
、
堀
淳
一

｢

鏡
に
見
ゆ
る
影

光
源
氏
と
紫
上

の
人
物
造
型
と

｢

百
錬
鏡｣

｣
(『

文
芸
研
究

(

東
北
大)』

129
、
一
九
九
二
・
一)

、

立
石
和
弘

｢

鏡
の
な
か
の
光
源
氏｣

(『

源
氏
研
究』

２
、
�
林
書
房
、
一
九
九
七
・

四)

、
松
井
健
児

｢

鏡
を
見
る
玉
鬘

『

源
氏
物
語』

と
自
己
観
照

｣
(『

叢
書

想
像
す
る
平
安
文
学』

６
、
勉
誠
出
版
、
二
〇
〇
一
・
五)

な
ど
が
あ
る
。

(

8)

注(

7)

の
松
井
論
。

(

9)

拙
稿

｢

女
が
男
に
物
を
返
す
時

平
安
和
歌
に
み
る
離
婚
・
離
縁

｣
(『

大

妻
女
子
大
学
紀
要
―
文
系
―』

42
、
二
〇
一
〇
年
三
月)

男
と
女
が
見
入
る
鏡
の
影
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