
﹃
源
氏
物
語
﹄
源
典
侍
考
︱
﹁
葵
﹂
巻
登
場
を
め
ぐ
っ
て

杉

浦

一

彰

一
、
問
題
の
所
在
︱
研
究
状
況
の
整
理

源
典
侍
を
め
ぐ
る
研
究
状
況
は
、﹃
人
物
で
読
む
源
氏
物
語(１

)

﹄
の
﹁
研
究
史
﹂︵
陣
野
英
則
担
当
︶
で
把
握
で
き
る
。
そ
の
特
徴
を
あ
げ
る
と
、

研
究
が
﹁
紅
葉
賀
﹂
巻
を
中
心
に
な
さ
れ
て
き
た
こ
と
で
あ
る
。﹁
紅
葉
賀
﹂
巻
は
源
典
侍
が
物
語
に
初
登
場
す
る
巻
で
あ
り
、
﹁
年
い
た
う
老

い
た
る
典
侍
﹂︵
紅
葉
賀
・
三
三
六
頁(２

)

︶
と
い
う
紹
介
か
ら
、
光
源
氏
と
頭
中
将
を
巻
き
込
ん
だ
騒
動
ま
で
語
ら
れ
る
。
そ
れ
に
比
べ
る
と
、﹁
葵
﹂

巻
や
、﹁
朝
顔
﹂
巻
の
登
場
場
面
は
挿
話
的
に
見
え
て
し
ま
う
。
し
か
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
巻
の
物
語
展
開
に
お
い
て
、
源
典
侍
の
登
場
に
は
何
ら

か
の
意
義
が
あ
っ
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
本
稿
で
は
物
語
上
二
度
目
の
登
場
と
な
る
﹁
葵
﹂
巻
を
考
察
の
対
象
と
す
る
。

さ
て
、﹁
葵
﹂
巻
で
は
、
後
の
物
語
展
開
に
大
き
な
影
響
を
与
え
る
数
々
の
出
来
事
が
語
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
光
源
氏
の
正
妻
葵
上
の
死
や
、

光
源
氏
の
生
涯
を
通
じ
て
最
愛
の
女
性
と
な
る
若
紫
と
の
新
枕
な
ど
、
光
源
氏
の
女
性
関
係
が
一
変
す
る
巻
で
あ
る
。
そ
の
合
間
を
縫
う
よ
う

に
、
源
典
侍
が
登
場
し
、
再
び
光
源
氏
と
の
間
で
和
歌
の
贈
答
を
成
立
さ
せ
る
の
で
あ
っ
た
。

先
行
研
究
で
は
、
源
典
侍
の
言
動
や
そ
こ
で
の
人
物
像
の
検
討
が
中
心
的
に
な
さ
れ
て
き
た
。
久
富
木
原
玲
は
、
源
典
侍
と
六
条
御
息
所
と

の
間
に
共
通
す
る
巫
女
性
を
明
ら
か
に
し
た(３

)

。
若
紫
と
源
典
侍
と
の
間
で
、
童
女
に
対
す
る
老
女
と
い
う
描
写
が
な
さ
れ
て
い
る
と
の
指
摘
も
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あ
る(４

)

。
源
典
侍
の
行
動
面
で
は
、
林
田
孝
和
が
僅
か
な
機
会
を
巧
み
に
利
用
す
る
﹁
世
馴
れ
た
才
気
と
機
転
の
妙
﹂
を
読
み
解
く(

５
)

。
ま
た
、
小

嶋
菜
温
子
は
源
典
侍
の
和
歌
が
、﹁
神
歌
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
﹂
を
形
成
し
て
い
る
と
し
、
光
源
氏
の
︿
罪
﹀
を
照
ら
し
出
し
た
り
相
対
化
し
た
り

す
る
効
果
が
あ
る
と
解
釈
す
る(６

)

。

以
上
、﹁
葵
﹂
巻
の
研
究
状
況
を
簡
単
に
辿
っ
て
み
た
が
、
ま
だ
﹁
葵
﹂
巻
の
再
登
場
に
つ
い
て
は
検
討
の
余
地
が
あ
る
。
先
行
研
究
を
参
考

に
し
つ
つ
、
前
後
の
物
語
展
開
か
ら
見
え
て
く
る
、
源
典
侍
が
再
登
場
す
る
意
義
に
つ
い
て
一
つ
の
読
み
を
提
示
し
た
い
。

二
、﹁
扇
の
端
﹂
を
折
る
こ
と
︱
秘
め
ら
れ
た
心
意

ま
ず
は
、
考
察
の
対
象
と
す
る
場
面
を
引
用
す
る
。

今
日
も
所
も
な
く
立
ち
に
け
り
。
馬
場
殿
の
ほ
ど
に
立
て
わ
づ
ら
ひ
て
、﹁
上
達
部
の
車
ど
も
多
く
て
、
も
の
騒
が
し
げ
な
る
わ
た
り
か
な
﹂

と
や
す
ら
ひ
た
ま
ふ
に
、
よ
ろ
し
き
女
車
の
い
た
う
乗
り
こ
ぼ
れ
た
る
よ
り
、
扇
を
さ
し
出
で
て
人
を
招
き
寄
せ
て
、﹁
こ
こ
に
や
は
立
た

せ
た
ま
は
ぬ
。
所
避
り
き
こ
え
む
﹂
と
聞
こ
え
た
り
。
い
か
な
る
す
き
者
な
ら
む
と
思
さ
れ
て
、
所
も
げ
に
よ
き
わ
た
り
な
れ
ば
、
ひ
き

寄
せ
さ
せ
た
ま
ひ
て
、﹁
い
か
で
得
た
ま
へ
る
所
ぞ
と
ね
た
さ
に
な
ん
﹂
と
の
た
ま
へ
ば
、
よ
し
あ
る
扇
の
端
を
折
り
て
、

﹁
は
か
な
し
や
人
の
か
ざ
せ
る
あ
ふ
ひ
ゆ
ゑ
神
の
ゆ
る
し
の
今
日
を
待
ち
け
る

注
連
の
内
に
は
﹂
と
あ
る
手
を
思
し
出
づ
れ
ば
、
か
の
典
侍
な
り
け
り
。
あ
さ
ま
し
う
、
古
り
が
た
く
も
い
ま
め
く
か
な
、
と
憎
さ
に
、

は
し
た
な
う
、

か
ざ
し
け
る
心
ぞ
あ
だ
に
思
ほ
ゆ
る
八
十
氏
人
に
な
べ
て
あ
ふ
ひ
を

女
は
つ
ら
し
と
思
ひ
き
こ
え
け
り
。
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く
や
し
く
も
か
ざ
し
け
る
か
な
名
の
み
し
て
人
だ
の
め
な
る
草
葉
ば
か
り
を

と
聞
こ
ゆ
。
人
と
あ
ひ
乗
り
て
簾
を
だ
に
上
げ
た
ま
は
ぬ
を
、
心
や
ま
し
う
思
ふ
人
多
か
り
。
一
日
の
御
あ
り
さ
ま
の
う
る
は
し
か
り
し

に
、
今
日
う
ち
乱
れ
て
歩
き
た
ま
ふ
か
し
、
誰
な
ら
む
、
乗
り
並
ぶ
人
け
し
う
は
あ
ら
じ
は
や
、
と
推
し
は
か
り
き
こ
ゆ
。
い
ど
ま
し
か

ら
ぬ
か
ざ
し
争
ひ
か
な
、
と
さ
う
ざ
う
し
く
思
せ
ど
、
か
や
う
に
い
と
面
な
か
ら
ぬ
人
、
は
た
人
あ
ひ
乗
り
た
ま
へ
る
に
つ
つ
ま
れ
て
、

は
か
な
き
御
答
へ
も
心
や
す
く
聞
こ
え
ん
も
ま
ば
ゆ
し
か
し
。

︵
葵
・
②
・
二
八
～
三
〇
頁
︶

祭
当
日
、
光
源
氏
は
若
紫
と
見
物
に
出
か
け
る
こ
と
に
す
る
が
、
そ
の
準
備
で
す
っ
か
り
出
立
が
遅
れ
て
し
ま
う
。
多
く
の
見
物
客
で
見
物

場
所
は
あ
ふ
れ
か
え
っ
て
い
た
。
光
源
氏
が
見
物
場
所
を
決
め
か
ね
て
い
る
と
、﹁
よ
ろ
し
き
女
車
﹂
か
ら
場
所
を
譲
る
と
の
申
し
出
が
あ
る
。

そ
の
申
し
出
に
、
光
源
氏
は
、﹁
い
か
な
る
す
き
者
な
ら
む
﹂
と
興
味
を
覚
え
、
牛
車
を
移
動
さ
せ
る
。
そ
し
て
初
め
て
相
手
の
正
体
に
気
付
く

の
で
あ
っ
た
。

引
用
本
文
中
で
傍
線
を
付
し
た
の
が
源
典
侍
の
行
動
で
あ
る
。
二
人
の
交
流
は
女
性
側
か
ら
の
誘
い
か
け
か
ら
生
じ
て
い
る
た
め
、﹁
紅
葉

賀
﹂
巻
で
見
ら
れ
た
よ
う
な
源
典
侍
の
積
極
的
な
性
格
が
垣
間
見
え
る
。
源
典
侍
の
﹁
は
か
な
し
や
⋮
﹂
詠
は
、
光
源
氏
の
発
言
に
応
答
し
た

も
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、﹁
よ
し
あ
る
扇
﹂
に
そ
れ
が
書
か
れ
た
点
で
あ
る
。

相
手
に
和
歌
を
贈
る
場
合
、
そ
れ
が
記
さ
れ
る
媒
体
に
も
送
り
主
は
気
を
配
っ
て
い
た
。
こ
こ
で
は
、﹁
端
を
折
り
て
﹂
と
い
う
工
夫
ま
で
な

さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
諸
注
釈
書
は
こ
の
行
為
を
重
要
視
し
て
い
な
い
よ
う
で
、
た
と
え
ば
、﹃
紫
明
抄
﹄
は
、﹁
ひ
扇
の
つ
ま
を
お
り
た
る
也(７

)

﹂

と
し
て
い
る
が
、﹃
新
大
系
﹄
は
、﹁
風
情
あ
る
檜
扇
。
そ
の
端
を
折
っ
て
歌
を
書
い
た
﹂
︵
注
一
七
・
二
九
九
頁
︶
と
し
、
﹃
新
編
全
集
﹄
は
、

﹁
檜
扇
の
先
端
の
部
分
﹂︵
頭
注
一
七
・
二
九
頁
︶
と
す
る
。
現
在
も
字
義
の
説
明
に
解
釈
が
留
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

仮
に
源
典
侍
が
光
源
氏
に
自
分
の
正
体
を
伝
え
た
か
っ
た
の
な
ら
ば
、
筆
跡
で
目
的
は
達
成
さ
れ
る
。
あ
え
て
﹁
端
﹂
ま
で
折
る
必
要
は
な

く
、
こ
の
行
為
に
、
何
か
し
ら
の
含
意
を
認
め
る
べ
き
で
あ
る
。
試
み
に
、
相
手
に
扇
を
贈
る
際
に
、﹁
端
﹂
が
折
ら
れ
る
行
為
が
他
で
も
な
さ
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れ
て
い
な
い
か
調
べ
た(８

)

。
物
語
作
品
で
は
見
つ
か
ら
な
か
っ
た
が
、
私
家
集
の
詞
書
に
次
の
四
例
が
確
認
で
き
た
。

・﹃
大
斎
院
前
の
御
集
﹄、
二
〇
八

り
ん
じ
の
ま
つ
り
み
て
か
へ
り
ま
ゐ
り
て
し
ば
し
あ
る
ほ
ど
に
、
ひ
る
も
た
る
あ
を
ず
り
の
あ
ふ
ぎ
の
つ
ま
を
を
り
て
、
か
く
か
き

つ
け
て
や
る
、
み
ち
つ
な
の
少
将
に

ゆ
き
ず
り
に
み
つ
る
や
ま
が
つ
の
こ
ろ
も
で
を

と
て
わ
た
る
ほ
ど
に
さ
し
と
ら
せ
た
れ
ば
、
ま
た
あ
し
た
に
か
ざ
し
の
枝
に
さ
し
て

め
づ
ら
し
と
こ
そ
お
も
ひ
け
ら
し
な

と
あ
り
、
さ
ま
ざ
ま
ま
ゐ
り
て
、
こ
れ
か
れ
と
も
の
い
ひ
し
か
ば
な
べ
し

・﹃
四
条
宮
下
野
集
﹄、
六
二

ひ
だ
り
の
む
ま
の
か
み
つ
ね
の
ぶ
の
六
条
に
、
宮
の
女
ば
う
た
ち
ぐ
し
て
い
き
た
り
し
に
、
あ
る
じ
も
な
き
に
、
と
さ
の
あ
け
さ
せ

て
、
み
な
お
り
て
み
れ
ば
、
い
と
は
る
か
に
み
づ
の
な
が
れ
て
、
か
き
ね
ば
か
り
ぞ
み
ゆ
る
ま
ま
に
、
あ
ふ
ぎ
の
つ
ま
を
を
り
て
、
か
ら

め
き
た
る
す
ず
り
の
は
こ
の
あ
る
に
、
み
ゆ
ま
じ
く
し
て

�
�
�
�
�
�
�

は
る
か
な
る
し
も
が
れ
の
の
に
す
む
み
づ
は
か
き
ね
を
や
ど
の
あ
る
じ
と
や
み
る

・﹃
清
輔
集
﹄、
四
二
五

新
院
御
位
に
お
は
し
ま
し
け
る
時
、
臨
時
祭
の
四
位
の
陪
従
に
め
さ
れ
て
侍
り
け
る
に
、
弘
徽
殿
の
ほ
そ
殿
に
立
ち
よ
り
て
、
先
帝

中
宮
女
房
を
た
づ
ね
い
だ
し
て
火
あ
ふ
ぎ
の
つ
ま
を
を
り
て
、
書
付
け
て
と
ら
せ
け
る

む
か
し
見
し
雲
の
か
け
橋
か
は
ら
ね
ど
我
が
身
ひ
と
つ
の
と
だ
え
な
り
け
り

・﹃
源
三
位
頼
政
集
﹄、
三
六
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南
殿
の
花
盛
に
侍
ふ
比
、
内
の
女
房
さ
と
大
里
よ
り
見
に
ま
ゐ
り
て
帰
ざ
ま
に
扇
の
つ
ま
を
を
り
て
書
付
け
て
、
花
の
し
づ
枝
に
さ

し
は
さ
ま
れ
た
る
を
見
れ
ば

も
も
し
き
の
春
の
心
を
と
ど
め
置
き
て
帰
ら
ん
道
に
ふ
み
や
ま
ど
は
ん

引
用
例
で
﹁
扇
の
端
﹂
を
折
る
意
味
が
理
解
し
や
す
い
の
は
、﹃
四
条
宮
下
野
集
﹄
の
例
で
あ
る
。
続
く
詞
書
に
、﹁
み
ゆ
ま
じ
く
し
て
﹂
と

あ
る
。
詠
者
が
簡
単
に
見
つ
か
ら
な
い
よ
う
﹁
か
ら
め
き
た
る
す
ず
り
の
は
こ
﹂
に
入
れ
る
た
め
だ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
﹃
大
斎
院
前
の
御

集
﹄、﹃
源
三
位
頼
政
集
﹄
の
用
例
で
は
、
扇
と
枝
が
現
れ
る
点
で
共
通
す
る
。
し
か
し
、
ど
の
用
例
に
お
い
て
も
、
和
歌
に
、﹁
あ
ふ
ぎ
﹂
と
い

う
言
葉
が
詠
み
込
ま
れ
て
お
ら
ず
、﹁
端
﹂
が
折
る
理
由
が
判
然
と
し
な
い
。

そ
の
た
め
、
源
典
侍
の
行
為
を
文
脈
か
ら
解
釈
す
る
案
が
示
さ
れ
た
。
鈴
木
裕
子
は
、﹁
か
つ
て
源
氏
と
の
逢
瀬
の
こ
と
を
匂
わ
せ
つ
つ
、
再

び
の
逢
瀬
を
願
い
続
け
る
と
い
う
色
好
み
ら
し
い
源
典
侍
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
﹂
が
あ
る
と
読
み
取
る
。
し
か
し
扇
の
端
を
折
る
行
為
が
、
果
た
し

て
、﹁
色
好
み
ら
し
い
﹂
の
か
ど
う
か
は
文
脈
上
読
み
取
れ
な
い(９

)

。
小
林
茂
美
は
次
の
よ
う
な
解
釈
を
示
す
。

逢
え
な
い
恨
み
心
を
托
し
た
ブ
ラ
ッ
ク
・
マ
ジ
カ
ル
な
作
法
と
も
受
取
れ
る
。
そ
の
気
分
を
内
包
し
て
、文
脈
の
上
で
は
、﹁
逢
う
意
志︵
扇
︶

を
断
念
︵
折
る
︶
し
た
彼
女
は
﹂
と
で
も
意
訳
す
べ
き
と
こ
ろ
で
あ
っ
て
、
そ
れ
に
そ
の
ま
ま
、〝
は
か
な
し
や
⋮
〟
の
歌
お
よ
び
﹁
注
連

の
内
に
は
﹂
の
句
と
呼
応
す
る
ほ
ど
の
兼
該

マ

マ

表
現
だ
っ
た(

)
10

先
に
引
用
し
た
、﹃
清
輔
集
﹄
に
は
、﹁
我
が
身
ひ
と
つ
の
と
だ
え
な
り
け
り
﹂
と
、
相
手
と
の
関
係
の
終
わ
り
を
匂
わ
せ
る
表
現
が
見
ら
れ

た
。
扇
は
音
の
連
想
か
ら
、
相
手
に
﹁
逢
う
﹂
意
志
を
示
す
小
道
具
で
あ
り
、
そ
の
一
部
を
破
壊
す
る
行
為
は
、
相
手
と
会
う
の
を
﹁
断
念
﹂

し
た
の
だ
と
も
読
み
取
れ
る
。

─ 51 ─



し
か
し
、
源
典
侍
は
光
源
氏
が
女
性
と
同
乗
し
て
い
る
の
を
知
り
な
が
ら
、
自
分
の
近
く
へ
と
呼
び
寄
せ
た
。
そ
の
積
極
的
な
行
動
と
、
消

極
的
な
﹁
断
念
﹂
す
る
と
い
う
気
持
ち
は
矛
盾
す
る
。
む
し
ろ
、﹁
扇
︵
あ
ふ
ぎ
︶
﹂
の
先
端
︵
ぎ
︶
を
折
る
︵
取
る
︶
と
、
﹁
あ
ふ
︵
会
ふ
︶﹂

と
い
う
音
に
な
る
点
に
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。﹃
源
氏
物
語
﹄
で
は
、
男
女
間
の
交
流
で
扇
が
し
ば
し
ば
登
場
す
る
が
、
﹁
花
宴
﹂
巻
の
光
源
氏

と
朧
月
夜
の
や
り
と
り
を
思
い
返
し
て
み
る
と
、
扇
は
相
手
と
の
距
離
を
縮
め
る
﹁
引
力
﹂
を
有
し
て
い
た(

)

。
11

ま
た
、﹁
あ
ふ
﹂
と
い
う
音
の
響
き
は
、
祭
の
﹁
か
ざ
し
﹂
で
あ
る
﹁
あ
ふ
ひ
﹂
と
重
な
る
。
葵
祭
は
、﹁
日
常
の
軛
か
ら
解
放
さ
れ
て
男
女

が
自
由
に
逢
え
る(

)

﹂
日
で
あ
る
。
扇
は
ま
さ
に
葵
祭
の
場
に
相
応
し
い
小
道
具
だ
っ
た
。
光
源
氏
と
の
再
会
を
﹁
断
念
﹂
す
る
消
極
的
な
気
持

12

ち
よ
り
も
、
再
会
を
神
に
さ
え
願
う
積
極
的
な
気
持
ち
を
読
み
取
る
べ
き
で
あ
る
。

扇
は
、﹁
絵
や
詩
歌
が
書
か
れ
て
、
そ
の
人
を
象
徴
す
る
も
の
と
し
て
機
能(

)

﹂
す
る
道
具
で
も
あ
る
。
源
典
侍
が
施
し
た
一
種
の
破
壊
行
為
は
、

13

若
者
と
比
べ
身
体
機
能
で
劣
る
自
ら
を
﹁
象
徴
す
る
﹂。
源
典
侍
は
か
つ
て
の
登
場
場
面
で
も
、﹁
森
の
下
草
老
い
ぬ
れ
ば
﹂︵
紅
葉
賀
・
三
三
七

頁
︶
と
自
ら
の
老
い
を
諧
謔
的
に
記
し
た
扇
を
手
に
し
て
い
た
。
老
い
を
否
定
的
に
ば
か
り
捉
え
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
す
ら
自
己
の
価
値
と

し
て
、
光
源
氏
と
の
交
流
で
用
い
て
い
た
の
で
あ
る
。

源
典
侍
は
、﹁
人
も
や
む
ご
と
な
く
心
ば
せ
あ
り
て
、
あ
て
に
お
ぼ
え
高
く
﹂︵
紅
葉
賀
・
三
三
六
頁
︶
、
高
い
教
養
を
身
に
つ
け
た
女
性
で
あ

る
。
典
侍
ま
で
務
め
、
桐
壺
帝
が
垣
間
見
す
る
状
況
下
で
も
、
光
源
氏
と
当
意
即
妙
の
や
り
と
り
を
し
た(

)

。
周
囲
の
視
線
に
晒
さ
れ
た
状
況
下

14

で
、
光
源
氏
に
こ
れ
ほ
ど
積
極
的
に
自
分
の
気
持
ち
を
伝
え
ら
れ
る
女
性
が
他
に
い
た
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
時
点
で
、
光
源
氏
と
関
係
を
結
ん

で
い
る
女
性
は
、
葵
の
上
、
空
蝉
、
軒
端
荻
、
夕
顔
、
六
条
御
息
所
、
藤
壺
、
末
摘
花
、
源
典
侍
、
朧
月
夜
で
あ
る
。
死
別
や
離
京
で
物
理
的

に
贈
答
で
き
な
い
者
を
除
く
と
、
祭
の
場
に
登
場
で
き
る
女
性
は
か
な
り
限
ら
れ
て
く
る
。

こ
の
場
面
の
た
め
だ
け
に
新
た
な
女
性
を
登
場
さ
せ
る
の
は
あ
ま
り
現
実
的
で
は
な
い
。
源
典
侍
の
再
登
場
は
意
外
な
も
の
で
あ
っ
た
が
、

状
況
を
考
慮
す
る
と
、
光
源
氏
と
の
贈
答
を
交
わ
せ
る
人
物
が
源
典
侍
以
外
い
な
か
っ
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。
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三
、﹁
か
ざ
し
争
ひ
﹂
考
︱
贈
答
歌
の
検
討

次
に
源
典
侍
と
光
源
氏
の
贈
答
歌
を
検
討
す
る
。

﹁
は
か
な
し
や

�
�
�
�
�
人
の
か
ざ
せ
る
あ
ふ
ひ
ゆ
ゑ
神
の
ゆ
る
し
の
今
日
を
待
ち
け
る

注
連
の
内
に
は
﹂

源
典
侍
の
和
歌
に
傍
線
と
波
線
を
付
し
た
。
一
言
で
表
す
と
、
光
源
氏
と
か
つ
て
関
係
を
も
っ
た
女
性
と
し
て
の
期
待
と
落
胆
が
混
在
す
る

和
歌
で
あ
る
。
波
線
は
眼
前
の
光
景
に
対
す
る
マ
イ
ナ
ス
の
情
、
傍
線
は
祭
へ
の
プ
ラ
ス
の
情
と
に
分
け
ら
れ
る
。
源
典
侍
の
近
況
は
語
ら
れ

な
い
が
、
先
の
物
語
展
開
を
参
考
に
す
れ
ば
、
な
ぜ
、﹁
神
の
ゆ
る
し
の
今
日
﹂
を
待
っ
て
い
た
の
か
が
読
み
取
れ
て
く
る
。

世
の
中
変
り
て
後
、
よ
ろ
づ
も
の
う
く
思
さ
れ
、
御
身
の
や
む
ご
と
な
さ
も
添
ふ
に
や
、
軽
々
し
き
御
忍
び
歩
き
も
つ
つ
ま
し
う
て
、
こ�

こ
も
か
し
こ
も
お
ぼ
つ
か
な
さ
の
嘆
き
を
重
ね
た
ま
ふ

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
報
い
に
や
、
な
ほ
我
に
つ
れ
な
き
人
の
御
心
を
尽
き
せ
ず
の
み
思
し
嘆
く
。

︵
葵
・
②
・
一
七
頁
︶

﹁
葵
﹂
巻
は
桐
壺
帝
か
ら
朱
雀
帝
へ
の
譲
位
が
な
さ
れ
た
、﹁
世
の
中
﹂
が
舞
台
と
な
る
。
光
源
氏
の
日
常
も
大
き
く
変
わ
っ
た
と
い
う
の
で

あ
る
。
傍
線
部
は
光
源
氏
の
心
内
を
表
現
し
て
い
る
が
、﹃
新
編
全
集
﹄
は
、﹁
こ
の
あ
た
り
、
源
氏
が
、
社
会
的
不
遇
と
恋
の
憂
愁
の
重
な
り

あ
う
形
で
語
ら
れ
る
﹂︵
頭
注
二
・
一
七
頁
︶
と
す
る
。
世
の
中
の
形
勢
が
右
大
臣
家
に
傾
く
こ
と
で
、
左
大
臣
家
の
庇
護
を
受
け
る
光
源
氏
に
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は
何
ら
か
の
﹁
社
会
的
不
遇
﹂
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。﹁
恋
の
憂
愁
﹂
と
は
思
う
よ
う
に
い
か
な
い
藤
壺
と
の
関
係
で
あ
る
。
そ
の
鬱
々
と

し
た
気
分
は
行
動
に
も
作
用
し
た
ら
し
く
、
昔
の
よ
う
な
、﹁
軽
々
し
き
御
忍
び
歩
き
﹂
を
控
え
る
こ
と
に
し
た
ら
し
い
。

こ
の
状
況
に
、
光
源
氏
の
訪
問
を
待
つ
女
性
た
ち
は
、﹁
お
ぼ
つ
か
な
さ
の
嘆
き
﹂
を
深
め
る
し
か
な
い
。﹁
お
ぼ
つ
か
な
し
﹂
と
は
、﹁
つ
か
み

ど
こ
ろ
が
な
く
不
確
か
な
さ
ま
や
、
眼
前
に
な
い
対
象
に
つ
い
て
、
気
に
か
か
っ
て
い
る
の
だ
が
、
様
子
や
動
向
が
よ
く
わ
か
ら
な
い
こ
と
を
表

す(

)

﹂
語
で
あ
る
。
光
源
氏
と
逢
う
た
め
に
、
自
分
が
何
を
す
れ
ば
状
況
を
打
開
で
き
る
か
分
か
ら
な
い
女
性
た
ち
の
﹁
嘆
き
﹂
が
表
現
さ
れ
る
。

15

社
会
情
勢
が
一
変
し
、
昔
の
よ
う
に
光
源
氏
と
逢
え
な
い
と
は
理
解
は
し
て
い
た
が
、
女
性
た
ち
は
そ
れ
で
も
な
お
光
源
氏
へ
の
愛
情
や
未

練
を
断
ち
切
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

御
禊
の
日
、
光
源
氏
が
、﹁
と
り
わ
き
た
る
宣
旨
﹂︵
二
一
頁
︶
を
受
け
て
行
列
に
加
わ
る
。
一
条
大
路
は
そ
の
行
列
を
一
目
見
よ
う
と
す
る

見
物
客
で
溢
れ
か
え
っ
た
。
そ
の
中
に
は
、
光
源
氏
の
姿
を
見
よ
う
と
思
う
、﹁
う
ち
忍
び
て
通
ひ
た
ま
ふ
所
ど
こ
ろ
﹂
も
集
ま
っ
て
い
た
。

ま
し
て
、
こ
こ
か
し
こ
に
う
ち
忍
び
て
通
ひ
た
ま
ふ
所
ど
こ
ろ
は
、
人
知
れ
ず
の
み
数
な
ら
ぬ
嘆
き
ま
さ
る
も
多
か
り
け
り
。

︵
葵
・
②
・
二
五
頁
︶

傍
線
部
に
つ
い
て
、﹃
玉
上
評
釈
﹄
は
、﹁
大
臣
家
と
ひ
き
く
ら
べ
れ
ば
日
陰
者
同
様
の
見
物
し
か
で
き
ず
、
わ
が
身
の
物
の
数
で
な
い
こ
と

を
、
つ
く
づ
く
と
思
い
知
ら
さ
れ
、
嘆
き
が
ま
さ
る
の
で
あ
る
﹂︵
三
八
五
頁
︶
と
し
、﹃
新
編
全
集
﹄
は
、﹁
源
氏
に
柄
に
も
な
く
憧
れ
る
者
の

ぶ
ざ
ま
さ
。
ま
し
て
何
が
し
か
の
交
渉
を
持
つ
女
は
、
な
お
み
じ
め
で
あ
る
﹂︵
頭
注
・
二
六
頁
︶
と
説
明
す
る
。

光
源
氏
が
周
囲
を
圧
倒
す
る
美
貌
や
魅
力
を
見
せ
る
ほ
ど
、
女
性
た
ち
は
逢
え
な
い
現
況
と
自
分
の
み
じ
め
さ
を
嘆
く
。
そ
し
て
自
分
と
の

距
離
感
を
再
認
識
さ
せ
ら
れ
、
た
だ
﹁
人
知
れ
ず
の
み
数
な
ら
ぬ
嘆
き
﹂
を
重
ね
る
。

こ
う
し
た
状
況
を
辿
っ
て
み
る
と
、
葵
祭
と
い
う
特
別
な
場
に
対
す
る
女
性
た
ち
の
期
待
の
高
さ
が
確
認
で
き
る
。
源
典
侍
の
和
歌
で
詠
み
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込
ま
れ
た
、﹁
神
の
ゆ
る
し
の
今
日
﹂
に
は
、
そ
の
日
に
対
す
る
切
な
る
願
い
が
表
現
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
光
源
氏
は
簾
す
ら
上
げ

な
い
。
和
歌
に
続
く
二
重
傍
線
の
﹁
注
連
の
内
に
は
﹂
は
神
聖
な
領
域
を
表
す
祭
の
縁
語
で
あ
る
が
、
そ
の
言
葉
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
簾
で

遮
ら
れ
た
光
源
氏
の
牛
車
で
あ
る
。

源
典
侍
は
、
祭
の
か
ざ
し
の
﹁
あ
ふ
ひ
﹂
や
自
ら
の
扇
を
頼
り
に
し
て
、
光
源
氏
と
の
再
会
を
演
出
し
た
。
そ
れ
で
も
ま
だ
超
え
ら
れ
な
い

壁
が
張
り
巡
ら
さ
れ
て
い
る
。﹁
注
連
の
内
に
は
﹂
を
私
訳
す
る
な
ら
ば
、﹁︵
今
日
と
い
う
特
別
な
日
に
︶
注
連
の
内
︵
＝
あ
な
た
様
の
牛
車
︶

に
は
︵
私
を
迎
え
入
れ
る
つ
も
り
は
な
い
の
か
︶﹂
と
な
る
。
和
歌
の
頭
に
置
か
れ
た
﹁
は
か
な
し
や
﹂
は
、
祭
の
雰
囲
気
を
楽
し
む
余
裕
も
な

く
、
同
乗
す
る
女
と
の
世
界
に
閉
じ
こ
も
っ
て
い
る
光
源
氏
を
挑
発
す
る
気
持
ち
が
込
め
ら
れ
て
い
る
。

源
典
侍
は
、
日
常
世
界
で
は
難
し
い
光
源
氏
と
の
交
流
を
成
立
さ
せ
、﹁
今
日
﹂
ま
で
蓄
積
し
て
き
た
気
持
ち
を
形
に
し
て
伝
え
て
い
く
の
で

あ
っ
た
。

光
源
氏
の
返
歌
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。

あ
さ
ま
し
う
、
古
り
が
た
く
も
い
ま
め
く
か
な
、
と
憎
さ
に
、
は
し
た
な
う
、

か
ざ
し
け
る
心�
ぞ
あ
だ
�
�
に
思
ほ
ゆ
る
八
十
氏
人
に
な
べ
て
あ
ふ
ひ
を

正
体
に
気
づ
い
た
光
源
氏
は
、
ま
ず
、﹁
あ
さ
ま
し
う
、
古
り
が
た
く
も
い
ま
め
く
か
な
﹂
と
思
う
。
﹃
玉
上
評
釈
﹄
は
、
﹁
人
が
人
だ
け
に
、

あ
き
れ
、
い
や
ら
し
く
思
っ
た
。
自
然
す
げ
な
い
態
度
と
な
る
﹂︵
三
九
四
頁
︶
と
解
説
す
る
。
頭
中
将
を
交
え
た
騒
動
に
巻
き
込
ま
れ
た
光
源

氏
は
、
源
典
侍
を
﹁
も
の
む
つ
か
し
き
人
﹂︵
紅
葉
賀
・
三
四
六
頁
︶
と
認
識
し
て
い
た
。
そ
ん
な
相
手
か
ら
絶
好
の
見
物
場
所
を
譲
ら
れ
た
。

源
典
侍
の
行
為
が
光
源
氏
の
自
尊
心
を
ど
れ
ほ
ど
傷
つ
け
た
か
は
想
像
に
難
く
な
い
。

光
源
氏
は
、
こ
の
時
、
そ
の
美
貌
に
人
間
だ
け
で
は
な
く
、﹁
木
草
も
な
び
か
ぬ
は
あ
る
ま
じ
げ
な
り
﹂︵
二
五
頁
︶
と
語
ら
れ
た
り
、﹁
神
な
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ど
は
目
も
こ
そ
と
め
た
ま
へ
﹂︵
二
六
頁
︶
と
さ
え
人
に
思
わ
れ
た
り
す
る
存
在
で
あ
る
。
本
人
も
そ
れ
を
自
覚
し
て
い
た
ら
し
い
。
源
典
侍
の

返
歌
で
も
、
周
囲
か
ら
さ
す
が
光
源
氏
で
あ
る
と
、
称
え
ら
れ
る
よ
う
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

さ
て
、
傍
線
部
で
示
し
た
よ
う
に
、
光
源
氏
は
、﹁
か
ざ
し
﹂﹁
あ
ふ
ひ
﹂
と
、
源
典
侍
の
贈
歌
と
呼
応
す
る
言
葉
を
選
択
す
る
。
一
方
で
は
、

﹁
か
ざ
し
け
る
心
﹂
と
ず
ら
し
、
先
に
呼
び
か
け
た
﹁
あ
だ
﹂
な
﹁
心
﹂
を
責
め
る
。
二
重
傍
線
を
付
し
た
﹁
八
十
氏
人
﹂
と
の
表
現
が
さ
ら

な
る
効
果
を
生
む
。

こ
の
表
現
に
つ
い
て
は
、
従
来
か
ら
次
の
神
楽
歌
と
の
関
係
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

榊本榊
葉
の

香
を
か
ぐ
は
し
み

求
め
く
れ
ば

八
十
氏
人
ぞ

円
居
せ
り
け
る

円
居
せ
り
け
る

末神
垣
の

御
室
の
山
の

榊
葉
は

神
の
御
前
に

茂
り
あ
ひ
に
け
り

茂
り
あ
ひ
に
け
り

︵
二
九
頁(

)

︶
16

引
用
例
は
、
神
楽
を
舞
う
人
が
手
に
持
つ
﹁
採
物
﹂
と
し
て
の
﹁
榊
﹂
が
詠
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
。
榊
の
香
が
よ
く
、
そ
の
香
り
を
求
め
て

く
る
と
多
く
の
氏
人
が
神
前
で
車
座
を
し
て
い
た
と
い
う
内
容
で
あ
る
。
祭
祀
の
場
面
が
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
る
も
の
で
、﹃
新
編
全
集
﹄
は
﹁
ま
こ

と
に
神
々
し
く
敬
虔
な
図
で
あ
る
﹂︵
二
九
頁
︶
と
説
明
を
加
え
る
。
小
嶋
菜
温
子(

)

は
、
こ
の
神
楽
歌
の
意
味
が
光
源
氏
の
和
歌
で
は
、﹁
典
侍
に

17

む
ら
が
る
男
達
と
い
う
意
に
転
換
﹂
さ
れ
た
と
解
釈
す
る
。
こ
の
引
用
関
係
を
認
め
る
こ
と
で
、
源
典
侍
の
周
囲
に
﹁
円
居
﹂
す
る
男
た
ち
や

彼
女
の
前
に
﹁
茂
り
﹂
あ
う
男
た
ち
の
イ
メ
ー
ジ
が
浮
上
し
、
光
源
氏
が
源
典
侍
に
与
え
た
最
初
の
和
歌
、﹁
笹
分
け
ば
人
や
咎
め
む
い
つ
と
な

く
駒
な
つ
く
め
る
森
の
木
が
く
れ
﹂︵
紅
葉
賀
・
三
三
八
頁
︶
を
思
わ
せ
る
。
彼
女
の
好
色
さ
を
揶
揄
す
る
返
歌
で
あ
っ
た
。
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と
こ
ろ
で
、
光
源
氏
の
和
歌
に
は
、﹁
な
べ
て
あ
ふ
ひ
を
﹂
と
の
表
現
が
あ
る
。﹁
大
勢
の
人
に
誰
彼
の
区
別
な
く
逢
ふ
日
な
の
だ
か
ら
﹂︵
﹃
新

大
系
﹄・
脚
注
︶
と
い
う
意
に
な
る
が
、
こ
れ
は
光
源
氏
が
﹁
大
勢
の
人
﹂
に
関
心
が
な
か
っ
た
こ
と
を
読
み
取
ら
せ
る
表
現
で
も
あ
る
。
心
に

決
め
た
女
性
が
す
で
に
い
た
ら
し
い
。
そ
の
相
手
と
は
だ
れ
か
。

祭
の
見
学
に
出
発
す
る
際
、
光
源
氏
と
若
紫
は
次
の
よ
う
な
贈
答
を
し
て
い
た
。

﹁
君
の
御
髪
は
我
削
が
む
﹂
と
て
、﹁
う
た
て
、
と
こ
ろ
せ
う
も
あ
る
か
な
。
い
か
に
生
ひ
や
ら
む
と
す
ら
む
﹂
と
削
ぎ
わ
づ
ら
ひ
た
ま
ふ
。

﹁
い
と
長
き
人
も
、
額
髪
は
す
こ
し
短
う
ぞ
あ
め
る
を
。
む
げ
に
後
れ
た
る
筋
の
な
き
や
、
あ
ま
り
情
な
か
ら
む
﹂
と
て
、
削
ぎ
は
て
て
、

﹁
千
尋
﹂
と
祝
ひ
き
こ
え
た
ま
ふ
を
、
少
納
言
、
あ
は
れ
に
か
た
じ
け
な
し
と
見
た
て
ま
つ
る
。

は
か
り
な
き
千
尋
の
底
の
海
松
ぶ
さ
の
生
ひ
ゆ
く
末
は
我
の
み
ぞ
見
む

と
聞
こ
え
た
ま
へ
ば
、

千
尋
と
も
い
か
で
か
知
ら
む

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
さ
だ
め
な
く
満
ち
干
る
潮
の
の
ど
け
か
ら
ぬ
に

と
物
に
書
き
つ
け
て
お
は
す
る
さ
ま
、
ら
う
ら
う
じ
き
も
の
か
ら
若
う
を
か
し
き
を
、
め
で
た
し
と
思
す
。︵

葵
・
②
・
二
七
～
二
八
頁
︶

今
日
が
髪
を
削
ぐ
吉
日
だ
と
知
っ
た
光
源
氏
は
、
自
ら
の
手
で
若
紫
の
髪
を
切
ろ
う
と
す
る
。
こ
の
髪
削
ぎ
に
行
為
に
、﹁
成
女
戒
の
秘
儀
を

与
え
る
︿
養
い
親
＝
髪
上
げ
の
仮
親
﹀
と
し
て
の
資
質
と
、
将
来
は
︿
夫
に
な
る
男
性
﹀
と
い
う
二
つ
映
像
﹂
を
読
み
取
る
理
解
が
示
さ
れ
て

い
る(

)

。
右
引
用
中
の
、﹁
い
か
に
生
ひ
や
ら
む
と
す
ら
む
﹂、﹁
千
尋
﹂
と
い
う
発
言
に
も
、
若
紫
に
対
す
る
期
待
が
込
め
ら
れ
て
い
る
が
、
同
時

18

に
若
紫
の
人
生
を
独
占
し
た
い
と
い
う
欲
望
を
垣
間
見
え
さ
せ
る
。
光
源
氏
の
和
歌
自
体
、
親
の
立
場
か
ら
将
来
ま
で
世
話
し
よ
う
と
い
う
気

持
ち
と
、﹁
我
の
み
﹂
が
彼
女
の
人
生
を
掌
握
し
て
お
き
た
い
と
い
う
男
の
欲
望
が
混
然
し
て
い
た
も
の
で
あ
っ
た
。
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そ
れ
に
対
し
、
若
紫
は
自
分
の
気
持
ち
を
直
接
口
で
告
げ
ず
、
物
に
書
き
付
け
て
返
答
す
る
。
全
面
的
に
男
か
ら
の
申
し
出
を
信
じ
な
い
様

子
を
見
せ
つ
つ
、﹁
千
尋
と
も
い
か
で
か
知
ら
む
﹂
と
疑
い
の
気
持
ち
を
含
ん
で
切
り
返
す
。
相
手
の
言
葉
を
利
用
し
て
逆
襲
す
る
︿
女
歌
﹀
の

典
型
が
そ
こ
に
は
あ
る
。
早
熟
な
若
紫
の
対
応
は
、﹁
ら
う
ら
う
じ
き
も
の
か
ら
若
う
を
か
し
き
﹂
も
の
と
し
て
、
光
源
氏
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
。

す
っ
か
り
光
源
氏
の
心
が
囚
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
場
面
で
あ
る
。

源
典
侍
の
贈
歌
に
対
し
、
光
源
氏
が
﹁
古
り
が
た
く
も
い
ま
め
く
か
な
﹂
と
い
う
感
想
を
持
つ
の
は
、
出
発
直
前
に
若
紫
と
の
間
で
新
鮮
な

や
り
と
り
を
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
光
源
氏
の
返
歌
は
源
典
侍
を
拒
絶
す
る
た
め
に
生
み
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
同
時
に
彼
自
身
に

自
分
の
欲
望
を
再
確
認
さ
せ
る
も
の
で
も
あ
っ
た
。

四
、﹁
か
ざ
し
争
ひ
﹂
の
先
へ
︱
そ
れ
ぞ
れ
が
歩
む
道

二
人
の
贈
答
は
源
典
侍
の
次
の
和
歌
で
終
わ
る
。

女
は
つ
ら
し
と
思
ひ
き
こ
え
け
り
。

く
や
し
く
も
か
ざ
し
け
る
か
な
名
の
み
し
て
人
だ
の
め
な
る
草
葉
ば
か
り
を

と
聞
こ
ゆ
。

﹁
か
ざ
し
﹂
が
詠
み
込
ま
れ
て
は
い
る
が
、
一
度
目
の
そ
れ
と
は
様
相
が
変
わ
る
。
久
富
木
原
玲
は
天
照
大
神
に
つ
な
が
る
巫
女
源
典
侍
が
賀

茂
神
に
疎
外
さ
れ
る
構
図
を
見
取
り
、﹁
温
明
殿
と
い
う
源
典
侍
自
身
の
領
域
﹂
と
違
う
場
で
や
り
と
り
が
な
さ
れ
た
こ
と
を
重
要
視
す
る(

)

。
確

19

か
に
、
贈
答
の
︿
場
﹀
は
二
人
の
交
流
に
も
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
る
が
、
直
接
的
に
は
光
源
氏
の
心
意
に
触
れ
た
こ
と
が
原
因
で
あ
る
。
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祭
の
採
物
で
あ
る
﹁
あ
ふ
ひ
﹂
か
ら
﹁
人
だ
の
め
な
る
草
葉
﹂
へ
と
替
わ
り
、
消
極
的
な
雰
囲
気
で
和
歌
が
覆
わ
れ
る
。
﹁
名
の
み
し
て
人
だ
の

め
な
る
草
葉
ば
か
り
を
く
や
し
く
も
か
ざ
し
け
る
か
な
﹂
で
は
な
く
、﹁
く
や
し
く
も
﹂
と
い
う
否
定
的
な
感
情
が
先
走
る
。
い
か
に
光
源
氏
か

ら
、
蔑
ま
れ
た
り
馬
鹿
に
さ
れ
た
り
し
て
も
、
果
敢
に
恨
み
言
を
言
い
続
け
た
か
つ
て
の
姿
は
そ
こ
に
無
い
。
目
の
前
に
張
り
巡
ら
さ
れ
た
﹁
注

連
﹂、す
な
わ
ち
絶
対
に
越
え
ら
れ
な
い
心
の
壁
を
目
の
当
た
り
に
し
た
時
、源
典
侍
は
自
分
の
願
い
が
叶
え
ら
れ
な
い
と
知
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、

﹁
つ
ら
し
﹂
と
し
か
思
え
な
い
の
で
あ
る
。

源
典
侍
の
呼
称
が
、﹁
か
の
典
侍
﹂
か
ら
、﹁
女
﹂
へ
と
変
わ
っ
た
点
に
注
目
し
た
東
原
伸
明
は
、
源
典
侍
が
、﹁
光
源
氏
の
愛
妾
た
ち
の
心
情

に
同
化
し
、
彼
女
ら
と
共
通
の
感
慨
を
表
出
す
る
機
能
を
有
し
て
い
る
﹂
と
指
摘
す
る(

)

。
源
典
侍
の
感
情
が
、﹁
愛
妾
た
ち
の
心
情
に
同
化
﹂
し

20

て
い
る
か
は
別
に
し
て
、
呼
称
の
変
化
は
、
何
も
取
り
繕
わ
れ
な
い
感
情
で
あ
る
こ
と
を
示
す
。
﹁
く
や
し
く
も
﹂
と
自
省
す
る
源
典
侍
は
、
こ

れ
以
上
光
源
氏
を
待
ち
続
け
て
も
意
味
が
な
い
と
理
解
し
た
の
で
あ
る
。

そ
の
や
り
と
り
を
眺
め
て
い
た
女
性
た
ち
は
次
の
よ
う
な
感
想
を
も
つ
。

い
ど
ま
し
か
ら
ぬ
か
ざ
し
争
ひ
か
な
、
と
さ
う
ざ
う
し
く
思
せ
ど
、
か
や
う
に
い
と
面
な
か
ら
ぬ
人
、
は
た
人
あ
ひ
乗
り
た
ま
へ
る
に
つ

つ
ま
れ
て
、
は
か
な
き
御
答
へ
も
心
や
す
く
聞
こ
え
ん
も
ま
ば
ゆ
し
か
し
。

光
源
氏
の
﹁
愛
妾
﹂
た
ち
も
ま
た
彼
の
愛
情
を
独
占
し
て
い
る
﹁
人
﹂
を
知
る
。
そ
の
事
実
は
、
光
源
氏
に
よ
っ
て
、
自
分
が
﹁
注
連
の
内
﹂

に
招
か
れ
な
い
こ
と
、
ま
た
分
不
相
応
な
願
い
だ
っ
た
と
胸
に
刻
ま
せ
る
の
で
あ
っ
た
。

﹁
か
ざ
し
争
ひ
﹂
以
降
、﹁
葵
﹂
巻
始
発
部
分
か
ら
散
見
さ
れ
た
女
た
ち
の
嘆
き
や
苦
悩
が
語
ら
れ
な
く
な
る
。
そ
れ
ま
で
知
ら
な
か
っ
た
光

源
氏
の
内
意
を
知
り
、
自
分
と
の
逢
瀬
が
最
早
実
現
し
な
い
と
女
た
ち
は
知
っ
た
。
そ
の
機
会
を
得
ら
れ
な
か
っ
た
六
条
御
息
所
だ
け
が
、
光

源
氏
の
行
動
に
振
り
回
さ
れ
、
生
霊
事
件
を
起
こ
す
ほ
ど
の
苦
悩
を
重
ね
て
い
く
。
﹁
か
や
う
に
い
と
面
な
か
ら
ぬ
人
﹂
で
あ
る
源
典
侍
が
、
外
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面
や
体
面
に
囚
わ
れ
な
い
行
動
を
し
た
こ
と
で
、
逆
に
そ
れ
ま
で
表
に
出
な
か
っ
た
光
源
氏
の
欲
望
を
周
囲
に
表
出
さ
せ
る
の
で
あ
る
。

一
方
、﹁
か
ざ
し
争
ひ
﹂
を
終
え
た
光
源
氏
は
、﹁
さ
う
ざ
う
し
﹂
と
い
う
感
情
に
覆
わ
れ
る
。
こ
れ
は
、﹁
い
る
べ
き
人
が
い
な
い
、
あ
る
べ

き
事
柄
や
物
が
な
い
、
相
手
が
こ
ち
ら
の
望
む
さ
ま
で
は
な
い
な
ど
、
何
か
が
欠
け
て
い
て
物
足
り
な
い
感
じ
、
心
が
満
た
さ
れ
な
い
感
じ
を

い
う
﹂
語
で
あ
る
。
源
典
侍
は
力
不
足
、
か
と
い
っ
て
、
周
り
か
ら
声
を
か
け
ら
れ
る
気
配
も
な
い
。
﹁
心
が
満
た
さ
れ
な
い
﹂
ま
ま
帰
宅
の
途

に
移
っ
た
光
源
氏
の
そ
ば
に
は
早
熟
な
返
歌
を
し
た
若
紫
の
姿
が
あ
っ
た
。
光
源
氏
の
心
は
若
紫
へ
と
傾
き
、
六
条
御
息
所
が
伊
勢
に
下
る
と

い
う
話
を
聞
い
て
も
、
特
に
心
が
動
か
な
い
。

大
将
殿
に
は
、
下
り
た
ま
は
む
こ
と
を
、
も
て
離
れ
て
、
あ
る
ま
じ
き
こ
と
な
ど
も
妨
げ
き
こ
え
た
ま
は
ず
、﹁
数
な
ら
ぬ
身
を
見
ま
う
く

思
し
棄
て
む
も
こ
と
わ
り
な
れ
ど
、
今
は
、
な
ほ
い
ふ
か
ひ
な
き
に
て
も
、
御
覧
じ
て
は
て
む
や
浅
か
ら
ぬ
に
は
あ
ら
ん
﹂
と
聞
こ
え
か

か
づ
ら
ひ
た
ま
へ
ば
、
⋮
⋮

︵
葵
・
②
・
三
一
頁
︶

六
条
御
息
所
は
光
源
氏
と
の
関
係
を
清
算
す
る
手
段
と
し
て
伊
勢
へ
の
下
向
を
考
え
る
が
、
世
間
の
笑
い
者
に
な
る
と
思
う
と
思
い
切
れ
な

い
。
光
源
氏
は
そ
ん
な
悩
み
を
理
解
で
き
ず
に
、﹁
御
覧
じ
は
て
む
や
浅
か
ら
ぬ
に
は
あ
ら
ん
﹂と
言
葉
を
か
け
る
の
み
で
あ
る
。
久
し
ぶ
り
に
、

六
条
御
息
所
を
、﹁
い
と
ほ
し
う
思
し
起
こ
し
て
﹂︵
三
三
頁
︶
訪
問
し
た
時
に
も
、
取
り
繕
う
か
の
よ
う
に
、﹁
心
よ
り
外
な
る
怠
り
な
ど
﹂︵
同
︶

を
釈
明
す
る
だ
け
で
あ
る
。
こ
う
し
た
中
途
半
端
な
対
応
が
後
の
悲
劇
を
生
む
要
因
に
な
っ
て
い
く
が
、
光
源
氏
の
心
が
す
で
に
若
紫
一
人
に

囚
わ
れ
て
い
た
の
な
ら
ば
仕
方
の
な
い
こ
と
で
あ
る
。

大
殿
に
は
、
御
物
の
怪
め
き
て
い
た
う
わ
づ
ら
ひ
た
ま
へ
ば
、
誰
も
誰
も
思
し
嘆
く
に
、
御
歩
き
な
ど
便
な
き
こ
ろ
な
れ
ば
、
二
条
院
に

も
時
々
ぞ
渡
り
た
ま
ふ
。

︵
葵
・
②
・
三
一
頁
︶
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光
源
氏
は
正
妻
葵
上
に
つ
い
た
﹁
御
物
の
怪
﹂
の
せ
い
で
忍
び
歩
き
も
で
き
な
い
状
況
に
な
る
。
そ
れ
で
も
な
お
若
紫
の
も
と
に
は
、﹁
時
々
﹂

訪
問
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
初
子
出
産
よ
り
も
若
紫
に
会
う
こ
と
が
大
切
だ
っ
た
ら
し
く
、
想
い
の
強
さ
が
窺
え
る
行
動
で
も
あ
る
。
そ
し

て
、
こ
う
し
た
想
い
が
、
若
紫
と
の
新
枕
を
実
現
さ
せ
る
布
石
に
も
な
っ
て
い
く
。

祭
の
日
は
、
男
女
の
交
流
が
神
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
た
日
で
あ
る
。
そ
こ
で
な
さ
れ
た
、﹁
か
ざ
し
争
ひ
﹂
で
は
、
現
実
か
ら
切
り
離
さ
れ
た

男
と
女
の
生
々
し
い
感
情
が
ぶ
つ
か
り
あ
う
。
源
典
侍
は
心
中
か
ら
溢
れ
ん
ば
か
り
の
気
持
ち
を
、
工
夫
を
こ
ら
し
た
扇
に
託
し
た
。
光
源
氏

は
﹁
か
ざ
し
争
ひ
﹂
を
通
じ
て
、
自
分
が
思
い
を
寄
せ
る
べ
き
存
在
を
再
確
認
し
た
。
﹁
か
ざ
し
争
ひ
﹂
を
見
物
し
て
い
た
光
源
氏
の
﹁
愛
妾
﹂

た
ち
は
自
分
の
思
い
が
決
し
て
届
か
な
い
こ
と
を
知
る
。
光
源
氏
と
源
典
侍
、
そ
し
て
光
源
氏
と
関
係
を
持
つ
﹁
愛
妾
﹂
た
ち
は
自
分
が
進
む

べ
き
道
を
見
つ
め
直
し
て
い
く
の
で
あ
る
。

五
、
ま
と
め

﹁
葵
﹂
巻
で
は
源
典
侍
が
間
接
的
に
登
場
す
る
場
面
が
あ
る
。

三
位
中
将
は
常
に
参
り
た
ま
ひ
つ
つ
、
世
の
中
の
御
物
語
な
ど
、
ま
め
や
か
な
る
も
、
ま
た
例
の
乱
り
が
は
し
き
こ
と
を
も
聞
こ
え
出

で
つ
つ
慰
め
き
こ
え
た
ま
ふ
に
、
か
の
内
侍
ぞ
う
ち
笑
ひ
た
ま
ふ
く
さ
は
ひ
に
は
な
る
め
る
。
大
将
の
君
は
、﹁
あ
な
い
と
ほ
し
や
。
祖
母

殿
の
上
な
い
た
う
軽
め
た
ま
ひ
そ
﹂
と
諫
め
た
ま
ふ
も
の
か
ら
、
常
に
を
か
し
と
思
し
た
り
。

︵
葵
・
②
・
五
四
頁
︶

正
妻
を
喪
い
失
意
の
淵
に
陥
っ
た
光
源
氏
を
頭
中
将
が
慰
問
す
る
。
二
人
は
お
互
い
を
慰
め
合
う
よ
う
に
、﹁
世
の
中
の
御
物
語
﹂
を
語
り
尽

く
し
た
。
話
題
に
あ
が
る
﹁
か
の
内
侍
﹂
と
は
源
典
侍
の
こ
と
。
源
典
侍
の
存
在
は
、
光
源
氏
と
頭
中
将
に
と
っ
て
、﹁
う
ち
笑
ひ
た
ま
ふ
く
さ
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は
ひ
﹂
に
な
っ
て
い
た
ら
し
い
。
光
源
氏
の
余
裕
あ
る
対
応
は
、
彼
の
中
で
、
源
典
侍
が
現
在
の
自
分
に
何
の
影
響
も
与
え
な
い
人
物
と
な
っ

た
こ
と
を
窺
わ
せ
る
。

﹁
葵
﹂
巻
で
は
光
源
氏
を
め
ぐ
る
女
性
関
係
が
一
新
さ
れ
る
。
そ
の
流
れ
の
中
で
、﹁
か
ざ
し
争
ひ
﹂
は
一
つ
の
転
機
に
な
っ
て
い
た
。
光
源

氏
が
、
若
紫
の
魅
力
を
再
認
識
し
な
け
れ
ば
、
葵
上
を
喪
っ
た
哀
惜
の
念
や
六
条
御
息
所
へ
の
未
練
を
断
ち
切
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
は
ず

で
あ
る
。
源
典
侍
が
思
い
を
形
に
し
て
送
っ
た
和
歌
は
、
結
果
的
に
、
光
源
氏
を
、︿
い
ど
み
が
い
の
あ
る
女
﹀
へ
の
関
心
を
強
め
さ
せ
る
こ
と

に
な
る
。
源
典
侍
の
再
登
場
は
、
光
源
氏
と
若
紫
を
新
た
な
関
係
に
導
く
た
め
必
要
だ
っ
た
と
い
え
る
。
光
源
氏
を
め
ぐ
る
﹁
愛
妾
﹂
の
苦
悩

や
嘆
き
が
第
二
、
第
三
の
生
霊
事
件
を
起
こ
さ
せ
る
可
能
性
が
多
分
に
あ
っ
た
。
女
た
ち
の
そ
う
し
た
想
い
に
﹁
か
ざ
し
争
ひ
﹂
は
決
着
を
つ

け
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
が
生
き
る
べ
き
現
実
を
照
ら
し
出
し
た
の
で
あ
る
。

注
︵

︶
室
伏
信
助
監
修
﹃
人
物
で
読
む
﹃
源
氏
物
語
﹄
第
十
巻
︱
朧
月
夜
・
源
典
侍
﹄、
勉
誠
出
版
、
二
〇
〇
五
年

１
︵

︶
﹃
源
氏
物
語
﹄
の
本
文
引
用
は
す
べ
て
、
阿
部
秋
生
ほ
か
校
注
・
訳
﹃
源
氏
物
語
①
～
⑥
﹄︵
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
二
〇
～
二
五
、
小
学
館
、
一

２
九
九
四
～
一
九
九
八
年
︶
に
よ
る
。
引
用
本
文
の
末
尾
に
は
巻
名
・
分
冊
数
・
頁
数
を
記
す
。
な
お
、
解
釈
を
引
用
す
る
際
に
は
、﹃
新
編
全
集
﹄
と
略

記
す
る
。
ま
た
、
本
論
で
参
考
に
し
た
注
釈
書
を
略
記
と
と
も
に
記
す
。

・
玉
上
琢
彌
﹃
源
氏
物
語
評
釈

第
一
～
一
二
巻
﹄、
角
川
書
店
、
一
九
六
四
～
一
九
六
八
年
↓
﹃
玉
上
評
釈
﹄

・
柳
井
滋
ほ
か
校
注
﹃
源
氏
物
語

一
～
五
﹄︵
新
日
本
古
典
文
学
大
系

一
九
～
二
三
︶、
岩
波
書
店
、
一
九
九
三
～
一
九
九
七
年
↓
﹃
新
大
系
﹄

こ
れ
以
外
の
注
釈
書
の
解
釈
を
引
用
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
そ
の
つ
ど
注
を
付
し
た
。

︵

︶
久
富
木
原
玲
﹁
天
照
大
神
の
巫
女
た
ち
︱
六
条
御
息
所
、
そ
し
て
源
典
侍
︱
﹂︵﹃
源
氏
物
語

歌
と
呪
性
﹄、
若
草
書
房
、
一
九
九
七
年
︶。
な
お
源

３
典
侍
の
巫
女
性
は
、
小
林
茂
美
﹁
源
典
侍
物
語
の
伝
承
構
造
論
﹂︵﹃
源
氏
物
語
論
序
説
︱
王
朝
の
文
学
と
伝
承
構
造
Ⅰ
︱
﹄、
お
う
ふ
う
、
一
九
七
八
年
︶

や
鈴
木
日
出
男
﹁
源
典
侍
と
光
源
氏
﹂︵﹃
源
氏
物
語
虚
構
論
﹄、
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
三
︶
も
指
摘
し
て
い
る
。
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︵

︶
﹃
玉
上
評
釈
﹄
は
、
若
紫
と
源
典
侍
の
関
係
を
、﹁
童
女
へ
の
愛
と

老
女
へ
の
戯
れ
﹂
と
捉
え
る
。

４
︵

︶
林
田
孝
和
﹁
源
氏
物
語
の
和
歌
﹂︵﹃
源
氏
物
語
の
創
意
﹄、
お
う
ふ
う
、
二
〇
一
一
年
︶

５
︵

︶
小
嶋
菜
温
子
﹁
源
典
侍
と
朧
月
夜
︱
催
馬
楽
を
超
え
て
﹂。
他
に
も
、
同
﹁
光
源
氏
と
源
典
侍
︱
神
楽
歌
か
ら
﹂︵
と
も
に
、
小
嶋
菜
温
子
﹃
源
氏
物

６
語
批
評
﹄、
有
精
堂
、
一
九
九
五
年
に
所
収
︶

︵

︶
玉
上
琢
弥
編
﹃
紫
明
抄
・
河
海
抄
﹄、
角
川
書
店
、
一
九
六
八
年

７
︵

︶
﹁
扇
︵
あ
ふ
ぎ
︶﹂、﹁
端
︵
つ
ま
︶﹂
と
い
う
語
句
を
検
索
項
目
に
し
た
。
対
象
と
し
た
の
は
和
歌
の
本
文
及
び
詞
書
で
あ
る
。﹁
新
編
国
歌
大
観

Ｃ

８
Ｄ
-Ｒ
Ｏ
Ｍ

v
e
r

2﹂︵﹃
新
編
国
歌
大
観
﹄
編
集
委
員
会
監
修
、
角
川
学
芸
出
版
発
行
︶
で
検
索
し
た
。

︵

︶
鈴
木
裕
子
﹁
源
典
侍
攷
︱
物
語
世
界
の
悪
戯
者
﹂︵﹁
駒
澤
短
期
大
学
研
究
紀
要
﹂、
二
三
、
一
九
九
五
年
三
月
︶

９
︵

︶
注
︵
３
︶
小
林
論
文
。

10
︵

︶
本
橋
裕
美
﹁
平
安
の
櫛
と
扇
を
め
ぐ
っ
て
︱
物
語
に
お
け
る
機
能
と
変
遷
を
中
心
に
︱
﹂︵
河
添
房
江
編
﹃
王
朝
文
学
と
服
飾
・
容
飾

平
安
文
学
と

11
隣
接
諸
学
９
﹄、
竹
林
舎
、
二
〇
一
〇
年
︶。
ほ
か
に
も
坪
井
暢
子
﹁
扇
に
書
く
︱
﹃
源
氏
物
語
﹄
の
消
息
文
に
関
し
て
︱
﹂︵
平
野
由
紀
子
編
﹃
平
安
文

学
新
論
︱
国
際
化
時
代
の
視
点
か
ら
︱
﹄、
風
間
書
房
、
二
〇
一
〇
年
︶
が
あ
る
。

︵

︶
吉
野
瑞
恵
﹁
葵
﹂︵
秋
山
虔
編
﹃
王
朝
語
辞
典
﹄、
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
〇
年
︶。
他
に
も
、
原
岡
文
子
﹁﹃
源
氏
物
語
﹄
の
﹁
祭
﹂
を
め
ぐ
っ

12
て
﹂︵﹃
源
氏
物
語
の
人
物
と
表
現

そ
の
両
義
的
展
開
﹄、
翰
林
書
房
、
二
〇
〇
三
年
︶。
小
山
利
彦
﹃
源
氏
物
語
と
皇
権
の
風
景
﹄︵
大
修
館
書
店
、
二

〇
一
〇
年
︶
は
葵
祭
の
概
要
や
源
氏
物
語
と
の
関
わ
り
が
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。

︵

︶
倉
田
実
﹁
扇
の
役
割
と
絵
︱
源
典
侍
と
朧
月
夜
の
君
︱
﹂︵
鈴
木
一
雄
監
修
﹃
源
氏
物
語
の
鑑
賞
と
基
礎
知
識
№

紅
葉
賀
・
花
宴
﹄、
至
文
堂
、
二

13

22

〇
〇
二
年
︶。
他
に
も
河
添
房
江
﹁
花
宴
巻
の
朧
月
夜
と
光
源
氏
︱
桜
襲
と
唐
の
綺
﹂︵﹃
源
氏
物
語
時
空
論
﹄、
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
五
年
︶。

︵

︶
﹁
紅
葉
賀
﹂
巻
に
次
の
よ
う
な
場
面
が
あ
る
。

14

﹁
い
ま
聞
こ
え
む
。
思
ひ
な
が
ら
ぞ
や
﹂
と
て
、
ひ
き
放
ち
て
出
で
た
ま
ふ
を
、
せ
め
て
お
よ
び
て
﹁
橋
柱
﹂
と
恨
み
か
く
る
を
、
上
は
御
袿
は
て

て
、
御
障
子
よ
り
の
ぞ
か
せ
た
ま
ひ
け
り
。

︵
紅
葉
賀
・
①
・
三
三
八
頁
︶

︵

︶
大
野
晋
編
﹃
古
典
基
礎
語
辞
典
﹄、
角
川
学
芸
出
版
、
二
〇
一
一
年
。
な
お
特
に
注
記
を
付
さ
な
い
語
釈
は
同
書
の
解
釈
に
よ
る
。

15
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︵

︶
臼
田
甚
五
郎
校
注
・
訳
﹃
神
楽
歌
﹄︵
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
四
二
︶
小
学
館
、
二
〇
〇
〇
年

16
︵

︶
注
︵
６
︶
小
嶋
論
文
。

17
︵

︶
小
林
茂
美
﹁
源
典
侍
物
語
の
周
辺
﹂︵
注
︵
３
︶
小
林
に
所
収
︶

18
︵

︶
注
︵
３
︶
久
富
木
原
論
文
。

19
︵

︶
東
原
伸
明
﹁
車
争
い
前
後
・
六
条
御
息
所
の
︿
語
り
﹀・︿
言
説
﹀・︿
喩
﹀
︱
忍
び
所
の
愛
妾
た
ち
と
︿
喩
﹀＝
擬
き
と
し
て
の
源
典
侍
物
語
︱
﹂︵﹁
国

20
語
と
国
文
学
﹂、
七
五
︱
一
〇
、
一
九
九
八
年
一
〇
月
︶

︵
愛
知
県
立
内
海
高
等
学
校
教
諭
︶
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