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源
氏
物
語
に
お
け
る
「
い
ろ
と
の
み
」の
概
念西

村

」
予

源
氏
物
語
の
最
も
重
要
な
主
題
と
し
て
い
ろ
と
の
み
を
翠
げ
ら
れ
た
の
は
故
折
口
信
夫
先
生
で
あ
る
。
源
氏
物
語
の
主
題
の
探
求
に
お
い
て
、
こ
れ
は
宣
長

の
も
の
の
あ
は
れ
の
論
以
来
の
護
見
で
あ
り
、
議
展
で
あ
っ
た
と
言
ふ
こ
と
が
で
き
よ
う
コ
先
生
の
説
か
れ
た
い
ろ
と
の
み
は
古
代
日
本
の
一
川
や
汀
主
の
持
ら

侍
へ
た
道
徳
で
あ
り
、
理
想
的
な
生
活
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
い
ろ
と
の
み
と
い
ふ
語
か
ら
今
日
わ
れ
／
＼
が
受
け
る
好
色
と
い
っ
た
意
味
と
は
、
全
く
別
の
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も
の
で
あ
っ
た
。

い
ろ
と
の
み
と
い
ふ
語
を
語
原
的
に
説
明
す
る
こ
と
は
大
捷
困
難
で
あ
る
。
折
口
先
生
は
、
い
ろ
は
い
ろ
ね
・
い
ろ
も
・
い
ろ
は
な
ど
女
性
に
闘
し
て
用
ゐ

ら
れ
る
こ
と
の
多
い
語
で
、
そ
れ
が
女
性
或
は
女
性
に
閲
す
る
道
と
い
ふ
意
味
を
持
つ
や
う
に
な
っ
た
も
の
、
こ
の
む
は
選
揮
す
る
こ
と
だ
と
言
は
れ
て
ゐ

る
。
し
か
し
、
い
ろ
と
い
ふ
語
の
古
い
用
語
例
が
も
っ
と
多
く
見
出
さ
れ
な
い
限
り
、
今
日
で
は
、
い
ろ
と
の
み
の
概
念
を
こ
れ
以
上
こ
と
ば
の
上
か
ら
説
明

す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
ら
う
。
わ
れ
／
＼
に
残
さ
れ
て
ゐ
る
い
ろ
と
の
み
と
い
ふ
語
の
用
語
例
は
、
早
く
か
ら
そ
の
本
義
を
失
っ
て
し
ま
っ
て
ゐ
る
。
古
今

集
の
蝦
名
の
序
は
、
世
田
代
の
和
歌
が
「
い
ろ
と
の
み
の
家
に
」
埋
れ
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
歎
い
て
ゐ
る
。
こ
れ
な
ど
は
い
ろ
と
の
み
と
い
ふ
諮
の
第
一
級
の
資

料
で
あ
る
が
、
既
に
好
色
の
意
義
に
用
ゐ
ら
れ
て
ゐ
る
例
で
あ
る
。
古
今
集
の
時
代
に
は
、
漢
語
の
翻
評
語
と
し
て
、
在
来
の
和
一
訪
問
や
和
一
詰
を
組
み
合
は
せ
た



造
語
が
行
は
れ
た
跡
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
例
へ
ば
鬼
神
と
い
ふ
漢
語
を
「
お
に
が
み
」
と
課
し
た
な
ど
そ
れ
で
あ
る
が
、
こ
の
語
の
場
合
、
本
来
同
列
に

扱
は
れ
で
は
な
ら
な
い
お
に
と
か
み
と
が
並
列
せ
ら
れ
た
局
に
、
雨
者
の
概
念
を
混
乱
さ
せ
る
一
因
と
な
っ
た
。
こ
の
極
の
、
漢
語
と
翻
課
語
と
の
間
に
あ
る

概
念
の
ず
れ
か
ら
、
和
語
の
意
味
、
が
嬰
化
し
た
り
、
歪
め
ら
れ
た
り
し
た
こ
と
が
他
に
も
幾
つ
も
あ
っ
た
も
の
と
思
は
れ
る
。
い
ろ
と
の
み
の
場
合
も
、
そ
れ

が
好
色
の
課
語
と
な
っ
た
震
に
、
好
色
と
い
ふ
漢
語
の
持
つ
意
義
内
容
に
引
き
寄
せ
ら
れ
た
こ
と
が
考
へ
ら
れ
る
。
平
安
朝
の
物
語
類
に
見
え
る
い
ろ
と
の
み

が
多
く
は
好
色
も
し
く
は
そ
れ
に
近
い
意
味
に
用
ゐ
ら
れ
て
ゐ
る
の
は
そ
の
局
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
は
車
に
こ
と
ば
の
上
ば
か
り
に
考
へ
ら
れ
る
こ
と
で
は
な
い
。
日
本
人
の
生
活
白
醐
胞
が
外
来
の
思
想
に
墜
倒
せ
ら
れ
て
、
生
活
倫
型
が
轄

向
し
よ
う
と
し
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。
儒
教
・
併
教
は
と
も
に
好
色
・
邪
淫
を
戒
め
て
ゐ
る
が
、
こ
れ
ら
の
樫
系
的
な
思
想
に
鰯
れ
た
時
、
そ
れ
ま
で
何
の
反
省

も
な
く
租
先
以
来
持
ち
惇
へ
て
ゐ
た
い
ろ
と
の
み
の
生
活
に
、
必
然
的
な
動
揺
が
起
ら
ず
に
は
ゐ
な
か
っ
た
。
し
か
も
、
い
ろ
と
の
み
は
日
本
人
の
生
活
白
煙

が
生
み
出
し
た
理
想
で
あ
り
、
理
論
を
以
て
説
明
し
謹
す
こ
と
の
で
き
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
だ
け
に
一
度
反
省
が
起
っ
て
み
る
と
、
白
分
達
の
生
活

の
矛
盾
や
不
合
理
が
次
々
に
自
覚
せ
ら
れ
て
来
た
。
な
ぜ
自
分
達
は
先
進
闘
の
優
れ
た
教
へ
が
説
く
と
こ
ろ
に
反
す
る
や
う
な
生
活
を
し
て
ゐ
る
の
で
あ
ら
う

か
。
さ
う
い
ふ
疑
問
が
古
来
の
生
活
の
樺
威
を
失
は
せ
、
日
本
人
の
倫
珂
観
を
質
化
せ
し
め
て
行
っ
た
。
し
か
も
な
ほ
、
観
念
の
上
で
は
儒
怖
の
教
へ
を
正
し

い
も
の
と
認
め
な
が
ら
も
、
生
活
感
情
ま
で
が
直
ち
に
そ
れ
に
従
ふ
わ
け
に
は
ゆ
か
な
か
っ
た
。
だ
か
ら
、
と
も
す
れ
ば
復
活
し
よ
う
と
す
る
停
統
的
な
生
活

そ
れ
を
恥
守
つ
べ
き
も
の
と
す
る
近
代
の
倫
理
と
が
長
く
日
本
人
の
生
活
の
上
で
争
ひ
績
け
る
こ
と
と
な
っ
た
。
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と

い
ろ
と
の
み
と
い
ふ
語
ひ
と
つ
に
も
、

さ
う
い
ふ
時
代
々
々
の
陰
影
が
龍
め
ら
れ
て
ゐ
る
。

例
へ
ば
、
伊
勢
物
語
に
は
い
ろ
と
の
み
と
い
ふ
語
が
か
な
り
数
多
く
用
ゐ
ら
れ
て
ゐ
る
が
、
そ
れ
ら
の
奇
一
胆
胞
を
通
じ
て
見
れ
ば
、
決
じ
て
良
い
意
味
に
使
っ

て
ゐ
る
と
は
思
は
れ
な
い
。
「
こ
れ
は
い
ろ
こ
の
む
と
い
ふ
す
き
も
の
」
（
六
十
一
段
）
な
ど
と
い
ふ
例
も
あ
っ
て
、
殆
ど
好
色
と
い
ふ
意
味
と
同
じ
な
の
で
あ

る
。
ピ
が
、
中
に
「
天
の
下
の
い
ろ
と
の
み
」
と
い
ふ
語
、
が
出
て
く
る
（
三
十
九
段
）
。
内
親
王
の
御
葬
り
の
夜
、
官
の
隣
に
住
む
男
、
が
女
車
に
相
乗
り
で
出

か
け
た
の
を
、
源
至
と
い
ふ
人
が
女
車
と
見
て
言
ひ
寄
っ
て
く
る
話
が
あ
る
。
そ
の
源
至
の
こ
と
を
「
天
の
下
の
い
ろ
と
の
み
」
と
言
っ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
語
は
、
そ
れ
白
煙
が
い
ろ
と
の
み
に
封
す
る
讃
美
の
気
持
を
見
せ
て
ゐ
る
。
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
、
女
車
に
一
一
一
口
ひ
寄
っ
て
車
の
中
に
笹
を
取
っ
て
入
れ
た
と



い
ふ
や
う
な
行
局
に
封
し
て
、
も
ひ
と
つ
は
っ
き
り
し
た
批
評
を
示
し
て
ゐ
な
い
。

竹
取
物
語
に
も
同
じ
や
う
な
例
が
あ
る
。
か
ぐ
や
姫
に
二
一
一
口
ひ
寄
っ
た
人
々
が
衣
第
に
諦
め
て
最
後
に
五
人
の
貴
公
子
が
残
る
が
、
こ
れ
を
「
い
ろ
と
の
み
と

一
一
一
口
は
る
〉
限
り
五
人
」
と
言
っ
て
ゐ
る
。
い
ろ
と
の
み
と
い
ふ
評
判
を
持
っ
て
ゐ
る
人
、
ば
か
り
と
い
ふ
の
だ
か
ら
、
「
天
の
下
の
い
ろ
と
の
み
」
と
い
ふ
の
に

近
い
＝
一
一
口
ひ
方
で
あ
る
。
竹
取
物
語
は
よ
、
は
ひ
と
い
ふ
語
に
つ
い
て
も
、
夜
這
ひ
歩
く
か
ら
と
い
ふ
や
う
な
語
原
説
明
を
し
て
ゐ
る
程
だ
か
ら
、
い
ろ
と
の
み
の

意
義
も
か
な
り
低
く
扱
は
れ
て
ゐ
る
か
も
知
れ
な
い
。
そ
れ
で
も
、
こ
、
に
出
て
来
る
五
人
の
二
人
は
良
子
、
他
は
右
大
臣
・
大
納
言
・
中
納
一
一
一
一
口
で
あ
っ
て
、

身
分
・
家
柄
か
ら
一
日
一
口
っ
て
、
決
し
て
一
一
一
一
口
ひ
お
と
さ
れ
る
や
う
な
人
々
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

折
口
先
生
が
い
ろ
と
の
み
を
以
て
古
代
的
な
態
愛
道
徳
の
理
想
と
さ
れ
た
の
は
、
右
の
や
う
な
例
か
ら
い
ろ
と
の
み
と
い
ふ
語
の
本
義
を
感
取
せ
ら
れ
た
か

ら
で
あ
ら
う
。
い
ろ
と
の
み
の
用
語
例
は
こ
れ
よ
り
古
い
と
こ
ろ
に
は
見
首
ら
な
い
し
、
源
氏
物
語
に
お
け
る
用
語
例
か
ら
も
、
直
ち
に
い
ろ
と
の
み
の
古
代

的
な
意
義
を
感
じ
さ
せ
る
も
の
は
無
い
。

源
氏
物
語
に
用
ゐ
ら
れ
て
ゐ
る
い
ろ
と
の
み
の
例
は
左
の
三
つ
で
あ
る
。

か
く
世
の
警
ひ
に
言
ひ
集
め
た
る
昔
話
ど
も
に
も
、
あ
ピ
な
る
男
、
い
ろ
と
の
み
、
二
心
あ
る
人
に
か
〉
づ
ら
ひ
た
る
女
、
か
ゃ
う
た
る
事
を
一
一
一
日
ひ
集

て7
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め
た
る
に
も
：
：
：
（
若
菜
下
）

てア

御
歯
の
生
ひ
出
づ
る
に
、
食
ひ
嘗
て
む
と
て
、
笥
を
つ
と
握
り
持
ち
て
、
雫
も
よ
〉
と
食
ひ
濡
ら
し
給
へ
ば
、
「
い
と
ね
ぢ
げ
た
る
い
ろ
と
の
み
か
な
」

と
て
・
・
・
・
・
・
（
横
笛
）

て乙7

出
で
給
ふ
ま
〉
に
、
下
り
て
花
の
中
に
交
り
給
へ
る
御
様
も
、
こ
と
さ
ら
に
艶
だ
ち
い
ろ
め
き
て
も
も
て
な
し
給
は
ね
ど
、
怪
し
う
、
た

Y

打
見
る
に

な
ま
め
か
し
う
恥
か
し
げ
に
て
、
い
み
じ
う
気
色
、
に
つ
い
ろ
と
の
み
、
と
も
に
准
ふ
べ
く
も
あ
ら
ず
。
（
宿
木
）

こ
の
中
、
第
一
と
第
三
と
は
、
問
題
な
く
好
色
の
意
味
で
あ
る
。
若
菜
の
例
で
は
、
あ
、
に
な
る
男
・
二
心
あ
る
人
と
と
も
に
並
べ
て
ゐ
る
が
、
創
出
と
い
ふ
の

は
表
面
、
だ
け
で
内
買
の
無
い
こ
と
を
言
ふ
語
、
だ
か
ら
、
こ
〉
は
い
づ
れ
も
信
頼
で
き
な
い
男
の
こ
と
を
言
っ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
宿
木
の
例
は
窯
の
姿
を
述
べ

て
ゐ
る
部
分
だ
が
、
そ
の
奈
の
美
し
さ
は
な
ま
な
か
の
好
色
漢
が
様
子
ぷ
つ
て
ゐ
る
の
と
は
較
べ
も
の
に
な
ら
な
い
と
い
ふ
の
だ
。
源
氏
物
語
で
も
前
の
は
う



の
部
分
な
ら
ば
、
か
う
い
ふ
個
所
に
は
「
す
き
も
の
」
と
い
ふ
語
を
用
ゐ
る
の
が
普
通
で
あ
る
。
宇
治
十
帖
に
な
る
と
、
同
じ
源
氏
物
語
で
も
、
い
ろ
と
の
み

の
考
へ
に
か
な
り
大
き
な
境
化
が
見
え
て
く
る
。
薫
の
思
担
・
行
局
な
ど
、
光
源
氏
の
そ
れ
と
較
べ
て
み
る
な
ら
ば
、到
底
考
へ
ら
れ
な
い
や
う
な
黙
が
あ

る
。
第
二
の
横
簡
の
例
だ
け
は
特
異
で
、
幼
い
薫
が
笥
を
食
ひ
濡
ら
し
て
ゐ
る
の
を
光
源
氏
が
批
評
し
て
ゐ
る
こ
と
ば
で
あ
る
。
ま
づ
、
こ
の
い
ろ
と
の
み
は

男
女
聞
の
こ
と
に
関
係
が
な
く
、
加
へ
て
、
い
ろ
と
の
み
が
悪
く
な
い
意
味
に
用
ゐ
ら
れ
て
ゐ
る
。
光
源
氏
の
こ
と
ば
は
「
ど
う
も
授
な
風
な
い
ろ
と
の
み
だ

ね
」
と
い
ふ
の
、
た
か
ら
、
い
ろ
と
の
み
な
ら
い
〉
の
だ
が
、
こ
れ
は
ど
う
も
嬰
な
い
ろ
と
の
み
に
。
趣
味
を
持
つ
の
に
事
故
い
て
を
か
し
な
も
の
に
趣
味
が
あ

る
と
笑
っ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
い
ろ
と
の
み
の
用
語
例
と
し
て
、
少
く
と
も
、
好
色
と
い
ふ
非
難
を
含
ん
だ
意
味
に
用
ゐ
ら
れ
て
は
ゐ
な
い
勲
、
記
憶
す
べ
き

例
で
あ
る
。

こ
の
ほ
か
に
も
う
ひ
と
つ
、

い
と
い
た
う
い
ろ
こ
の
め
る
若
人
に
て
あ
り
け
る
を
・
：
・
・
・
（
末
摘
花
）

- 19 -

と
い
ふ
の
が
あ
っ
て
、
こ
れ
は
大
輔
の
命
婦
を
言
っ
て
ゐ
る
。
女
の
い
ろ
と
の
み
の
例
で
あ
る
。
い
ろ
と
の
み
と
い
ふ
こ
と
は
本
来
男
性
の
側
に
あ
っ
た
こ
と

で
あ
る
が
、
そ
れ
を
女
性
の
側
に
も
延
長
し
て
、
男
女
間
の
趣
味
を
は
っ
き
り
味
は
ふ
こ
と
の
で
き
る
洗
練
せ
ら
れ
た
女
を
、
い
ろ
と
の
み
と
い
ふ
語
で
許
し

て
ゐ
る
。
こ
れ
は
特
に
伊
勢
物
語
に
例
が
多
い
が
、
さ
う
い
ふ
課
知
り
の
女
か
ら
、
課
知
り
ぶ
っ
て
行
動
す
る
女
に
ま
で
多
少
軽
め
て
使
は
れ
て
き
て
ゐ
る
。

以
上
の
例
に
就
い
て
も
、
い
ろ
と
の
み
と
い
ふ
語
の
意
義
内
容
が
不
安
定
で
あ
っ
て
、
時
に
は
古
い
意
義
を
ほ
の
見
せ
な
が
ら
、
衣
第
に
好
色
と
同
じ
意
義

に
落
着
か
う
と
す
る
傾
向
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
ふ
。
い
ろ
と
の
み
と
い
ふ
語
向
瞳
が
動
揺
し
て
ゐ
る
以
上
、
源
氏
物
語
に
お
け
る
い
ろ
と
の
み
が
い
か

な
る
概
念
を
有
す
る
か
は
、
や
は
り
、
光
源
氏
を
中
心
に
い
ろ
と
の
み
の
男
達
の
行
動
を
通
じ
て
考
察
し
て
ゆ
く
ほ
か
は
な
い
。
光
源
氏
が
い
ろ
と
の
み
の
系

譜
の
殆
ど
最
後
の
人
物
で
あ
り
、
平
安
朝
に
お
け
る
そ
の
代
表
者
で
あ
る
こ
と
は
、
今
は
疑
は
な
い
で
お
く
（
「
折
口
信
夫
全
集
第
十
四
巻
し
に
牧
め
ら
れ
て

ゐ
る
末
摘
花
の
替
の
解
題
と
し
て
書
か
れ
た
文
章
が
折
口
先
生
の
い
ろ
と
の
み
諭
と
し
て
、
最
も
吏
を
得
て
ゐ
る
）
。
時
代
が
時
代
で
あ
る
か
ら
、
光
源
氏
の

こ
ま い
ろ
と
の
み
に
は
大
国
主
や
雄
略
帝
の
そ
れ
に
見
ら
れ
る
や
う
な
明
る
い
朗
ら
か
さ
は
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
し
か
し
、
い
ろ
と
の
み
の
概
念
を
得
る
た
め

こ
れ
以
上
且
ハ
樫
化
さ
れ
た
豊
富
な
資
料
を
望
む
こ
と
は
で
き
な
か
ら
う
。
源
氏
物
語
に
就
い
て
、

い
ろ
と
の
み
の
内
容
を
規
定
し
て
ゐ
る
語
集
を
求



め
、
そ
の
用
語
例
に
依
っ
て
い
ろ
と
の
み
の
概
念
を
説
明
し
て
み
よ
う
と
い
ふ
の
が
本
論
の
計
重
で
あ
る
。

源
氏
物
語
に
お
い
て
、
い
は
ゆ
る
好
色
に
首
る
こ
と
ば
は
す
、
き
で
あ
る
。
す
き
と
い
ふ
名
詞
と
し
て
も
、
す
く
と
い
ふ
動
詞
と
し
て
も
、
ま
た
す
き
ず
き
し

・
引
割
引
む
と
い
ふ
形
容
詞
、T
i
v

－

J
U
J
也
、
す
き
し
が
？
と
い
ふ
形
容
動
詞
と
し
て
も
用
ゐ
ら
れ
て
ゐ
る
。
そ
の
ほ
か
に
慢
合
名
詞
ま
た
は
夜
合
動
詞

と
な
っ
て
ゐ
る
語
で
、
幾
つ
か
の
注
意
す
べ
き
も
の
、
が
あ
る
。

す
き
と
い
ふ
訴
の
活
感
は
、
例
へ
ば
す
き
ず
き
し
と
い
ふ
語
の
用
語
例
を
並
べ
て
み
る
と
は
っ
き
り
す
る
。
す
き
ず
き
し
は
い
か
に
も
す
き
な
感
じ
、
が
す
る

と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
が
、
「
す
き
ず
き
し
き
心
の
す
き
び
」
と
い
ふ
や
う
な
例
の
ほ
か
に
、
命
日
話
に
お
い
て
し
ば
／
＼
用
ゐ
ら
れ
て
ゐ
る
。

そ
の
初
め
の
事
、
す
き
ず
き
し
く
と
も
申
し
侍
ら
む
。
（
帝
木
）

ず
き
ず
き
し
さ
も
人
な
似
合
め
そ
。
（
須
酢
）
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い
と
す
き
ず
き
し
ゃ
。
（
明
石
）

す
き
ず
、
き
し
う
、
い
と
ど
憎
ま
れ
む
や
。
（
関
見
）

か
う
す
き
ず
き
し
き
や
う
な
る
、
後
の
問
え
や
あ
ら
む
。
（
結
合
）

等
々
、
ま
、
に
例
は
多
い
が
、
い
づ
れ
も
白
分
の
行
局
に
封
し
て
す
き
な
行
局
で
あ
る
と
い
う
批
判
を
恐
れ
て
、
あ
ら
か
じ
め
そ
れ
に
封
す
る
詩
明
を
し
て
ゐ
る

の
で
あ
る
。
給
合
の
例
は
光
源
氏
が
白
ら
の
描
い
た
須
府
の
給
日
記
を
約
合
は
せ
の
折
に
披
露
し
た
こ
と
に
封
す
る
こ
と
ば
で
あ
る
が
、
男
女
聞
の
こ
と
に
閲

係
が
な
く
て
も
、
悌
や
聖
賢
の
教
へ
に
反
し
て
ゐ
る
こ
と
へ
の
自
省
を
示
す
場
合
に
こ
の
語
、
が
常
用
さ
れ
る
や
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
す
き
と
い
ふ
こ
と
に

引
け
目
を
感
じ
て
ゐ
に
常
時
の
感
情
が
見
ら
れ
る
と
思
ふ
。

光
源
氏
、
が
末
摘
花
の
琴
を
聞
き
に
く
思
っ
て
、
忍
ん
で
常
陸
の
宮
に
出
か
け
る
筒
所
が
あ
る（
末
摘
花
）
。蹄
り
が
け
に
寝
殿
の
あ
た
り
を
う
かY
ふ
と
、



透
垣
の
蔭
に
立
っ
て
ゐ
る
男
が
ゐ
る
。
買
は
頭
中
将
で
あ
っ
た
の
だ
が
、
光
源
氏
は
誰
と
も
見
分
か
ず
に

誰
な
ら
む
。
心
懸
け
た
る
す
き
も
の
あ
り
。

と
思
っ
て
ゐ
る
。
頭
中
将
は
光
源
氏
の
跡
を
つ
け
て
来
た
の
だ
か
ら
光
源
氏
の
想
像
は
蛍
ら
な
か
っ
た
の
だ
が
、
か
う
し
て
女
の
家
の
あ
た
り
に
う
か
ゾ
ひ
寄

る
と
い
っ
た
や
う
な
事
を
す
る
男
が
あ
っ
た
こ
と
、
た
け
は
訣
る
。
か
う
い
ふ
男
が
す
き
も
の
と
呼
ば
れ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
女
の
場
合
に
も
、
光
源
氏
が
祭
の

物
見
に
出
か
け
た
折
に
車
を
立
て
る
場
所
を
譲
ら
う
と
い
ふ
女
が
ゐ
る
。
（
葵
）

い
か
な
る
す
き
も
の
な
ら
む
。

と
光
源
氏
は
思
ふ
の
だ
が
、
男
に
せ
よ
、
女
に
せ
よ
、
こ
の
や
う
に
相
子
の
注
意
を
惹
き
、
ゆ
か
り
を
求
め
、
交
渉
を
生
じ
て
忍
び
脅
ふ
の
が
す
き
も
の
な
の
で

あ
る
。
き
う
し
た
行
動
は
す
き
あ
り
く
と
い
ふ
こ
と
ば
で
呼
ば
れ
る
が
、
あ
り
く
と
い
ふ
語
は
多
く
車
濁
で
も
す
き
あ
り
く
の
意
味
を
含
ん
で
ゐ
る
。

な
ほ
か
》
る
あ
り
き
は
軽
々
し
く
、
危
か
り
け
り
。
（
空
蝉
）
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光
源
氏
が
小
君
を
し
る
べ
と
し
て
空
蝉
の
も
と
に
忍
ん
だ
時
の
反
省
で
あ
る
。

源
氏
物
語
の
登
場
人
物
の
中
で
は
っ
き
り
す
き
も
の
と
い
ふ
語
で
呼
ば
れ
て
ゐ
る
人
々
は
、
雨
夜
の
階
定
め
の
際
の
左
馬
頭
と
藤
式
部
丞
、
夕
顔
の
容
で
は

維
光
。
若
紫
の
巻
で
光
源
氏
が

か
〉
れ
ば
こ
の
す
き
も
の
ど
も
は
、
か
〉
る
あ
り
き
を
の
み
し
て
、
よ
く
さ
る
ま
じ
き
人
を
も
見
附
く
る
な
り
け
り
。

と
考
へ
て
ゐ
る
の
は
維
光
や
良
清
等
で
あ
ら
う
。
誰
と
は
っ
き
り
指
し
て
ゐ
な
い
場
合
に
も
、
や
〉
階
級
の
下
る
人
々
で
あ
る
。
玉
霊
の
容
で
、
強
兵
部
卿
を

は
じ
め
玉
童
の
懸
想
人
達
を
、
光
源
氏
が

す
き
も
の
ど
も
の
心
蓋
き
す
る
く
さ
は
ひ
に
で
、
い
と
い
た
う
も
て
な
さ
む
。

す
き
も
の
ど
も
の
い
と
う
る
は
し
、
だ
ち
て
の
み
こ
の
遺
り
に
見
ゆ
る
も
・
．

と
言
っ
て
ゐ
る
の
は
、
や
〉
間
接
的
な
言
ひ
方
で
あ
る
し
、
そ
れ
に
光
源
氏
の
位
置
か
ら
な
ら
ば
大
抵
の
人
を
軽
ん
じ
た
言
ひ
方
が
許
さ
れ
る
で
あ
ら
う
。
若

菜
の
下
で
夕
霧
が
柏
木
の
様
子
を
見
て



あ
る
や
う
あ
る
事
な
る
べ
し
。
す
き
も
の
は
定
め
て
、
我
が
気
色
と
り
し
事
に
は
忍
ば
ぬ
に
ゃ
あ
り
け
む
。

と
思
っ
て
ゐ
る
筒
所
が
あ
る
が
、
タ
霧
な
ど
も
柏
木
ほ
ど
の
人
に
封
し
て
、
こ
ん
な
ひ
と
を
き
め
つ
け
た
や
う
な
言
ひ
方
が
で
き
る
の
で
あ
ら
う
か
。
や
〉
不

審
が
残
る
。
柏
木
の
父
頭
中
将
の
若
い
時
分
も

す
き
が
ま
し
き
あ
、
た
び
と
な
り
。
（
帯
木
）

と
い
ふ
批
評
を
受
け
て
ゐ
る
が
、
こ
の
は
う
は
よ
ほ
ど
腕
白
で
あ
る
。
と
に
か
く
、
す
き
も
の
な
ど
と
い
ふ
露
骨
な
語
を
以
て
身
分
あ
る
人
を
評
す
る
こ
と
は

許
さ
れ
な
か
っ
た
。
す
劃
む
似
と
呼
ば
れ
る
の
は
、
光
源
氏
の
や
う
な
大
貴
族
か
ら
見
れ
ば
一
段
も
二
段
も
低
い
階
級
の
入
々
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
光
源
氏
自
身
の
行
動
に
も
す
き
が
混
つ
て
ゐ
る
の
で
あ
る

ο

か
〉
る
す
き
ご
と
ど
も
を
末
の
世
に
も
聞
き
侍
へ
て
、
軽
び
た
る
名
を
や
流
さ
む
と
：
：
：
（
帯
木
）

心
幼
く
も
て
な
し
聞
ゆ
な
な
ど
な
は
せ
つ
る
も
い
と
煩
は
し
う
、
たY
な
る
よ
り
は
、
か
〉
る
御
す
き
と
と
も
思
ひ
出
で
ら
れ
侍
り
つ
る
。
（
若
紫
）

こ
〉
で
す
き
ご
と
と
言
は
れ
て
ゐ
る
の
は
光
源
氏
の
行
動
な
の
で
あ
る
。
光
源
氏
自
身
で
も

抗
日
の
す
き
と
こ
ろ
の
な
と
り
あ
り
到
に
官
一
ひ
江
寸
も
本
意
な
く
な
む
。
（
出

M
M）
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あ
ぢ
き
な
き
す
き
と
こ
ろ
に
任
せ
て
、
き
る
ま
じ
き
名
を
も
流
し
：
：
：
（
需
標
）

と
、
若
い
時
分
の
す
き
と
こ
ろ
を
認
め
て
ゐ
る
。
い
ろ
と
の
み
の
代
表
者
で
あ
る
光
源
氏
の
行
動
に
す
き
と
い
ふ
べ
き
筒
僚
が
幾
っ
か
混
つ
て
ゐ
る
こ
と
は
注

意
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
空
蝉
や
夕
顔
の
一
事
件
、
若
紫
を
見
出
す
く
だ
り
、
末
摘
花
や
臨
月
夜
の
向
侍
と
の
交
渉
、
教
へ
上
げ
れ
ば
い
づ
れ
も
す
き
と
言

は
ね
ば
な
ら
な
い
行
局
な
の
で
あ
る
。

す
き
に
封
立
す
る
語
は
ま
め
で
、
ま
じ
め
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。
ま
め
な
り
・
ま
め
や
か
な
り
・
も
の
ま
め
や
か
な
り
・
ま
め
ま
め
し
・
ま
め
だ
っ
・
ま
め

ざ
ま
・
ま
め
ご
と
・
ま
め
び
と
・
ま
め
と
こ
ろ
と
い
っ
た
用
語
例
を
持
っ
て
ゐ
る
。

と
い
ふ
例
が
す
き
と
ま
め
と
の
封
照
を
よ
く
表
は
し
て
ゐ
る
。

か
の
大
納
言
の
御
女
物
し
給
ふ
と
聞
き
給
へ
し
は
。
す
き
ず
き
し
き
方
に
は
あ
ら
で
、
ま
め
や
か
に
聞
ゆ
る
な
り
。
（
若
紫
）

大
納
言
の
女
の
こ
と
を
尋
ね
る
の
で
、
好
色
な
気
持
ち
か
ら
尋
ね
て
ゐ
る
か
と
思
は
れ
よ
う



が
、
さ
う
で
は
な
い
。
色
気
な
ど
離
れ
た
貰
直
な
心
で
尋
ね
て
ゐ
る
の
だ
と
い
ふ
の
で
あ
る
。
こ
〉
の
光
源
氏
は
、
か
う
は
言
っ
て
ゐ
る
も
の
の
、
買
は
す
き

と
こ
ろ
を
多
分
に
持
っ
て
ゐ
る
の
、
だ
が
、
異
質
、
き
ま
じ
め
な
、
物
堅
い
性
格
の
人
が
ま
め
び
と
と
呼
ば
れ
る
。
源
氏
物
語
に
は
ま
め
び
と
の
評
判
を
と
っ
た
こ

人
の
大
将
が
登
場
す
る
。

大
将
は
名
に
立
て
る
ま
め
び
と
の
、
年
頃
い
さ
さ
か
乱
れ
た
る
振
舞
ひ
無
く
て
過
し
給
へ
る
名
残
り
な
く
：
：
：
（
畏
木
柱
）

ま
め
び
と
の
名
を
取
り
て
賢
し
が
り
給
ふ
大
将
・
・
・
・
・
・
（
タ
露
）

真
木
柱
の
例
の
大
将
は
露
黒
の
大
将
で
、
源
氏
物
語
の
貴
公
子
達
の
中
で
最
も
無
骨
な
感
じ
を
興
へ
る
人
物
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
玉
章
を
得
て
す
っ
か
り
様
子

が
襲
っ
て
来
た
の
を
、
い
き
〉
か
冷
笑
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
後
の
タ
霧
の
大
将
を
一
一
一
口
っ
た
例
の
は
う
は
も
っ
と
底
意
地
の
悪
い
言
ひ
方
で
あ
る
。
ま
め
と
い

ふ
こ
と
は
、
な
る
ほ
ど
聖
賢
の
教
へ
に
か
な
っ
た
り
っ
ぱ
な
こ
と
に
違
ひ
な
い
。
だ
が
、
ま
め
で
あ
り
過
ぎ
て
人
間
的
な
親
し
み
が
感
じ
ら
れ
な
い
と
い
ふ
、

誰
し
も
が
感
じ
て
ゐ
る
反
感
を
作
者
が
代
表
し
て
皮
肉
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

光
源
氏
の
若
い
時
分
に
つ
い
て
も
、
作
者
は

き
る
は
、
い
と
い
た
く
世
を
障
り
、
ま
め
だ
ち
給
ひ
げ
る
程
に
、
な
よ
び
か
に
を
か
し
き
こ
と
は
無
く
て
、
交
野
の
少
将
に
は
笑
は
れ
給
ひ
け
む
か
し
。
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（
晴
木
）

と
言
っ
て
ゐ
る
。
交
野
の
少
将
は
い
ろ
と
の
み
の
模
範
と
さ
れ
た
昔
物
語
の
主
人
公
で
、
野
分
の
告
に
は
、
交
野
の
少
将
が
文
を
付
け
る
花
を
紙
の
色
に
よ
っ

て
選
ん
だ
こ
と
を
言
っ
て
ゐ
る
。
光
源
氏
が
ま
じ
め
に
身
を
と
り
な
し
て
ゐ
る
の
が
無
趣
味
で
、
い
ろ
と
の
み
の
朋
想
に
及
ば
な
い
と
、
や
は
ら
か
く
批
判
し

て
ゐ
る
の
だ
。
若
い
時
分
の
光
源
氏
に
は
確
か
に
さ
う
い
ふ
一
面
が
あ
っ
た
ら
し
い
。
光
源
氏
の
噌
を
し
て
ゐ
る
空
蝉
附
き
の
女
房
達
も

い
と
い
た
う
ま
め
だ
ち
て
、
ま
、
だ
き
に
や
ん
ご
と
な
き
よ
す
が
定
ま
り
給
へ
る
こ
そ
、
さ
う
、
ざ
う
し
か
め
れ
。
（
帯
木
）

と
言
っ
て
ゐ
る
。
そ
の
半
面
、
光
源
氏
は
あ
ち
こ
ち
と
忍
び
歩
い
て
ゐ
る
の
で
あ
る
が
、
さ
う
い
ふ
噂
を
知
ら
な
い
桐
直
の
帝
は
、
ひ
そ
か
に
光
源
氏
が
ま
め

過
ぎ
は
し
な
い
か
と
心
配
し
て
ゐ
る
。
末
摘
花
に
は
、
大
輔
の
命
婦
が
そ
れ
を
知
っ
て
ゐ
て
、

（
光
源
氏
が
）
ま
め
に
お
は
し
ま
す
と
持
て
悩
み
聞
え
さ
せ
給
ふ
こ
そ
を
か
し
う
思
う
給
へ
ら
る
〉
折
々
侍
れ
。
か
ゃ
う
の
御
賓
れ
姿
を
い
か
で

上
の
、



か
は
御
覧
じ
つ
け
む
。

と
ひ
や
か
し
て
ゐ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。

こ
の
や
う
に
、
ま
め
に
身
を
と
り
な
す
こ
と
が
必
ず
し
も
讃
め
ら
れ
て
ゐ
な
い
し
、
ま
た
、
す
き
な
行
動
が
必
ず
し
も
非
難
せ
ら
れ
て
は
ゐ
な
い
。

御
齢
の
程
、
人
の
麟
き
め
で
問
え
た
る
様
な
ど
思
ふ
に
は
、
す
き
給
は
、
ざ
ら
む
も
情
な
く
、
さ
う
、
ざ
う
し
か
る
べ
し
か
し
。
（
夕
顔
）

す
き
と
こ
ろ
な
し
と
常
に
持
て
悩
む
め
る
を
、
さ
は
一
一
一
一
口
へ
ど
過
さ
ぎ
り
け
る
は
。
（
杭
葉
賀
）

タ
閣
の
山
首
の
ほ
維
光
が
思
っ
て
ゐ
る
こ
と
で
あ
る
が
、
後
の
い
札
史
加
は
の
は
う
の
例
は
桐
査
の
帝
の
こ
と
ぼ
で
あ
る
。
涼
典
侍
と
戯
れ
て
ゐ
る
光
源
氏
を
見
て
、

常
々
か
ら
光
源
氏
の
す
き
と
こ
ろ
の
無
い
こ
と
を
心
配
し
て
ゐ
た
が
、
そ
れ
で
も
程
，
ぼ
を
越
し
て
は
ゐ
な
か
っ
た
と
安
心
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
桐
査
の
帝
は

光
源
氏
に
正
面
か
ら
い
ろ
と
の
み
の
遣
を
一
説
く
こ
と
の
で
き
る
唯
一
の
方
で
、
光
源
氏
に
教
訓
を
興
へ
る
場
面
も
出
て
く
る
。
そ
の
帝
が
光
源
氏
の
局
に
す
き

の
要
素
が
な
い
こ
と
を
必
へ
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
も
、
す
き
と
い
ふ
要
素
が
い
ろ
と
の
み
に
紋
け
で
は
な
ら
な
い
こ
と
が
訣
る
。
徒
然
草
な
ど

い
ろ
こ
の
ま
、
ざ
ら
む
男
は
、
い
と
さ
う
ざ
う
し
く
、
玉
の
盃
の
底
無
き
心
地
ぞ
す
べ
きc

と
言
っ
て
ゐ
る
の
は
、
や
は
り
、
男
の
理
想
的
な
性
格
に
す
き
の
要
素
が
あ
る
こ
と
を
望
ん
で
ゐ
る
の
で
あ
る
。
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も
い
ろ
と
の
み
を
す
き
と
同
じ
ゃ
う
な
意
味
に
使
っ
て
ゐ
る
が
、

桐
壷
の
帝
の
光
源
氏
へ
の
庭
訓
に
は

心
の
す
き
び
に
任
せ
て
、
か
く
す
き
わ
、
ざ
す
る
は
、
い
と
世
の
も
ど
き
負
ひ
ぬ
べ
き
こ
と
な
り
。
（
葵
）

と
い
ふ
こ
と
ば
が
あ
る
。
光
源
氏
が
六
傑
の
御
息
所
と
の
聞
に
交
渉
を
生
じ
て
お
き
な
が
ら
、
と
か
く
冷
淡
な
様
子
が
見
え
る
の
で
、
そ
れ
で
は
女
の
立
ち
場

が
苦
し
く
、
よ
く
な
い
世
評
が
立
つ
こ
と
で
あ
ら
う
と
戒
め
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
さ
う
い
ふ
心
の
赴
く
ま
〉
に
任
せ
た
行
局
が
本
山
口
田
の
す
き
ご
と
で
、
極
端
に



言
へ
ば
性
的
な
興
味
だ
け
に
終
始
し
て
相
手
へ
の
思
ひ
遣
り
が
無
い
こ
と
を
一
吉
ふ
の
で
あ
る
。
六
傑
の
御
息
所
は
前
皇
太
子
妃
と
い
ふ
枇
曾
的
な
地
位
か
ら
言

っ
て
も
首
然
光
源
氏
の
北
の
方
と
な
る
こ
と
の
で
き
る
人
で
あ
り
、
御
息
所
自
身
も
さ
う
い
ふ
期
待
を
懐
い
て
ゐ
た
。
そ
れ
な
の
に
、
光
源
氏
の
扱
ひ
は
い
つ

ま
で
も
忍
び
所
と
し
て
の
そ
れ
で
あ
り
、
葵
の
上
残
後
に
も
北
の
方
と
し
よ
う
と
す
る
意
志
が
見
え
な
い
の
で
、
遂
に
意
を
決
し
て
伊
勢
へ
下
っ
て
し
ま
ふ
。

御
息
所
の
生
霊
が
突
の
上
に
溶
い
た
こ
と
を
光
源
氏
が
心
憂
く
思
っ
て
を
り
、
御
息
所
自
ら
も
思
ひ
首
る
ふ
し
が
あ
る
の
だ
が
、
そ
れ
で
も
世
間
の
思
は
く
を

考
へ
る
と
、
そ
の
ま
〉
の
形
で
交
渉
を
績
け
る
こ
と
は
い
か
に
も
中
途
半
端
で
あ
り
、
立
ち
場
を
失
ふ
こ
と
に
な
る
の
で
、
世
を
怨
む
や
う
に
し
て
伊
勢
へ
下

る
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
封
し
て
、
光
源
氏
は
悲
し
み
こ
そ
す
れ
、
強
ひ
て
引
き
留
め
よ
う
と
ま
で
は
し
な
い
。
光
源
氏
が
交
渉
を
持
っ
た
多
く
の
女
達
の
中
で
、

こ
の
御
息
所
だ
け
が
満
足
を
輿
へ
る
こ
と
の
で
き
な
か
っ
た
人
で
あ
る
。
後
年
、
光
源
氏
が

こ
の
世
の
築
之
末
の
世
に
過
ぎ
て
、
身
に
心
も
と
な
き
事
は
無
き
を
、
女
の
筋
に
て
な
む
人
の
も
ど
き
を
も
負
ひ
、
わ
が
心
に
も
飽
か
ぬ
事
も
あ
る
。
（
若

菜
上
）
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と
言
っ
て
ゐ
る
の
は
、
六
傑
の
御
息
所
の
こ
と
だ
と
思
は
れ
る
。
こ
れ
は
左
中
耕
が
光
源
氏
の
内
々
の
述
懐
を
漏
ら
し
博
へ
た
も
の
で
、
こ
の
直
後
に
、
左
中

耕
の
解
轄
と
し
て
、
光
源
氏
の
見
集
め
た
女
性
達
の
中
に
光
源
氏
に
相
臨
す
る
だ
け
の
重
々
し
い
身
分
の
女
性
が
ゐ
な
い
こ
と
を
す
口
つ
て
ゐ
る
や
う
に
と
り
な

し
て
ゐ
る
が
、
そ
れ
は
書
き
進
む
聞
に
作
者
の
筆
が
動
い
て
ゐ
る
の
r
。
相
手
の
女
性
の
も
ど
き
（
祇
抗
・
非
難
）
を
受
け
、
自
分
の
心
と
レ
て
も
満
足
し
な

か
っ
た
と
い
ふ
女
性
は
、
ま
づ
六
保
の
御
息
所
を
措
い
て
は
な
い
。
薄
暗
一
以
の
巻
で
も
、
光
源
氏
が
秋
好
の
中
宮
に

な
ほ
、
心
か
ら
、
す
き
ず
き
じ
き
事
に
附
け
て
、
物
思
ひ
の
紹
え
ず
も
侍
り
け
る
か
な
。
き
る
ま
じ
き
事
ど
も
の
心
苦
し
き
が
あ
ま
た
侍
り
し
中
に
、
逢

に
心
も
選
、
げ
ず
結
ぽ
ほ
れ
て
止
み
ぬ
る
事
二
つ
な
む
侍
る
。

と
語
っ
て
、
そ
の
一
つ
が
六
傑
の
御
息
所
の
こ
と
だ
と
二
一
一
口
つ
て
ゐ
る
。
光
源
氏
が
秋
好
の
中
宮
の
後
見
に
心
を
童
す
の
も
、
御
息
所
の
こ
の
世
に
残
る
執
念
を

は
ら
さ
う
局
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
も
、
御
息
所
の
怨
震
は
後
に
紫
の
上
に
患
い
て
死
ぬ
程
の
大
病
を
煩
は
せ
、
更
に
女
三
の

R
出
家
の
因
を
も
作
っ
て
ゐ

る
。
こ
の
局
光
源
氏
の
い
ろ
と
の
み
の
生
活
に
は
大
き
な
き
ず
が
つ
く
。
い
ろ
と
の
み
の
珂
想
が
女
の
恨
み
を
受
け
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
背
後
に
、
平
安
朝
で

は
怨
震
の
考
へ
が
あ
っ
た
と
見
ね
ば
な
る
ま
い
。
怨
霊
に
附
き
纏
は
ら
れ
て
は
、
も
ち
ろ
ん
、
い
ろ
と
の
み
の
生
活
が
園
満
に
遂
げ
ら
れ
る
筈
が
な
い
。



桐
査
の
帝
の
庭
訓
に
は
、
な
ほ

人
の
局
は
ぢ
が
ま
し
き
こ
と
無
く
、
い
づ
れ
を
も
な
だ
ら
か
に
も
て
な
し
て
、
女
の
恨
み
な
負
ひ
そ
c

（
葵
）

と
も
一
一
一
日
は
れ
て
ゐ
る
し
、
光
源
氏
自
身
も
し
ば
／
＼
「
人
の
心
破
ら
じ
」
と
い
ふ
こ
と
を
一
言
っ
て
ゐ
る
。
い
ろ
と
の
み
の
男
は
、
多
く
の
女
達
の
心
を
破
ら

ず
、
い
づ
れ
を
も
な
だ
ら
か
に
も
て
な
す
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
桐
査
の
帝
は
い
ろ
と
の
み
の
生
活
を
逢
げ
た
方
で
あ
る
が
ー
ー
と
言
ふ
よ
り
、
代
々
の
帝
は

歴
史
的
な
性
格
と
し
て
は
す
べ
て
い
ろ
と
の
み
な
の
で
あ
る
1
1

た
Y

桐
査
の
更
衣
に
闘
し
て
だ
け
は
、
い
ろ
と
の
み
に
破
綻
を
生
じ
て
ゐ
る
。
ぞ
れ
は
帝
の

寵
愛
が
偏
っ
て
他
の
女
性
遠
の
恨
み
を
負
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
帝
自
ら
も

世
に
い
き
〉
か
も
人
の
心
を
曲
げ
た
る
事
は
あ
ら
じ
と
思
ふ
を
、
唯
こ
の
人
故
に
て
、
あ
ま
た
さ
る
ま
じ
き
人
の
恨
み
を
負
ひ
し
果
て
果
て
は
：
：
：
（
桐

で去三？

笠Z
、ー／

と
い
ふ
述
懐
を
も
ら
し
て
ゐ
る
が
、
こ
の
事
に
闘
し
て
は
「
様
悪
し
き
御
も
て
な
し
し
と
か
「
そ
こ
ら
の
人
の
議
り
恨
み
を
も
仰
ら
せ
給
は
ず
、
こ
の
御
事
に

燭
れ
た
る
事
を
ば
垣
間
を
も
失
は
せ
給
ひ
」
な
ど
と
い
ふ
容
赦
の
な
い
批
評
が
加
へ
ら
れ
て
ゐ
る
。

と
こ
ろ
が
、
同
じ
ゃ
う
な
寵
愛
も
藤
直
の
女
御
の
場
合
に
は
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こ
れ
（
藤
壷
）
は
人
の
御
際
勝
り
て
、
思
ひ
な
し
め
で
た
く
、
人
も
え
隠
し
め
聞
え
給
ば
ね
ば
h
つ
け
ば
り
て
飽
か
ぬ
事
な
し
。
か
れ
（
桐
壷
）
は
人
も
許

し
聞
え
、
ざ
り
し
に
、
御
志
の
あ
や
に
く
な
り
し
ぞ
か
し
。
（
桐
査
）

と
あ
っ
て
、
身
分
の
高
い
女
性
を
大
事
に
扱
ふ
こ
と
は
非
難
さ
れ
て
ゐ
な
い
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
は
、
女
の
身
の
程
に
ふ
さ
は
し
い
待
遇
が
必
要
な
の
で
あ
っ

て
、
そ
の
程
を
越
え
る
と
非
難
が
生
ず
る
の
だ
。

光
源
氏
も
或
特
定
の
女
性
、
に
け
に
心
を
傾
け
る
こ
と
を
し
て
ゐ
な
い
。
そ
れ
は
多
く
の
女
性
に
少
し
づ
っ
心
を
分
け
る
と
い
ふ
や
う
な
こ
と
で
は
な
く
、
そ

れ
ん
＼
・
に
封
し
て
深
い
誠
意
を
見
せ
な
、
か
ら
、
な
ほ
か
っ
、
相
臆
の
度
を
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
古
代
的
に
一
百
へ
ば
、
そ
れ
、
だ
け
大
き
な
優
れ
た
魂
を
持
っ
て

ゐ
る
こ
と
で
、
誰
に
で
も
許
さ
れ
る
と
い
ふ
資
格
で
は
な
い
。
光
源
氏
が

わ
が
心
な
が
ら
、
い
と
か
く
人
に
染
む
事
は
無
き
を
：
：
：
（
夕
顔
）



と
言
っ
て
ゐ
る
夕
顔
の
女
の
事
件
だ
け
は
特
例
で
あ
り
、
光
源
氏
に
と
っ
て
は
よ
ほ
ど
異
常
な
経
験
で
あ
っ
た
の
だ
。

こ
の
や
う
に
い
ろ
と
の
み
の
調
和
を
破
る
こ
と
が
み
だ
る
と
い
ふ
語
で
言
は
れ
て
ゐ
る
。
「
忍
ぶ
の
乱
れ
」
は
そ
の
文
皐
的
な
表
現
で
あ
る
。

い
ろ
と
の
み
の
男
、
が
車
な
る
す
き
も
の
と
違
ふ
の
は
右
の
や
う
な
貼
で
あ
る
。
す
き
も
の
が
末
梢
に
走
っ
て
そ
れ
を
一
呉
附
け
る
も
の
に
紋
け
て
ゐ
る
の
に
封

し
て
、
い
ろ
と
の
み
の
男
は
す
き
を
も
包
含
し
て
調
和
を
保
っ
て
ゐ
る
。
決
し
て
好
色
一
途
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

さ
し
も
あ
、
だ
め
き
、
日
馴
れ
た
る
、
う
ち
つ
け
の
す
き
ず
き
し
さ
な
ど
は
、
こ
の
ま
し
か
ら
ぬ
御
本
性
に
て
：
：
：
（
帝
木
）

と
い
ふ
こ
と
ば
が
光
源
氏
の
い
ろ
と
の
み
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
る
か
を
語
っ
て
ゐ
る
。

源
氏
物
語
で
は
、
い
ろ
と
の
み
の
男
の
さ
う
い
ふ
特
長
を
こ
こ
ろ
な
が
し
と
い
ふ
語
で
言
っ
て
ゐ
る
。

わ
が
さ
り
と
も
心
長
う
見
果
て
て
む
と
思
し
な
す
御
心
を
知
ら
ね
ば
、
彼
ぃ
胞
に
は
い
み
じ
う
ぞ
歎
い
給
ひ
げ
る
。
（
末
摘
花
）

末
摘
花
の
や
う
に
逢
っ
て
み
て
す
っ
か
り
失
望
し
た
女
性
に
封
し
で
も
、
光
源
氏
は
心
長
く
末
を
逢
げ
よ
う
と
思
っ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
ろ
な
が
し
と
い
ふ
語
は
、
従
っ
て
、
女
性
の
心
を
と
る
場
合
に
始
終
使
は
れ
る
。

す
き
ず
き
し
き
方
に
疑
ひ
寄
せ
給
ふ
に
こ
そ
あ
ら
め
。
さ
り
と
も
、
短
き
心
は
え
遣
は
ぬ
も
の
を
。
（
末
摘
花
）

な
ど
、
そ
の
典
型
で
あ
る
。
自
分
、
か
す
き
と
こ
ろ
か
ら
言
ひ
寄
っ
て
ゐ
る
の
で
は
な
い
。
心
長
さ
を
見
て
く
れ
と
い
ふ
の
が
、
か
う
い
ふ
場
合
の
常
套
な
の
で
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あ
る
。

し
か
し
、
光
源
氏
の
心
長
さ
は
口
先
ば
か
り
で
は
な
い
。
そ
れ
を
行
局
の
上
に
貫
詮
し
て
ゐ
る
。

さ
し
も
深
き
御
志
無
か
り
け
る
を
だ
に
庇
し
あ
ぷ
さ
ず
、
取
り
し
た
〉
め
給
ふ
御
心
長
き
な
り
け
れ
ば
：
：
：
（
王
室
）

院
は
怪
し
き
ま
で
御
心
長
く
、
肢
に
で
も
見
初
め
給
へ
る
人
は
、
御
心
と
Y

め
た
る
を
も
、
ま
た
さ
し
も
深
か
ら
、
ざ
り
け
る
を
も
、
方
々
に
付
け
て
尋
ね

取
り
給
ひ
つ
〉
：
：
：
（
若
菜
上
）

玉
童
の
巻
の
は
右
近
が
思
っ
て
ゐ
る
の
で
、
夕
顔
の
君
が
な
が
ら
へ
て
ゐ
た
な
ら
ば
、
こ
の
六
院
院
に
集
ひ
住
ん
で
ゐ
る
人
々
の
故
の
中
に
入
っ
た
に
違
ひ
な

い
と
考
へ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
若
菜
の
は
う
は
左
中
耕
が
言
っ
て
ゐ
る
こ
と
で
、
そ
の
こ
と
ば
通
り
、
光
源
民
は
僅
か
な
交
渉
し
か
持
た
な
か
っ
た
人
々
ま
で



も
六
傑
院
に
集
め
て
、
そ
れ
介
＼
の
人
生
を
見
届
け
る
と
い
ふ
い
ろ
と
の
み
の
頂
貼
に
立
つ
生
活
を
し
て
ゐ
る

c

心
長
さ
を
持
た
な
い
車
な
る
す
き
は
、
あ
だ
と
い
ふ
語
で
形
容
さ
れ
る
。
あ
だ
な
り
・
あ
だ
あ
だ
し
・
あ
、
だ
め
く
・
う
ち
あ
だ
く
・
あ
だ
ご
と
・
あ
だ
び
と

・
あ
だ
な
・
あ
、
だ
け
・
あ
、
だ
け
と
と
と
時
変
化
の
多
い
語
で
あ
る
が
、
す
き
と
同
様
、

こ
の
語
も
ま
め
と
封
立
し
て
用
ゐ
ら
れ
る
。

あ
だ
ご
と
に
も
、
ま
め
ご
と
に
も
：
：
：
（
帝
木
）

と
い
ふ
や
う
な
例
で
そ
れ
が
訣
る
。
だ
か
ら
、
あ
だ
を
以
て
評
せ
ら
れ
て
ゐ
る
こ
と
は
、
表
面
美
し
く
て
内
賓
の
そ
れ
に
仲
は
な
い
と
い
ふ
不
信
の
表
明
な
の

で
あ
る
。こ

れ
を
あ
だ
あ
だ
し
き
振
舞
ひ
と
言
は
ば
、
女
の
有
様
苦
し
か
ら
む
。
（
末
摘
花
）

お
れ
の
こ
の
行
動
を
世
間
並
み
の
浮
気
な
振
舞
ひ
だ
と
4一
一
口
つ
て
は
、
女
の
立
ち
場
が
な
く
な
っ
て
し
ま
ふ
だ
ら
う
と
一
一
一
口
っ
て
、
冗
談
な
が
ら
も
常
陸
の
宮
の
姫

君
と
い
ふ
地
位
へ
の
顧
慮
を
見
せ
て
ゐ
る
。
光
源
氏
の
末
摘
花
に
封
す
る
庭
遇
に
は
、
い
つ
も
こ
の
思
ひ
遣
り
が
含
ま
れ
て
ゐ
る
。

あ
だ
な
こ
と
を
一
百
ふ
の
に
、
源
氏
物
語
中
、
たY

一
筒
所
し
か
出
て
ゐ
な
い
が
、
大
捷
印
象
的
な
語
が
あ
る
。
凶
剖
q
u
引
と
い
ふ
問
え
は
美
し
い
が
う
つ

ろ
ひ
や
す
き
を

A

暗
に
非
難
し
て
ゐ
る
詰
で
あ
る
。
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は
な
と
こ
ろ
に
お
は
す
る
宮
な
れ
ば
、
あ
は
れ
と
は
思
す
と
も
、
い
ま
め
か
し
き
方
に
必
ず
御
心
移
ろ
ひ
な
む
か
し
。
（
宿
木
）

古
今
の
序
に
「
人
の
心
は
な
に
な
り
に
け
る
よ
り

L
と
あ
る
の
と
同
じ
こ
と
だ
が
、
棲
の
花
を
あ
だ
な
も
の
と
見
る
習
慣
が
あ
る
の
だ
か
ら
（
古
今
集
・
春
・

は
な
と
こ
ろ
は
あ
、
た
と
こ
ろ
と
言
っ
て
も
同
じ
こ
と
で
あ
る
。
こ
〉
の
宮
は
匂
宮
で
あ
る
が
、
こ
の
語
か
ら
見
て
も
匂
宵
が
い
ろ
と
の
み
で
は
な
い

六
一
一
）
、

こ
と
が
訣
る
。
い
ろ
と
の
み
の
男
な
ら
ば
、
あ
だ
な
性
質
、
だ
と
い
ふ
や
う
な
批
評
を
受
け
る
需
が
な
い
。

四

Jさ
え

い
ろ
と
の
み
の
男
は
才
能
が
優
れ
て
ゐ
る
こ
と
も
そ
の
保
件
で
あ
る
。
光
源
氏
の
才
は
花
宴
の
青
海
波
の
舞
ひ
や
須
隣
明
石
の
約
日
記
を
は
じ
め
、
随
所
に



人
々
を
驚
か
す
こ
と
が
出
て
く
る
が
、
才
に
は
二
種
あ
っ
て
、
事
聞
を
意
味
す
る
才
皐
の
は
う
は
ひ
と
通
り
以
上
心
に
入
れ
て
皐
ぶ
こ
と
を
戒
め
ら
れ
て
ゐ
る

（
給
合
）
。
光
源
氏
が
特
に
優
れ
て
ゐ
る
の
は
書
・
童
・
一
音
柴
・
舞
踊
と
い
っ
た
本
才
と
呼
ば
れ
る
方
面
で
あ
る
。
才
皐
の
ほ
う
は
、
謂
は
ば
ま
め
に
首
る
も
の

で
、
あ
ま
り
こ
れ
に
偏
す
る
こ
と
は
い
ろ
と
の
み
の
調
和
を
破
る
お
そ
れ
が
あ
る
。
博
士
な
ど
の
頑
な
し
さ
が
女
房
達
に
瑚
笑
せ
ら
れ
る
の
も
こ
〉
に
理
由
が

あ
る
。
書
・
童
・
音
築
・
舞
踊
等
に
優
れ
て
ゐ
る
こ
と
を
形
容
す
る
最
も
普
通
の
語
が
忍
か

U

で
あ
っ
て
、
い
ろ
と
の
み
の
男
の
行
動
を
一
語
で
評
す
る
と
す

れ
ば
、
こ
の
語
を
以
て
す
る
ほ
か
な
い
（
ほ
か
に
め
で
た
し
が
あ
る
が
、
乙
れ
は
た
い
〉
一
般
に

結
構
だ
と
い
ふ
讃
め
こ
と
ば
に
過
ぎ
な
い
）
。

を
か
し
は

こ
れ
ま
た
、
ま
め
に
封
立
し
て
用
ゐ
ら
れ
る
。

な
に
や
か
や
と
、
は
か
な
き
事
な
れ
ど
、
を
か
し
き
様
に
も
、
ま
め
や
か
に
も
宣
へ
ど
：
：
：
（
末
摘
花
）

か
う
い
ふ
場
合
は
い
く
ら
か
表
面
的
な
美
し
き
を
を
か
し
と
言
っ
て
ゐ
る
の
だ
が
、
あ
だ
と
は
違
っ
て
、
非
難
す
る
気
持
ち
は
無
い
。
人
の
心
を
惹
く
や
う
な

振
手
な
美
し
さ
を
一
般
に
言
ふ
語
で
あ
る
。

い
ろ
と
の
み
の
要
素
と
し
て
す
き
が
必
要
で
あ
る
や
う
に
、
い
ろ
と
の
み
の
男
の
行
動
に
は
を
か
し
と
評
せ
ら
れ
る
や
う
な
面
が
必
要
で
あ
る
。
交
野
の
少
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持
の
や
う
に
「
な
よ
び
か
に
を
か
し
き
」
と
こ
ろ
が
あ
っ
て
こ
そ
、
い
ろ
と
の
み
と
言
へ
る
の
で
あ
る
。
光
源
氏
の
委
の
描
忠
な
ど
、
そ
の
を
か
し
さ
を
い
ろ

い
ろ
に
言
っ
て
ゐ
る
の
で
、
結
局
は
女
性
的
な
美
し
さ
を
一
一
一
口
ふ
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

そ
の
や
う
な
を
か
し
さ
は
人
生
を
最
も
美
し
く
慮
理
し
て
行
く
智
慧
で
あ
り
、
女
性
の
心
を
表
面
的
に
惹
く
ば
か
り
で
な
い
。
女
性
に
封
じ
て
町
想
的
な
臆

接
、
が
で
き
、
女
性
を
し
て
信
頼
さ
せ
る
に
足
る
能
力
に
通
じ
て
ゐ
る
の
、
た
。
謂
は
ば
優
れ
た
魂
の
護
動
が
一
方
に
お
い
て
は
本
才
と
し
て
現
れ
、
一
方
に
お
い

て
は
い
ろ
と
の
み
の
行
動
と
な
っ
て
現
れ
る
の
で
あ
る
。
交
野
の
少
将
が
花
を
紙
の
色
に
整
へ
た
と
い
ふ
こ
と
も
、
四
季
を
り
ノ
＼
の
情
趣
を
知
り
、
そ
れ
に

臆
じ
て
の
美
的
な
生
活
を
遂
行
す
る
能
力
が
あ
る
の
が
い
ろ
と
の
み
で
あ
る
こ
と
を
意
味
し
て
ゐ
る
。
こ
の
方
面
は
後
に
和
歌
の
上
で
や
か
ま
し
く
言
は
れ
る

有
心
無
心
の
「
心
あ
り
」
と
い
ふ
こ
と
に
通
じ
て
く
る
も
の
だ
。

か
う
考
へ
て
く
る
と
、
先
の
横
債
の
巻
の
「
ね
ぢ
け
た
る
い
ろ
と
の
み
か
な
」
と
い
ふ
例
も
解
け
て
く
る
。
自
然
物
の
上
に
も
そ
れ
井
＼
の
持
つ
情
趣
を
義

見
し
て
、
そ
れ
に
心
を
と
め
る
の
が
い
ろ
と
の
み
で
あ
り
、
薫
が
街
な
ん
か
に
心
を
留
め
た
こ
と
を
、
光
源
氏
、
が
こ
れ
は
大
捷
な
い
ろ
と
の
み
、
だ
と
笑
っ
た
の



で
あ
る
。

昨
日
今
日
と
思
す
担
任
に
、
ゴ
一
十
年
の
彼
方
に
も
な
り
に
け
る
世
か
な
。
か
〉
る
を
見
つ
》
、
か
り
そ
め
の
宿
り
を
え
思
ひ
棄
て
ず
、
木
草
の
色
に
も
心
を

移
す
よ
。
（
檀
）

木
草
の
色
に
も
心
を
移
す
の
が
い
ろ
と
の
み
の
男
の
心
の
持
ち
方
な
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
仰
の
教
へ
に
違
ふ
こ
と
を
光
源
民
自
身
が
反
省
し
て
ゐ
る
の
で
あ

4
Q。

女
性
に
封
し
で
も
、
そ
れ
介
＼
の
身
分
・
家
間
・
財

v産
・
容
貌
・
才
能
、
そ
れ
に
臨
じ
て
心
を
留
め
、
執
況
を
感
じ
る
の
が
い
ろ
と
の
み
で
あ
っ
た
。
さ
う

い
ふ
執
着
を
感
じ
な
い
の
は
、
む
し
ろ
ま
め
に
過
ぎ
て
い
ろ
と
の
み
の
珂
一
想
に
反
す
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
も
、
執
者
こ
そ
は
併
の
最
も
戒
め
る
と
こ
ろ
で
あ

っ
た
源
氏
物
語
に
は
随
所
に
か
う
い
ふ
矛
盾
と
煩
悶
と
が
記
さ
れ
て
ゐ
る
。

い
ろ
ご
の
み
と
い
ふ
話
が
好
色
の
意
味
に
引
き
寄
せ
ら
れ
た
の
に
反
し
て
、
そ
の
後
を
お
そ
っ
て
用
語
例
を
損
張
し
て
き
た
の
は
す
き
で
あ
る
。
源
氏
物
語

何
の
才
も
、
心
よ
り
放
ち
て
習
ふ
べ
き
業
な
ら
ね
ど
：
：
：
家
の
子
の
中
に
は
、
な
ほ
人
に
抜
け
ぬ
る
人
の
、
何
事
を
も
こ
の
み
相
付
け
る
と
ぞ
見
え
に
る

J
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に
お
け
る
こ
の
む
と
い
ふ
語
は
こ
の
ま
し
・
こ
の
み
と
こ
ろ
ぐ
ら
ゐ
し
か
用
語
例
の
鑓
化
を
見
せ
て
ゐ
な
い
、
が
、

（
結
合
）

手
を
い
ま
少
し
故
守
つ
け
た
ら
ば
と
、
（
皆
兵
部
卿
の
）
宮
は
こ
の
ま
し
き
御
心
に
、
い
さ
〉
か
飽
か
ぬ
事
と
見
給
ひ
け
む
か
し
。
（
位
）

と
い
ふ
や
う
な
例
は
い
ろ
と
の
み
と
共
通
す
る
こ
の
む
の
意
義
を
見
せ
て
ゐ
る
。
一
つ
の
近
に
封
し
て
趣
味
を
持
っ
て
或
境
地
に
達
す
る
と
か
、
女
性
の
才
能

・
用
意
な
ど
を
見
集
め
る
と
い
ふ
意
味
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
す
き
が
こ
れ
に
近
く
用
ゐ
ら
れ
て
ゐ
る
こ
と
が
あ
る
。
源
氏
物
語
も
後
半
に
な
る
と
、
す
き
の

用
法
な
ど
大
分
遣
っ
て
来
て
ゐ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
は
れ
る
。

今
脊
の
御
す
き
に
は
、
（
夜
が
更
け
た
こ
と
を
）
人
許
し
聞
え
つ
べ
く
な
む
あ
り
け
る
。
（
横
笛
）

落
葉
の
宮
の
母
御
息
所
の
こ
と
ば
で
あ
る
。
タ
霧
の
大
将
に
封
し
て
面
と
向
っ
て
言
っ
て
ゐ
る
の
だ
か
ら
、
非
難
の
語
で
な
い
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
風
流
な

御
振
舞
ひ
と
い
ふ
く
ら
ゐ
に
課
さ
ね
ば
な
る
ま
い
。
光
源
氏
が
強
兵
部
卿
の
宮
の
心
を
惑
は
さ
う
と
い
ふ
筒
所
の



い
と
よ
く
す
き
給
ひ
ぬ
べ
き
心
惑
は
さ
む
と
：
：
：
（
佳
）

な
ど
と
い
ふ
例
も
悪
意
の
な
い
使
ひ
方
で
、
先
の
「
こ
の
ま
し
き
御
心
」
と
同
じ
こ
と
で
あ
る
。

む
く
つ
け
き
心
の
中
に
、
い
さ
〉
か
す
き
た
る
心
の
ま
じ
り
て
、
か
た
ち
あ
る
女
を
集
め
て
見
む
と
思
ひ
げ
る
。
（
玉
霊
）

こ
れ
は
肥
後
の
監
の
こ
と
で
あ
る
が
、
讃
め
て
ゐ
る
に
近
い
用
法
で
あ
る
。
先
の
夕
霧
が
柏
木
を
す
き
も
の
と
一
一
一
一
口
っ
た
例
な
ど
も
、
さ
ほ
ど
思
い
意
味
は
持
つ

て
ゐ
な
い
の
か
も
知
れ
な
い
。
伊
勢
物
語
に
も
「
す
け
る
物
思
ひ
」
（
四
十
段
）
な
ど
と
い
ふ
例
が
あ
っ
て
、
す
き
と
い
ふ
語
が
い
ろ
と
の
み
の
領
分
に
ま
で

損
張
さ
れ
て
来
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

- 31 -


