
『
源
氏
物
語
』
「
宇
治
」
の
女
君
た
ち

〈
橋
姫
〉
変
奏
讃
と
し
て
ー

磯

部

一

美

　
　
　
は
じ
め
に

　
大
君
、
中
の
君
、
浮
舟
は
、
同
じ
八
の
宮
の
娘
と
し
て
生
ま
れ
な
が
ら
、
そ

の
〈
生
〉
の
軌
跡
は
三
者
三
様
で
ま
っ
た
く
異
な
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、

そ
れ
ぞ
れ
の
人
生
の
あ
り
よ
う
、
結
末
は
と
も
か
く
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
姫

君
に
つ
い
て
語
ら
れ
る
固
有
の
物
語
の
、
そ
の
始
発
の
段
階
に
目
を
向
け
た
と

き
、
三
人
が
皆
例
外
な
く
＜
宇
治
川
の
情
景
〉
の
中
に
置
か
れ
て
い
る
こ
と
を

見
逃
し
て
は
な
る
ま
い
。

　
本
稿
は
、
三
度
繰
り
返
し
て
語
ら
れ
る
〈
宇
治
川
の
情
景
〉
の
意
味
を
、
そ

の
発
想
の
根
底
に
あ
る
「
宇
治
の
橋
姫
」
伝
承
と
の
か
か
わ
り
の
中
で
考
察
す

る
も
の
で
あ
る
。

一
、
「
宇
治
の
橋
姫
」
と
は
何
か

「
宇
治
の
橋
姫
」
が
初
め
て
文
学
の
舞
台
に
上
る
の
は
『
古
今
和
歌
集
』
所

『
源
氏
物
語
』
「
宇
治
」
の
女
君
た
ち
（
磯
部
　
一
美
）

収
「
題
し
ら
ず
」
「
読
み
人
し
ら
ず
」
の
次
の
三
首
で
あ
る
。

　
　
①
さ
む
し
ろ
に
衣
か
た
し
き
こ
よ
ひ
も
や
我
を
待
つ
ら
む
う
ち
の
は
し
ひ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

　
　
　
め
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
［
巻
第
十
四
恋
歌
四
］

　
　
②
わ
す
ら
る
る
身
を
う
ち
は
し
の
中
た
え
て
人
も
か
よ
は
ぬ
年
ぞ
へ
に
け

　
　
　
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
［
巻
第
十
五
恋
歌
五
］

　
　
③
ち
は
や
ぶ
る
宇
治
の
橋
守
な
れ
を
し
そ
あ
は
れ
と
は
思
ふ
年
の
へ
ぬ
れ

　
　
　
ば
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
［
巻
第
十
七
雑
歌
上
］

　
①
は
、
別
業
宇
治
の
地
に
あ
っ
て
、
空
し
く
男
の
来
訪
を
待
ち
続
け
る
女
を
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
む
し
ろ

都
に
い
る
男
の
立
場
か
ら
詠
ん
だ
歌
で
あ
る
。
「
狭
莚
」
に
は
「
寒
し
」
が
、

　
　
　
は
し

ま
た
「
橋
」
に
は
「
愛
し
」
、
三
都
の
）
端
」
の
意
が
か
け
ら
れ
て
い
る
。
②

は
、
宇
治
橋
の
中
絶
え
に
よ
そ
え
て
、
女
が
男
に
顧
み
ら
れ
な
く
な
っ
た
絶
望

感
を
詠
ん
だ
歌
で
あ
る
。
仲
が
絶
え
て
長
い
年
月
が
経
っ
て
し
ま
っ
た
が
、
し

か
し
未
だ
そ
の
男
を
忘
れ
ら
れ
ず
に
い
る
と
い
う
意
。

　
そ
も
そ
も
「
橋
姫
」
と
は
「
大
昔
我
々
の
祖
先
が
街
道
の
橋
の
挟
に
祀
っ
て

一
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（
2
）

い
た
美
し
い
女
神
」
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
「
水
辺
、
特
に
橋
は
精
霊
の
宿
る
と

こ
ろ
と
さ
れ
て
お
り
…
『
宇
治
の
橋
姫
』
は
そ
の
守
り
神
と
し
て
最
も
よ
く
知

　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

ら
れ
る
も
の
だ
っ
た
」
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
③
歌
初
句
「
ち
は
や
ぶ
る
」

と
い
う
枕
詞
（
神
ま
た
は
広
く
神
に
関
わ
る
も
の
に
か
か
る
）
か
ら
も
窺
い
知

る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
ま
た
、
「
宇
治
の
橋
姫
」
に
つ
い
て
の
逸
話
は
、
『
奥
義

抄
』
『
顕
注
密
勘
』
等
に
「
橋
姫
の
物
語
」
と
し
て
そ
の
存
在
が
知
ら
れ
て
い

　
（
4
）

る
が
、
先
に
触
れ
た
通
り
『
古
今
集
』
以
前
の
使
用
例
が
見
当
ら
な
い
こ
と
も

あ
り
、
こ
こ
で
は
そ
の
原
型
が
、
荒
ら
ぶ
る
宇
治
川
の
神
を
鎮
め
、
破
損
・
流

失
を
防
ぎ
橋
を
守
る
女
神
（
巫
女
）
で
あ
っ
た
と
の
理
解
に
と
ど
め
て
お
く
こ

　
　
　
（
5
）

と
と
す
る
。二

、
三
人
の
「
宇
治
の
橋
姫
」

　
『
源
氏
物
語
』
「
宇
治
十
帖
」
の
基
底
に
は
「
宇
治
の
橋
姫
」
伝
承
が
あ
り
、

そ
れ
が
『
古
今
集
』
に
詠
ま
れ
た
範
囲
を
出
る
も
の
で
な
い
こ
と
は
既
に
指
摘

　
　
　
　
　
（
6
）

さ
れ
て
い
る
が
、
で
は
「
宇
治
の
橋
姫
」
に
な
ぞ
ら
え
ら
れ
る
人
物
は
誰
か
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

い
う
こ
と
に
な
る
と
、
そ
の
解
釈
は
必
ず
し
も
一
通
り
で
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。

し
か
し
こ
こ
で
は
、
直
接
「
橋
姫
」
と
呼
び
掛
け
ら
れ
る
大
君
と
中
の
君
、
ま

た
直
接
呼
び
掛
け
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
「
衣
か
た
し
き
今
宵
も
や
」
［
浮

舟
一
四
七
頁
］
と
薫
に
口
ず
さ
ま
せ
、
ま
た
匂
宮
に
「
か
た
し
く
袖
を
我
の
み

思
ひ
や
る
心
地
し
つ
る
」
［
同
］
と
思
わ
せ
る
浮
舟
を
も
加
え
て
、
三
人
そ
れ

ぞ
れ
の
「
宇
治
の
橋
姫
」
像
を
、
そ
の
物
語
の
筋
に
添
い
な
が
ら
見
て
い
く
こ

と
に
し
た
い
。

二

　
　
（
1
）
〈
大
君
〉
の
橋
姫
物
語

　
晩
秋
、
薫
は
例
の
如
く
突
然
思
い
立
っ
て
宇
治
を
訪
れ
る
。
し
か
し
折
悪
し

く
八
の
宮
は
参
籠
中
で
あ
り
、
代
わ
り
に
応
対
す
る
姫
君
た
ち
に
交
誼
を
訴
え

る
も
の
の
、
姫
君
た
ち
は
な
か
な
か
応
じ
よ
う
と
し
な
い
。
薫
は
そ
ん
な
彼
女

た
ち
の
境
遇
と
心
中
を
慮
り
、
歌
を
詠
み
か
け
て
そ
の
場
を
立
と
う
と
す
る
。

　
　
…
か
の
お
は
し
ま
す
寺
の
鐘
の
声
か
す
か
に
聞
こ
え
て
、
霧
い
と
深
く
た

　
　
ち
わ
た
れ
り
。

峰
の
八
重
雲
思
ひ
や
る
隔
て
多
く
あ
は
れ
な
る
に
、
な
ほ
こ
の
姫
君
た
ち

の
御
心
の
中
ど
も
心
苦
し
う
、
何
ご
と
を
思
し
残
す
ら
ん
、
か
く
い
と
奥

ま
り
た
ま
へ
る
も
こ
と
わ
り
ぞ
か
し
な
ど
お
ぽ
ゆ
。

　
　
「
あ
さ
ぼ
ら
け
家
路
も
見
え
ず
た
つ
ね
こ
し
槙
の
尾
山
は
霧
こ
め
て

　
　
7
1

心
細
く
も
は
べ
る
か
な
」
と
た
ち
返
り
や
す
ら
ひ
た
ま
へ
る
さ
ま
を
、
都

の
人
の
目
馴
れ
た
る
だ
に
な
ほ
い
と
こ
と
に
思
ひ
き
こ
え
た
る
を
、
ま
い

て
い
か
が
は
め
づ
ら
し
う
見
ざ
ら
ん
。
御
返
り
聞
こ
え
伝
へ
に
く
げ
に
思

ひ
た
れ
ば
、
例
の
い
と
つ
つ
ま
し
げ
に
て
、

　
　
　
雲
の
ゐ
る
峰
の
か
け
路
を
秋
霧
の
い
と
ど
隔
つ
る
こ
ろ
に
も
あ
る
か

　
　
　
剖

　
す
こ
し
う
ち
嘆
い
た
ま
へ
る
気
色
浅
か
ら
ず
あ
は
れ
な
り
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
［
橋
姫
一
四
八
頁
］

山
寺
の
「
鐘
の
声
」
は
霧
に
隔
て
ら
れ
、
憂
い
に
沈
む
八
の
宮
の
嘆
息
は
か



す
か
に
運
ば
れ
て
く
る
の
み
で
あ
る
。
法
の
友
と
し
て
心
を
通
わ
せ
合
う
こ
と

を
期
待
し
来
訪
し
た
薫
の
八
の
宮
へ
の
思
い
は
、
「
峰
の
八
重
雲
」
に
よ
っ
て

遠
く
隔
て
ら
れ
て
し
ま
っ
て
お
り
、
ゆ
え
に
薫
は
ま
す
ま
す
孤
愁
を
深
め
る
よ

り
他
は
な
い
。
「
槙
の
尾
山
」
の
「
霧
」
立
ち
籠
め
る
風
景
は
、
そ
の
ま
ま
薫

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

の
心
の
姿
に
重
な
る
も
の
と
し
て
読
ま
れ
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
ま
た
、
大
君

の
返
歌
中
の
「
峰
の
か
け
路
」
は
父
八
の
宮
が
籠
も
っ
て
い
る
場
所
で
あ
り
、

そ
れ
は
雲
居
の
遥
か
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
秋
「
霧
」
に
よ
っ
て
い
っ
そ
う
隔

て
ら
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
父
宮
を
思
い
や
り
な
が
ら
、
し
か
し
顧
み
ら
れ
な

い
大
君
の
孤
絶
感
は
な
お
深
い
。
八
の
宮
の
不
在
、
そ
し
て
秋
「
霧
」
は
、
そ

れ
ぞ
れ
の
孤
絶
感
を
い
や
増
す
も
の
で
あ
り
、
こ
こ
に
連
続
し
て
描
か
れ
る
二

度
の
贈
答
歌
は
、
そ
の
弧
絶
感
の
共
有
に
よ
っ
て
奇
し
く
も
二
人
の
心
が
通
じ

合
っ
た
こ
と
を
語
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
贈
答
に
飽
き
足
ら
な
い
思
い

を
抱
い
た
薫
は
、
さ
ら
に
従
者
の
語
る
網
代
漁
の
様
子
に
〈
宇
治
川
の
情
景
〉

を
思
い
浮
か
べ
「
橋
姫
」
の
歌
を
お
く
る
。

　
　
「
網
代
は
人
騒
が
し
げ
な
り
。
さ
れ
ど
氷
魚
も
よ
ら
ぬ
に
や
あ
ら
ん
、
す

　
　
さ
ま
じ
げ
な
る
け
し
き
な
り
」
と
、
御
供
の
人
々
見
知
り
て
言
ふ
。
あ
や

　
　
し
き
舟
ど
も
に
芝
刈
り
積
み
、
お
の
お
の
何
と
な
き
世
の
営
み
ど
も
に
行

　
　
き
か
ふ
さ
ま
ど
も
の
、
は
か
な
き
水
の
上
に
浮
か
び
た
る
、
誰
も
思
へ
ば

　
　
同
じ
ご
と
な
る
世
の
常
な
さ
な
り
。
我
は
浮
か
ば
ず
、
玉
の
台
に
静
け
き

　
　
身
と
思
ふ
べ
き
世
か
は
と
思
ひ
つ
づ
け
ら
る
。

　
　
硯
召
し
て
、
あ
な
た
に
聞
こ
え
た
ま
ふ
。

　
　
　
　
」
圏
幽
の
心
を
汲
み
て
高
瀬
さ
す
悼
の
し
つ
く
に
袖
ぞ
濡
れ
ぬ
る

　
　
　
『
源
氏
物
語
』
「
宇
治
」
の
女
君
た
ち
（
磯
部
　
一
美
）

　
　
な
が
め
た
ま
ふ
ら
む
か
し
」
と
て
、
宿
直
人
に
持
た
せ
た
ま
へ
り
。
い
と

　
　
寒
げ
に
、
い
ら
ら
ぎ
た
る
顔
し
て
持
て
ま
ゐ
る
。
御
返
り
、
紙
の
香
な
ど

　
　
お
ぼ
ろ
け
な
ら
む
は
恥
つ
か
し
げ
な
る
を
、
と
き
を
こ
そ
か
か
る
を
り
は

　
　
と
て
、

　
　
　
　
「
さ
し
か
へ
る
宇
治
の
川
長
朝
夕
の
し
つ
く
や
袖
を
く
た
し
は
つ
ら

　
　
　
　
刈

　
　
身
さ
へ
浮
き
て
」
と
、
い
と
を
か
し
げ
に
書
き
た
ま
へ
り
。
ま
ほ
に
め
や

　
　
す
く
も
の
し
た
ま
ひ
け
り
と
心
と
ま
り
ぬ
れ
ど
、
「
御
車
率
て
参
り
ぬ
」

　
　
と
、
人
々
騒
が
し
き
こ
ゆ
れ
ば
、
宿
直
人
ば
か
り
を
召
し
寄
せ
て
、
「
帰

　
　
り
わ
た
ら
せ
た
ま
は
む
ほ
ど
に
、
か
な
ら
ず
参
る
ぺ
し
」
な
ど
の
た
ま
ふ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
［
橋
姫
一
四
九
～
一
五
〇
頁
］

　
こ
の
贈
歌
中
の
初
句
に
よ
っ
て
、
大
君
は
「
宇
治
の
橋
姫
」
伝
承
の
主
人
公

と
し
て
の
性
格
を
付
与
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
ー
〈
男
〉
の
〈
来
訪
〉
を
待

ち
続
け
る
〈
女
〉
。
実
際
は
〈
父
〉
の
〈
帰
宅
〉
を
待
つ
〈
娘
〉
で
あ
る
の
だ

が
、
薫
が
伝
承
の
世
界
を
仮
構
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
世
界
が
同
時
に
招

き
寄
せ
ず
に
は
お
か
な
い
和
歌
的
情
緒
の
世
界
に
転
移
す
る
自
由
が
大
君
に
開

か
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
「
樟
の
し
つ
く
」
に
「
袖
濡
る
」
と
い
う

和
歌
的
類
型
に
応
ず
る
形
で
、
そ
の
誇
張
表
現
と
し
て
の
「
袖
朽
た
す
」
が
導

か
れ
る
の
で
あ
り
、
そ
の
結
果
、
八
の
宮
の
不
在
に
対
す
る
悲
嘆
と
い
う
先
の

贈
答
の
主
題
を
越
え
て
、
「
逢
え
ぬ
嘆
き
」
と
い
う
普
遍
性
を
、
換
言
す
る
な

ら
「
恋
の
苦
悩
」
と
い
う
次
元
ま
で
、
後
者
の
贈
答
は
主
題
を
拡
大
す
る
こ
と

に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

三
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こ
の
場
面
に
描
か
れ
た
二
度
の
贈
答
に
つ
い
て
は
、
内
容
的
に
は
必
ず
し
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

両
者
の
接
近
を
語
る
も
の
で
は
な
い
が
、
形
式
的
に
は
男
女
の
典
型
的
な
呼
吸

　
　
　
　
　
（
1
2
）

に
よ
っ
て
お
り
、
と
り
あ
え
ず
両
者
の
困
難
な
関
係
は
一
歩
踏
み
出
し
た
の
で

　
（
1
3
）

あ
る
、
と
ま
で
は
す
で
に
言
わ
れ
て
い
る
が
、
む
し
ろ
以
上
の
よ
う
に
、
よ
り

積
極
的
に
評
価
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
場
面
は
結
果
と

し
て
そ
の
基
底
に
濃
く
恋
愛
の
情
趣
を
漂
わ
せ
る
こ
と
で
、
今
後
、
他
な
ら
ぬ

薫
と
大
君
の
「
宇
治
の
橋
姫
」
物
語
が
展
開
さ
れ
て
ゆ
く
で
あ
ろ
う
こ
と
を
予

感
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
こ
の
場
面
こ
そ
が
、
大
君
物
語
の
実
質
的
〈
始

発
〉
な
の
で
あ
っ
た
。

　
と
こ
ろ
で
、
「
橋
姫
」
で
あ
る
大
君
の
待
つ
相
手
は
、
俗
く
聖
∨
と
呼
ば
れ

る
父
親
で
あ
り
、
薫
は
自
ら
を
「
高
瀬
さ
す
」
船
頭
に
な
ぞ
ら
え
た
の
で
あ
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を
と
め

た
。
俗
〈
聖
〉
の
娘
、
あ
る
い
は
〈
聖
〉
を
指
向
す
る
処
女
で
あ
る
大
君
は
、

『
古
今
集
』
以
前
の
最
も
始
原
的
な
「
橋
姫
」
1
1
「
橋
を
守
る
美
し
い
女
神
（
巫

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

女
）
」
と
し
て
薫
に
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
後
、
八
の
宮
は
死
に
、

薫
は
そ
の
遺
言
通
り
姫
君
た
ち
の
後
見
人
と
な
る
。
つ
ま
り
第
二
の
俗
〈
聖
〉

と
な
る
こ
と
を
求
め
ら
れ
る
わ
け
だ
が
、
結
果
的
に
は
大
君
に
結
婚
を
執
拗
に

迫
り
、
そ
の
心
を
追
い
詰
め
、
死
に
至
ら
し
め
て
し
ま
う
。
薫
は
八
の
宮
を
継

い
で
第
二
の
俗
く
聖
∨
と
な
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
、
大
君
に
よ
っ
て
待
た

れ
る
対
象
と
は
な
り
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
「
橋
姫
」
の
贈
答
は
、
薫
が
大

君
を
〈
聖
＞
1
1
八
の
宮
の
も
と
へ
導
く
（
死
に
追
い
や
る
）
船
頭
と
な
っ
て
し

ま
う
と
い
う
、
そ
の
後
の
皮
肉
な
展
開
を
も
予
示
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

四

　
　
（
2
）
∧
中
の
君
〉
の
橋
姫
物
語

　
薫
は
、
求
愛
を
拒
み
続
け
る
大
君
に
、
中
の
君
さ
え
結
婚
さ
せ
て
し
ま
え
ば
…

と
一
計
を
案
じ
て
、
匂
宮
を
そ
の
寝
所
へ
引
き
入
れ
る
。
中
の
君
は
突
然
の
結

婚
と
い
う
事
態
に
戸
惑
い
動
揺
す
る
も
の
の
、
し
か
し
匂
宮
の
真
摯
な
態
度
に

次
第
に
心
打
ち
解
け
て
ゆ
く
。

　
　
明
け
ゆ
く
ほ
ど
の
空
に
、
妻
戸
お
し
開
け
た
ま
ひ
て
、
も
ろ
と
も
に
誘
ひ

　
　
出
で
て
見
た
ま
へ
ば
、
霧
り
わ
た
れ
る
さ
ま
、
所
が
ら
の
あ
は
れ
多
く
そ

　
　
ひ
て
、
例
の
、
柴
積
む
舟
の
か
す
か
に
行
き
か
ふ
跡
の
白
波
、
目
馴
れ
ず

　
　
も
あ
る
住
ま
ひ
の
さ
ま
か
な
と
、
色
な
る
御
心
に
は
を
か
し
く
思
し
な
さ

　
　
る
。
山
の
端
の
光
や
う
や
う
見
ゆ
る
に
、
女
君
の
御
容
貌
の
ま
ほ
に
う
つ

　
　
く
し
げ
に
て
、
限
り
な
く
い
つ
き
す
ゑ
た
ら
む
姫
宮
も
か
ば
か
り
こ
そ
は

　
　
お
は
す
べ
か
め
れ
、
思
ひ
な
し
の
、
わ
が
方
ざ
ま
の
い
と
い
つ
く
し
き
ぞ

　
　
か
し
、
こ
ま
や
か
な
る
に
ほ
ひ
な
ど
、
う
ち
と
け
て
見
ま
ほ
し
う
、
な
か

　
　
な
か
な
る
心
地
す
。
…
今
朝
ぞ
、
も
の
の
あ
や
め
も
見
ゆ
る
ほ
ど
に
て
、

　
　
人
々
の
ぞ
き
て
見
た
て
ま
つ
る
。
「
中
納
言
殿
は
、
な
つ
か
し
く
恥
つ
か

　
　
し
げ
な
る
さ
ま
そ
そ
ひ
た
ま
へ
り
け
る
。
思
ひ
な
し
の
い
ま
一
際
に
や
、

　
　
こ
の
御
さ
ま
は
、
い
と
こ
と
に
」
な
ど
め
で
き
こ
ゆ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
［
総
角
二
八
二
～
二
八
五
頁
］

　
少
し
ず
つ
白
ん
で
ゆ
く
空
に
、
匂
宮
と
中
の
君
は
「
も
ろ
と
も
に
誘
ひ
出
で

て
」
、
〈
宇
治
川
の
情
景
〉
を
眺
め
や
る
。
元
来
宇
治
は
、
夕
霧
の
別
邸
が
そ
う

で
あ
る
よ
う
に
［
椎
本
巻
＝
ハ
九
頁
］
、
ま
た
か
つ
て
の
八
の
宮
邸
が
そ
う
で

あ
っ
た
よ
う
に
［
橋
姫
一
二
五
～
一
二
六
頁
］
、
貴
族
の
別
荘
地
で
あ
っ
た
。



こ
こ
に
描
か
れ
た
「
柴
積
む
舟
」
の
情
景
は
「
世
の
中
を
何
に
た
と
へ
む
朝
ぽ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

ら
け
漕
ぎ
行
く
舟
の
跡
の
白
波
」
を
踏
ま
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
旅
の
宿
り
、

景
勝
地
と
し
て
の
宇
治
の
姿
を
あ
ら
わ
に
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
風
雅
の
世

界
が
そ
の
ま
ま
現
出
し
た
か
の
よ
う
な
〈
宇
治
川
の
情
景
〉
は
、
「
霧
り
わ
た

れ
る
」
風
情
と
相
侯
っ
て
、
非
現
実
的
な
「
を
か
し
」
の
世
界
を
現
出
し
て
お

り
、
今
上
帝
の
寵
児
と
し
て
大
切
に
か
し
ず
か
れ
て
き
た
「
色
な
る
御
心
」
の

匂
宮
は
、
「
こ
の
見
馴
れ
ぬ
宇
治
の
光
景
に
触
発
さ
れ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
い
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

い
よ
中
の
君
の
美
し
い
風
情
に
感
動
を
い
だ
き
な
お
す
こ
と
に
な
る
」
の
で
あ

る
が
、
し
か
し
こ
こ
で
中
の
君
が
比
類
な
き
理
想
の
女
性
女
一
の
宮
を
超
越
す

る
位
置
に
お
か
れ
る
の
は
、
「
山
の
端
の
光
」
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
本
来
の

「
宇
治
の
橋
姫
」
の
持
つ
神
聖
さ
、
神
々
し
さ
が
重
ね
合
わ
さ
れ
て
い
る
た
め

　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

な
の
で
も
あ
ろ
う
。

　
と
こ
ろ
で
、
「
山
の
端
の
光
」
を
受
け
て
美
し
く
輝
く
男
女
の
姿
は
、
「
明
う

な
り
ゆ
け
ば
、
（
薫
）
さ
す
が
に
直
面
な
る
心
地
し
て
…
」
［
橋
姫
一
四
九
頁
］
、

「
明
く
な
り
ゆ
き
、
む
ら
鳥
の
立
ち
さ
ま
よ
ふ
羽
風
近
く
聞
こ
ゆ
。
…
（
大
君
）

今
だ
に
。
い
と
見
苦
し
き
を
」
［
総
角
二
三
八
頁
］
、
「
（
薫
）
か
ば
か
り
の
御
け

は
ひ
を
慰
め
に
て
明
か
し
は
べ
ら
む
。
…
し
る
べ
せ
し
わ
れ
や
か
へ
り
て
ま
ど
、

ふ
べ
き
心
も
ゆ
か
ぬ
明
け
ぐ
れ
の
道
」
［
総
角
二
六
七
頁
］
等
と
、
曙
光
を
拒

み
続
け
た
大
君
と
薫
の
物
語
と
は
あ
ま
り
に
も
対
照
的
で
あ
る
。
光
を
浴
び
る

こ
と
、
つ
ま
り
共
に
朝
を
迎
え
る
こ
と
を
再
三
に
わ
た
っ
て
拒
否
し
続
け
て
き

た
大
君
の
物
語
は
、
も
は
や
「
宇
治
の
橋
姫
」
物
語
と
し
て
は
何
の
進
展
も
望

め
な
い
と
言
っ
て
よ
い
。
し
た
が
っ
て
こ
の
場
面
は
「
橋
姫
」
の
交
代
、
新
し

　
　
　
『
源
氏
物
語
b
「
宇
治
」
の
女
君
た
ち
（
磯
部
　
一
美
）

い
「
宇
治
の
橋
姫
」
物
語
の
展
開
を
予
感
さ
せ
る
の
で
あ
り
、
換
言
す
れ
ば
中

の
君
物
語
は
こ
こ
で
実
質
的
に
〈
始
発
〉
す
る
の
だ
と
い
え
よ
う
。

　
で
は
、
中
の
君
の
「
宇
治
の
橋
姫
」
物
語
は
今
後
ど
の
よ
う
な
展
開
が
予
想

さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
　
・
：
人
々
い
た
く
声
づ
く
り
も
よ
ほ
し
き
こ
ゆ
れ
ば
、
京
に
お
は
し
ま
さ
む

　
　
ほ
ど
、
は
し
た
な
か
ら
ぬ
ほ
ど
に
と
、
い
と
心
あ
わ
た
た
し
げ
に
て
、
じ

　
　
よ
り
外
な
ら
む
夜
離
れ
を
か
へ
す
が
へ
す
の
た
ま
ふ
。

　
　
　
　
中
絶
え
む
も
の
な
ら
な
く
に
［
圃
幽
の
か
た
し
く
袖
や
剰
判
に
ぬ
ら
さ

　
　
　
　
ん

　
　
出
で
が
て
に
、
た
ち
返
り
つ
つ
や
す
ら
ひ
た
ま
ふ
。

　
　
　
　
絶
え
せ
じ
の
わ
が
た
の
み
に
や
宇
治
橋
の
は
る
け
き
刺
を
待
ち
わ
た

　
　
　
　
る
べ
き

　
　
言
に
は
出
で
ね
ど
、
も
の
嘆
か
し
き
御
け
は
ひ
限
り
な
く
思
さ
れ
け
り
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
［
総
角
二
八
三
～
二
八
四
頁
］

　
匂
宮
の
贈
歌
中
の
第
三
句
で
、
中
の
君
は
「
橋
姫
」
に
見
立
て
ら
れ
る
。
こ

の
歌
は
前
掲
『
古
今
集
』
歌
①
の
「
は
し
ひ
め
」
「
衣
か
た
し
き
」
「
こ
よ
ひ
」

を
、
同
②
の
「
中
た
え
」
を
重
層
的
に
引
く
こ
と
で
一
首
を
構
成
し
て
お
り
、

ま
た
こ
れ
に
応
え
る
中
の
君
の
歌
も
、
①
の
「
待
つ
」
、
②
の
「
た
え
」
「
う
ち

は
し
」
「
中
」
を
重
ね
て
引
用
し
て
い
る
。

　
三
日
夜
の
後
朝
、
美
し
い
男
女
が
曙
の
光
の
中
、
切
な
い
思
い
を
抱
え
つ
つ

互
い
を
見
交
わ
す
ー
こ
の
場
面
は
、
そ
の
背
景
と
し
て
「
宇
治
の
橋
姫
」

の
幻
想
的
な
恋
物
語
を
想
起
さ
せ
な
が
ら
、
同
時
に
一
方
で
、
人
生
の
門
出
の

五
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時
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
『
古
今
集
』
恋
歌
四
（
恋
の
終
末
を
予
感
さ
せ
る

歌
）
、
恋
歌
五
（
別
離
後
の
歌
）
を
踏
ま
え
て
し
ま
っ
て
い
る
と
い
う
点
で
、

そ
の
直
後
か
ら
の
「
中
絶
え
」
と
い
う
二
人
の
暗
い
未
来
を
暗
示
す
る
も
の
で

　
　
（
1
8
）

あ
っ
た
。

　
そ
も
そ
も
こ
の
結
婚
の
実
質
は
い
な
か
る
も
の
で
あ
っ
た
の
か
。
無
論
こ
の

結
婚
が
、
薫
が
大
君
を
手
に
入
れ
る
た
め
の
計
略
で
あ
り
1
結
果
的
に
は

そ
れ
が
裏
目
に
出
、
大
君
の
拒
否
感
は
ま
す
ま
す
募
っ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
が

1
少
な
く
と
も
大
君
の
体
面
を
そ
こ
な
う
こ
と
に
な
る
結
婚
の
不
成
立
だ

け
は
避
け
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
で
あ
っ
た
。
し
か
し
だ
か
ら
と
言
っ
て
、
こ
の
結

婚
が
中
の
君
の
妻
と
し
て
の
位
置
・
立
場
を
確
約
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
は
言

い
難
い
。
事
実
、
結
婚
三
日
目
の
夜
、
宇
治
に
赴
こ
う
と
機
会
を
狙
う
匂
宮
に

母
明
石
中
宮
は
、

　
　
な
ほ
か
く
独
り
お
は
し
ま
し
て
、
世
の
中
に
す
い
た
ま
へ
る
御
名
の
や
う

　
　
や
う
聞
こ
ゆ
る
、
な
ほ
い
と
あ
し
き
こ
と
な
り
。
何
ご
と
も
も
の
好
ま
し

　
　
く
立
て
た
る
心
な
つ
か
ひ
た
ま
ひ
そ
。
上
も
う
し
ろ
め
た
げ
に
思
し
の
た

　
　
ま
ふ
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
［
総
角
二
七
六
頁
］

　
と
諌
言
す
る
。
ま
た
結
婚
後
も
、
宇
治
を
訪
問
で
き
ず
煩
悶
す
る
匂
宮
に
、

　
　
「
御
心
に
つ
き
て
思
す
人
あ
ら
ば
、
こ
こ
に
参
ら
せ
て
、
例
ざ
ま
に
の
ど

　
　
や
か
に
も
て
な
し
た
ま
へ
。
…
」
と
、
大
宮
は
明
け
暮
れ
聞
こ
え
た
ま
ふ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
［
総
角
三
〇
三
頁
］

　
と
妥
協
策
を
持
ち
出
す
。
こ
れ
は
そ
の
ま
ま
都
に
お
け
る
匂
宮
の
立
場
を
表

し
て
い
る
。
つ
ま
り
中
宮
か
ら
見
れ
ば
、
こ
の
結
婚
は
所
詮
〈
色
好
み
〉
と
い

一ノ、

う
匂
宮
の
艶
聞
（
悪
評
）
を
広
め
る
も
の
で
し
か
な
く
、
そ
れ
は
言
い
換
え
れ

ば
、
都
社
会
に
お
い
て
認
め
ら
れ
な
い
妻
は
妻
で
は
な
い
、
匂
宮
が
依
然
「
な

ほ
か
く
独
り
お
は
し
ま
し
て
」
で
あ
る
状
態
に
変
わ
り
は
な
い
と
い
う
こ
と
な

の
で
あ
る
。
匂
宮
自
身
も
結
婚
後
、
中
の
君
の
処
遇
に
つ
い
て
、

　
　
な
べ
て
に
思
す
人
の
際
は
、
宮
仕
の
筋
に
て
、
な
か
な
か
心
や
す
げ
な
り
、

　
　
さ
や
う
の
並
々
に
は
思
さ
れ
ず
…
。
　
　
　
　
　
　
［
総
角
二
九
〇
頁
］

　
と
、
思
案
を
重
ね
て
い
る
が
、
こ
れ
も
女
房
（
召
人
）
と
し
て
迎
え
と
ら
れ

て
も
何
ら
お
か
し
く
な
い
と
い
う
中
の
君
の
不
安
定
な
立
場
を
示
し
て
い
る
。

つ
ま
り
こ
の
結
婚
は
、
当
面
宇
治
と
い
う
特
殊
な
〈
場
〉
を
除
け
ば
、
そ
の
有
効

性
を
主
張
し
得
な
い
の
が
現
実
な
の
で
あ
っ
た
。
匂
宮
に
よ
っ
て
辛
う
じ
て
守

ら
れ
た
こ
の
結
婚
と
い
う
形
態
は
、
実
は
そ
の
ま
ま
匂
宮
の
「
宇
治
の
橋
姫
」

へ
の
こ
だ
わ
り
な
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
中
の
君
が
単
な
る
妾
で
は
な
い
と
い

う
位
置
付
け
、
そ
の
後
都
に
引
き
取
ら
れ
、
世
に
「
幸
ひ
人
」
と
呼
ば
れ
る
も

う
一
つ
の
未
来
を
も
暗
示
す
る
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
匂
宮
の
我
が
「
橋
姫
」
と
の
呼
び
掛
け
に
、
中
の
君
は
〈
待
つ

女
〉
と
し
て
返
歌
を
し
た
。
つ
ま
り
「
宇
治
の
橋
姫
」
と
な
る
こ
と
を
承
引
し

た
の
で
あ
る
。
こ
の
点
で
中
の
君
は
、
『
古
今
集
』
の
「
宇
治
の
橋
姫
」
に
最

も
近
い
造
型
が
な
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
大

君
の
死
の
翌
春
、
中
の
君
は
二
条
院
に
引
き
取
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は

　
「
宇
治
の
橋
姫
」
が
そ
の
存
在
の
根
拠
た
る
宇
治
を
離
れ
る
こ
と
を
意
味
し
て

い
る
。

　
住
み
馴
れ
た
思
い
出
の
土
地
を
捨
て
、
遠
い
過
去
の
記
憶
で
し
か
な
い
都
で



新
し
い
生
活
を
送
る
こ
と
は
中
の
君
に
と
っ
て
大
き
な
不
安
で
あ
っ
た
が
、
し

か
し
ま
た
誰
一
人
と
し
て
身
寄
り
の
な
く
な
っ
た
今
、
頼
れ
る
の
は
夫
匂
宮
の

愛
情
だ
け
な
の
で
あ
る
。
都
の
う
ち
で
愛
す
る
人
と
共
に
生
き
る
ー
「
宇

治
の
橋
姫
」
‖
〈
待
つ
女
〉
に
と
っ
て
、
都
に
引
き
取
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
は

あ
る
意
味
望
む
べ
き
理
想
の
姿
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
都
に
移
っ
た

中
の
君
を
実
際
に
待
ち
受
け
て
い
た
の
は
、
匂
宮
と
夕
霧
右
大
臣
の
娘
六
の
君

と
の
縁
組
で
あ
っ
た
。
い
く
ら
政
略
結
婚
と
は
い
え
、
上
京
後
三
ヵ
月
余
り
で

持
ち
上
が
っ
て
き
た
こ
の
縁
談
話
に
中
の
君
の
悲
嘆
は
深
く
、
次
第
に
望
郷
の

念
を
募
ら
せ
て
ゆ
く
。

　
　
°
よ
そ
に
て
隔
た
る
月
日
は
、
お
ぼ
つ
か
な
さ
も
こ
と
わ
り
に
、
さ
り
と
も

　
　
な
ど
慰
め
た
ま
ふ
を
…
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
［
総
角
二
九
五
頁
］

　
　
…
山
路
分
け
出
で
け
ん
ほ
ど
、
現
と
も
お
ぼ
え
ず
悔
し
く
悲
し
け
れ
ば
、

　
　
な
ほ
、
い
か
で
忍
び
て
渡
り
な
む
、
む
げ
に
背
く
さ
ま
に
は
あ
ら
ず
と
も
、

　
　
し
ば
し
心
を
も
慰
め
ぱ
や
、
憎
げ
に
も
て
な
し
な
ど
せ
ば
こ
そ
、
う
た
て

　
　
も
あ
ら
め
、
な
ど
心
ひ
と
つ
に
思
ひ
あ
ま
り
て
…
。
　
［
宿
木
四
二
一
頁
］

　
　
女
君
は
、
…
山
里
に
あ
か
ら
さ
ま
に
渡
し
た
ま
へ
と
思
し
く
、
（
董
…
に
）

　
　
い
と
ね
む
ご
ろ
に
思
ひ
て
の
た
ま
ふ
。
　
　
　
　
　
［
宿
木
四
二
五
頁
］

　
一
方
の
匂
宮
は
予
想
に
反
し
た
六
の
君
の
美
し
い
風
貌
に
魅
せ
ら
れ
、
中
の

君
の
も
と
へ
は
夜
離
れ
の
日
々
が
続
く
。
中
の
君
は
、
「
も
し
宇
治
に
留
ま
っ

て
い
た
ら
、
そ
れ
は
そ
れ
で
我
慢
で
き
よ
う
も
の
を
。
今
は
長
の
別
れ
で
は
な

く
、
ほ
ん
の
ひ
と
と
き
宇
治
に
か
え
っ
て
心
を
休
ま
せ
た
い
」
と
ま
で
思
い
つ

め
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
こ
こ
で
重
要
な
の
は
、
中
の
君
は
決

　
　
　
『
源
氏
物
語
』
「
宇
治
」
の
女
君
た
ち
（
磯
部
　
一
美
）

し
て
匂
宮
と
の
離
別
を
願
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

中
の
君
は
宇
治
に
あ
っ
て
匂
宮
の
訪
れ
を
待
ち
た
い
と
考
え
て
い
る
。
つ
ま
り

宇
治
で
男
を
独
り
淋
し
く
＜
待
つ
女
＞
1
1
「
宇
治
の
橋
姫
」
に
戻
る
こ
と
を
希

求
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
『
古
今
集
』
の
「
宇
治
の
橋
姫
」
は
、
訪
れ
な
い
、
あ
る
い
は
訪
れ
の
間
遠

な
男
を
く
待
つ
女
∨
で
あ
り
、
そ
れ
は
く
忌
避
す
べ
き
境
遇
∨
な
の
で
あ
っ
た
。

し
か
し
「
宇
治
の
橋
姫
」
で
あ
る
は
ず
の
中
の
君
は
、
宇
治
を
離
れ
、
都
で
の

厳
し
い
〈
現
実
〉
と
向
き
合
う
こ
と
に
よ
り
、
原
郷
た
る
宇
治
で
〈
待
つ
女
〉

で
あ
っ
た
方
が
よ
か
っ
た
こ
と
を
認
識
す
る
。
中
の
君
に
と
っ
て
「
宇
治
の
橋

姫
」
は
、
〈
回
帰
す
べ
き
境
遇
〉
な
の
で
あ
る
。
中
の
君
の
「
宇
治
の
橋
姫
」

物
語
は
、
『
古
今
集
』
の
「
宇
治
の
橋
姫
」
像
を
正
確
に
な
ぞ
り
な
が
ら
、
し

か
し
そ
の
究
極
の
理
想
（
上
京
）
が
実
は
は
か
な
い
夢
物
語
で
し
か
な
か
っ
た

こ
と
を
示
す
と
い
う
皮
肉
な
逆
転
現
象
を
語
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
最
終
的
に
中
の
君
の
宇
治
帰
郷
が
果
た
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
宇
治

行
き
を
頼
む
こ
と
の
で
き
る
唯
一
の
人
物
ー
薫
か
ら
の
思
わ
ぬ
添
い
臥
し
は
、

も
は
や
誰
も
頼
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
都
の
う
ち
で
生
き
る
し
か
な
い
こ
と
を

中
の
君
に
覚
悟
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
中
の
君
の
「
宇
治
の
橋
姫
」
物
語
は
、
回

帰
を
切
望
す
る
「
宇
治
の
橋
姫
」
を
断
念
す
る
こ
と
で
終
息
せ
ざ
る
を
得
な
い

の
で
あ
っ
た
。

　
（
3
）
∧
浮
舟
〉
の
橋
姫
物
語

恋
情
を
訴
え
続
け
る
薫
に
中
の
君
は
異
母
妹
浮
舟
の
存
在
を
語
る
。

七

浮
舟
に
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亡
き
大
君
の
面
影
を
見
た
薫
は
、
三
条
の
小
家
か
ら
強
引
に
連
れ
出
し
、
宇
治

に
隠
し
住
ま
わ
せ
る
が
、
し
か
し
そ
の
後
は
な
か
な
か
足
が
向
か
ず
、
そ
う
し

て
い
る
う
ち
に
匂
宮
が
浮
舟
の
居
所
を
突
き
止
め
、
強
引
に
契
っ
て
し
ま
う
。

1
そ
ん
な
折
り
も
折
り
、
薫
が
久
々
に
宇
治
を
訪
問
す
る
。
大
君
を
偲
ぶ

薫
、
二
人
の
男
を
通
わ
せ
て
し
ま
っ
て
い
る
自
分
を
顧
み
煩
悶
す
る
浮
舟
、
共

に
く
宇
治
川
の
情
景
∨
を
眺
め
な
が
ら
、
し
か
し
両
者
の
心
は
遠
く
隔
た
っ
て

し
ま
っ
て
い
る
。

　
　
山
の
方
は
霞
隔
て
て
、
寒
き
洲
崎
に
立
て
る
鵠
の
姿
も
、
所
が
ら
は
い
と

　
　
を
か
し
う
見
ゆ
る
に
、
宇
治
橋
の
は
る
ば
る
と
見
わ
た
さ
る
る
に
、
柴
積

　
　
み
舟
の
所
ど
こ
ろ
に
行
き
ち
が
ひ
た
る
な
ど
、
ほ
か
に
て
目
馴
れ
ぬ
こ
と

　
　
ど
も
の
み
と
り
集
め
た
る
所
な
れ
ば
、
見
た
ま
ふ
た
び
ご
と
に
、
な
ほ
、

　
　
そ
の
昔
の
こ
と
の
た
だ
今
の
心
地
し
て
、
い
と
か
か
ら
ぬ
人
を
見
か
は
し

　
　
た
ら
む
だ
に
、
め
づ
ら
し
き
中
の
あ
は
れ
多
か
る
べ
き
ほ
ど
な
り
。
ま
い

　
　
て
、
恋
し
き
人
に
よ
そ
へ
ら
れ
た
る
も
、
こ
よ
な
か
ら
ず
、
や
う
や
う
も

　
　
の
の
心
知
り
、
都
馴
れ
ゆ
く
あ
り
さ
ま
の
を
か
し
き
も
、
こ
よ
な
く
見
ま

　
　
さ
り
し
た
る
心
地
し
た
ま
ふ
に
…
。
　
　
　
　
　
　
［
浮
舟
一
四
五
頁
］

　
か
つ
て
く
宇
治
川
の
情
景
∨
は
、
大
君
と
の
贈
答
の
場
面
で
薫
の
心
象
風
景

を
表
わ
す
も
の
と
し
て
印
象
的
に
語
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
こ
こ
に
描
か
れ
た

春
「
霞
」
は
、
周
囲
の
山
々
を
隔
て
る
ば
か
り
で
、
か
つ
て
の
秋
「
霧
」
の
よ

う
に
薫
の
心
の
奥
底
に
ま
で
は
立
ち
籠
め
て
い
か
な
い
。
「
宇
治
橋
の
は
る
ば

る
と
見
わ
た
さ
る
る
」
様
子
は
、
む
し
ろ
中
の
君
物
語
に
み
え
た
「
宇
治
橋
の

い
と
も
の
古
り
て
見
え
わ
た
さ
る
る
な
ど
、
霧
晴
れ
ゆ
け
ば
…
」
［
総
角
二
八

八

二
頁
］
を
連
想
さ
せ
る
も
の
で
あ
り
、
眼
前
の
景
色
を
「
い
と
を
か
し
う
」
感

じ
る
薫
の
姿
も
ま
た
、
「
色
な
る
御
心
に
は
を
か
し
く
思
し
な
さ
る
」
［
総
角
同

頁
］
匂
宮
の
姿
と
重
な
っ
て
く
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
場
面
に
お
け
る
薫
は
く
実

直
人
∨
と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ
〈
色
好
人
〉
あ
る
い
は
〈
懸
想
人
〉
と
し
て
の

性
格
が
よ
り
強
調
さ
れ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
。
こ
の
情
景
を
前
に
し
た

薫
は
、
「
こ
の
中
に
あ
れ
ば
、
そ
れ
が
た
と
え
大
君
ゆ
か
り
の
女
性
で
な
く
と

も
き
っ
と
心
惹
か
れ
る
に
違
い
な
い
、
ま
し
て
そ
れ
が
よ
く
似
た
浮
舟
で
あ
れ

ば
…
」
と
考
え
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
慕
わ
し
い
大
君
と
の
記
憶
そ
の
も
の

で
あ
る
〈
宇
治
川
の
情
景
〉
そ
れ
自
体
が
、
女
を
輝
か
せ
、
そ
の
魅
力
を
引
き

出
す
〈
力
〉
を
持
っ
て
い
る
の
だ
と
感
じ
て
い
る
た
め
で
あ
る
。
事
実
、
浮
舟

は
そ
れ
ま
で
、

　
　
い
と
よ
く
思
ひ
出
で
ら
る
れ
ど
、
お
い
ら
か
に
あ
ま
り
お
ほ
ど
き
過
ぎ
た

　
　
る
ぞ
、
心
も
と
な
か
め
る
。
い
と
い
た
う
児
め
い
た
る
も
の
か
ら
、
用
意

　
　
の
浅
か
ら
ず
も
の
し
た
ま
ひ
し
は
や
と
、
な
ほ
、
行
く
方
な
き
悲
し
さ
は
、

　
　
む
な
し
き
空
に
も
満
ち
ぬ
べ
か
め
り
。
　
　
　
　
　
　
［
東
屋
九
六
頁
］

　
　
故
宮
の
御
事
も
の
た
ま
ひ
出
で
て
、
昔
物
語
を
か
し
う
こ
ま
や
か
に
言
ひ

　
　
戯
れ
た
ま
へ
ど
、
た
だ
い
と
つ
つ
ま
し
げ
に
て
、
ひ
た
み
ち
に
恥
ぢ
た
る

　
　
を
、
さ
う
ざ
う
し
う
思
す
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
［
東
屋
九
九
頁
］

　
と
、
美
点
以
上
に
そ
の
欠
点
が
語
ら
れ
て
い
た
。
浮
舟
は
始
め
か
ら
大
君
の

形
代
と
し
て
求
め
ら
れ
、
ゆ
え
に
こ
と
あ
る
ご
と
に
薫
を
失
望
さ
せ
て
し
ま
っ

て
い
た
の
だ
が
、
し
か
し
〈
宇
治
川
の
情
景
〉
が
、
大
君
と
の
慕
わ
し
い
過
去

の
記
憶
そ
の
も
の
と
な
っ
た
今
、
換
言
す
れ
ば
大
君
へ
の
深
い
愛
情
が
眼
前
の



〈
宇
治
川
の
情
景
〉
の
中
へ
と
昇
華
さ
れ
た
今
、
浮
舟
は
形
代
で
あ
る
こ
と
を

超
え
て
、
一
人
の
女
と
し
て
、
そ
の
魅
力
、
価
値
を
認
め
ら
れ
て
ゆ
く
こ
と
に

な
る
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
そ
ん
な
薫
と
は
対
照
的
に
、
浮
舟
の
憂
悶
は
、
ま
す
ま
す
深
ま
っ
て

ゆ
く
。

　
　
…
女
は
か
き
集
め
た
る
心
の
中
に
も
よ
ほ
さ
る
る
涙
と
も
す
れ
ば
出
で
立

　
　
つ
を
、
慰
め
か
ね
た
ま
ひ
つ
つ
、

　
　
「
宇
治
橋
の
長
き
ち
ぎ
り
は
朽
ち
せ
じ
を
あ
や
ぶ
む
か
た
に
心
さ
わ

　
　
ぐ
な

い
ま
見
た
ま
ひ
て
ん
」
と
の
た
ま
ふ
。

絶
え
間
の
み
世
に
は
あ
や
ふ
き
宇
治
橋
を
朽
ち
せ
ぬ
も
の
と
な
ほ
た

の
め
と
や

さ
き
ざ
き
よ
り
も
い
と
見
棄
て
が
た
く
、
し
ば
し
も
立
ち
と
ま
ら
ま
ほ
し

く
思
さ
る
れ
ど
、
人
の
も
の
言
ひ
の
や
す
か
ら
ぬ
に
、
今
さ
ら
な
り
、
心

や
す
き
さ
ま
に
て
こ
そ
な
ど
思
し
な
し
て
、
暁
に
帰
り
た
ま
ひ
ぬ
。
い
と

　
　
よ
う
も
大
人
び
た
り
つ
る
か
な
と
、
心
苦
し
く
思
し
出
つ
る
こ
と
あ
り
し

　
　
に
ま
さ
り
け
り
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
［
浮
舟
一
四
五
～
一
四
六
頁
］

　
薫
の
お
く
っ
た
歌
は
眼
前
の
宇
治
橋
の
景
に
よ
そ
え
た
、
自
ら
の
変
わ
ら
ぬ

愛
を
表
明
す
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
し
か
し
実
際
は
途
絶
え
ば
か
り
の
多
い
そ

の
不
誠
実
さ
を
、
誠
実
な
夫
と
し
て
の
未
来
を
約
束
す
る
こ
と
で
覆
い
隠
そ
う

と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
当
の
宇
治
橋
も
「
は
る
ば
る
と
」
［
浮
舟
一
四

五
頁
］
、
「
い
と
も
の
古
り
て
見
わ
た
さ
る
る
」
［
総
角
二
八
二
頁
］
有
り
様
で
、

　
　
　
『
源
氏
物
語
』
「
宇
治
」
の
女
君
た
ち
（
磯
部
　
一
美
）

こ
れ
を
も
っ
て
「
朽
ち
せ
じ
」
と
詠
み
か
け
て
く
る
薫
に
浮
舟
は
誠
意
を
感
じ

る
こ
と
が
で
き
な
（
㎞
）
。
浮
舟
は
眼
前
の
今
に
も
朽
ち
そ
う
な
宇
治
橋
と
前
出

『
古
今
集
』
歌
②
の
男
に
顧
み
ら
れ
な
い
絶
望
感
を
詠
ん
だ
歌
を
踏
ま
え
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
そ
の
絶
え
間
の
多
さ
を
詰
り
、
文
字
通
り
二
人
の
「
あ
や
ふ
き
」

仲
へ
の
不
安
を
訴
え
る
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
薫
は
こ
の
危
機
感
を
ま
っ
た
く

理
解
で
き
ず
、
む
し
ろ
浮
舟
が
自
ら
を
〈
待
つ
女
〉
と
し
て
受
容
し
て
い
る
も

の
と
だ
け
と
ら
え
る
の
で
あ
っ
た
。

　
薫
は
都
に
戻
っ
て
か
ら
も
浮
舟
の
こ
と
を
想
い
続
け
る
。

　
　
…
大
将
、
人
に
も
の
の
た
ま
は
む
と
て
、
す
こ
し
端
近
く
出
で
た
ま
へ
る

　
　
に
、
雪
の
や
う
や
う
積
も
る
が
星
の
光
に
お
ぽ
お
ぼ
し
き
を
、
「
闇
は
あ

　
　
や
な
し
」
と
お
ぽ
ゆ
る
匂
ひ
あ
り
さ
ま
に
て
、
「
衣
か
た
し
き
今
宵
も
や
」

　
　
と
う
ち
諦
じ
た
ま
へ
る
も
、
は
か
な
き
こ
と
を
口
ず
さ
び
に
の
た
ま
へ
る

　
　
も
あ
や
し
く
あ
は
れ
な
る
気
色
そ
へ
る
人
ざ
ま
に
て
、
い
と
も
の
深
げ
な

　
　
り
。
言
し
も
こ
そ
あ
れ
、
宮
は
寝
た
る
や
う
に
て
御
心
騒
ぐ
。
お
ろ
か
に

　
　
は
思
は
ぬ
な
め
り
か
し
、
か
た
し
く
袖
を
我
の
み
思
ひ
や
る
心
地
し
つ
る

　
　
を
、
同
じ
心
な
る
も
あ
は
れ
な
り
、
わ
び
し
く
も
あ
る
か
な
、
か
ば
か
り

　
　
な
る
本
つ
人
を
お
き
て
、
わ
が
方
に
ま
さ
る
思
ひ
は
い
か
で
つ
く
べ
き
ぞ
、

　
　
と
ね
た
う
思
さ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
［
浮
舟
一
四
七
～
一
四
八
頁
］

　
二
月
十
日
頃
、
宮
中
で
作
文
会
・
管
弦
の
宴
の
後
、
薫
は
「
衣
か
た
し
き
今

宵
も
や
」
と
吟
諦
す
る
。
そ
の
な
ま
め
か
し
い
姿
態
、
芳
香
は
ま
さ
し
く
恋
す

る
男
の
そ
れ
で
あ
り
、
こ
れ
に
薫
の
浮
舟
へ
の
並
々
な
ら
ぬ
執
着
を
感
じ
と
り

焦
慮
し
た
匂
宮
は
、
橘
の
小
島
の
隠
れ
家
に
浮
舟
を
連
れ
出
し
耽
溺
の
二
日
間

九
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を
過
ご
す
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
で
は
薫
に
よ
っ
て
浮
舟
が
「
宇
治
の
橋
姫
」
と

と
ら
え
ら
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
れ
が
匂
宮
の
焦
燥
感
を
駆
り
立
て
、
物
語
を

展
開
さ
せ
て
い
く
く
力
∨
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
よ
う
。
と
同
時
に

こ
の
場
面
は
、
今
後
一
人
の
女
と
二
人
の
男
と
に
よ
っ
て
新
た
な
「
宇
治
の
橋

姫
」
物
語
が
展
開
さ
れ
て
る
で
あ
ろ
う
こ
と
を
予
感
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
そ
う

考
え
る
と
、
薫
の
心
を
揺
り
動
か
し
、
浮
舟
を
「
宇
治
の
橋
姫
」
と
呼
ば
し
め

る
契
機
と
な
っ
た
〈
宇
治
川
の
情
景
〉
の
場
面
こ
そ
が
、
浮
舟
物
語
の
実
質
的

〈
始
発
〉
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

　
と
こ
ろ
で
、
浮
舟
は
最
初
、
大
君
、
中
の
君
と
同
様
に
〈
待
つ
女
〉
と
し
て

登
場
し
た
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
そ
れ
は
た
だ
一
人
の
男
を
〈
待
つ
女
〉
で
は

な
い
。
薫
を
そ
し
て
匂
宮
を
〈
待
つ
女
〉
で
あ
る
。
や
が
て
両
者
か
ら
は
都
に

ひ
き
取
る
旨
の
文
が
度
々
寄
せ
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
が
、
し
か
し
そ
の
ど
ち
ら

を
選
ぶ
こ
と
も
で
き
な
い
浮
舟
は
次
第
に
追
い
つ
め
ら
れ
、
結
果
、
入
水
を
覚

悟
す
る
こ
と
に
な
る
。
都
に
行
く
こ
と
も
で
き
ず
、
か
と
い
っ
て
宇
治
に
留
ま

る
こ
と
も
で
き
な
い
浮
舟
は
〈
待
つ
女
〉
で
あ
る
こ
と
を
放
棄
す
る
の
で
あ
る
。

　
『
古
今
集
』
の
一
人
の
男
を
〈
待
つ
女
〉
は
、
浮
舟
物
語
に
お
い
て
は
二
人

の
男
を
〈
待
つ
女
〉
と
な
り
、
さ
ら
に
は
く
待
つ
こ
と
を
放
棄
す
る
女
∨
へ
と

変
容
し
て
い
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

　
『
源
氏
物
語
』
は
そ
の
後
の
「
宇
治
の
橋
姫
」
の
物
語
を
語
ろ
う
と
は
し
な

い
。
浮
舟
の
出
家
、
小
野
で
の
暮
ら
し
は
も
は
や
別
の
物
語
な
の
で
あ
り
、
『
源

氏
物
語
』
に
お
け
る
「
宇
治
の
橋
姫
」
物
語
は
、
こ
こ
で
実
質
的
に
終
焉
を
迎

え
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

三
、
お
わ
り
に

一
〇

　
こ
れ
ま
で
大
君
、
中
の
君
、
浮
舟
に
お
け
る
「
宇
治
の
橋
姫
」
物
語
を
、
そ

れ
ぞ
れ
く
宇
治
川
の
情
景
∨
と
の
か
か
わ
り
の
中
で
見
て
き
た
わ
け
だ
が
、
そ

れ
ら
の
基
底
に
は
『
古
今
集
』
の
「
宇
治
の
橋
姫
」
の
世
界
が
潜
ん
で
お
り
、

そ
の
「
宇
治
の
橋
姫
」
像
が
模
倣
さ
れ
た
り
、
あ
る
い
は
ず
ら
さ
れ
た
り
す
る

こ
と
で
『
源
氏
物
語
』
独
自
の
「
宇
治
の
橋
姫
」
物
語
が
展
開
さ
れ
て
い
る
こ

と
が
確
認
で
き
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
大
君
は
、
古
伝
承
に
み
え
る
「
宇
治
橋
の
女
神
」
、
『
古
今
集
』
に
お
け
る
〈
待

つ
女
〉
の
イ
メ
ー
ジ
を
踏
襲
し
て
い
る
が
、
結
果
的
に
は
「
宇
治
の
橋
姫
」
と

な
る
こ
と
を
拒
否
し
、
物
語
か
ら
退
場
し
て
い
っ
た
。
中
の
君
は
、
男
を
〈
待

つ
女
〉
で
あ
り
、
『
古
今
集
』
の
イ
メ
ー
ジ
を
そ
の
ま
ま
踏
襲
し
て
い
る
が
、

宇
治
を
離
れ
る
こ
と
で
ヒ
ロ
イ
ン
の
座
か
ら
滑
り
落
ち
て
い
っ
た
。
浮
舟
は
、

一
人
で
は
な
く
二
人
の
男
を
〈
待
つ
女
〉
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
ど
ち
ら

を
選
ぶ
こ
と
も
で
き
ず
入
水
を
覚
悟
す
る
。
つ
ま
り
〈
待
つ
こ
と
を
放
棄
す
る

女
〉
な
の
で
あ
っ
た
。

　
繰
り
返
す
が
、
物
語
は
い
っ
た
ん
男
女
を
〈
宇
治
川
の
情
景
〉
の
中
に
お
く

こ
と
で
、
そ
の
度
ご
と
に
あ
ら
た
め
て
そ
の
人
物
た
ち
を
「
宇
治
の
橋
姫
」
物

語
の
主
人
公
と
し
て
据
え
直
し
て
い
る
。
そ
れ
は
こ
の
「
物
語
」
が
、
そ
の
男

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
モ
チ
ロ
フ

女
の
関
係
性
を
少
し
ず
つ
ず
ら
し
な
が
ら
、
つ
ま
り
は
当
初
の
〈
動
機
〉
を
〈
変

奏
〉
さ
せ
な
が
ら
、
〈
遁
走
曲
〉
的
に
同
じ
主
題
を
繰
り
返
し
語
ろ
う
と
し
て

い
る
た
め
な
の
で
あ
る
。



　
さ
て
、
こ
う
し
て
み
て
く
る
と
、
『
源
氏
物
語
』
に
お
け
る
「
宇
治
の
橋
姫
」

の
物
語
は
、
究
極
的
に
は
「
宇
治
の
橋
姫
」
を
存
在
さ
せ
て
は
い
な
い
こ
と
に

気
付
か
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
。
つ
ま
り
、
古
来
人
々
に
親
し
ま
れ
て
き
た
「
宇

治
の
橋
姫
」
の
物
語
は
、
『
源
氏
物
語
』
に
お
い
て
は
実
現
し
な
い
の
で
あ
る
。

そ
し
て
恐
ら
く
そ
れ
は
『
源
氏
物
語
』
の
大
き
な
テ
ー
マ
で
あ
る
男
女
の
恋
物

語
の
、
そ
の
一
番
最
後
に
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
と
も
決
し
て
無
縁
で
は

あ
る
ま
い
。
つ
ま
り
「
宇
治
」
の
物
語
は
、
文
字
通
り
恋
物
語
に
対
す
る
〈
憂

し
〉
の
物
語
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
　
「
宇
治
の
橋
姫
」
の
物
語
は
、
最
後
の
女
主
人
公
浮
舟
の
入
水
と
い
う
形
で

終
息
す
る
。
そ
う
し
て
恋
愛
を
語
る
こ
と
を
放
棄
し
た
物
語
は
、
ゆ
っ
く
り
と

〈
出
家
〉
へ
の
道
程
に
つ
い
て
語
り
は
じ
め
る
ー
。

　
注

（
1
）
引
用
本
文
は
、
『
古
今
和
歌
集
全
評
釈
（
下
）
』
（
竹
岡
正
夫
著
　
昭
和
5
1
・
H
　
右

　
　
文
書
院
）
に
拠
る
。
掛
詞
等
の
指
摘
に
つ
い
て
も
、
同
書
に
拠
る
。

（
2
）
柳
田
国
男
「
橋
姫
」
（
『
定
本
柳
田
國
男
全
集
第
五
巻
』
筑
摩
書
房
　
昭
和
4
3
・
1
0

　
　
初
出
は
大
正
7
・
1
）
。

　
　
柳
田
の
説
を
引
用
し
て
い
る
と
見
ら
れ
る
も
の
は
、
寺
本
直
彦
「
古
典
注
釈
と
説
話

　
　
文
学
」
（
『
日
本
の
説
話
』
第
4
巻
中
世
H
　
東
京
美
術
　
昭
和
4
9
・
6
）
、
吉
海
直

　
　
人
「
橋
姫
物
語
の
史
的
考
察
－
源
氏
物
語
背
景
論
ー
」
（
國
學
院
大
学
大
学
院
紀

　
　
要
文
学
研
究
科
紀
要
1
3
　
昭
和
5
7
・
3
）
↓
「
橋
姫
物
語
の
史
的
考
察
」
（
『
源
氏
物

　
　
語
研
究
〈
而
立
篇
〉
」
影
月
堂
文
庫
　
昭
和
5
8
・
1
2
）
、
石
原
昭
平
「
宇
治
の
伝
承
」

『
源
氏
物
語
』
「
宇
治
」
の
女
君
た
ち
（
磯
部
　
一
美
）

　
　
　
（
『
講
座
源
氏
物
語
の
世
界
〈
第
8
集
〉
』
有
斐
閣
　
昭
和
5
8
・
6
）
、
小
鳴
正
亮
「
待

　
　
つ
女
か
ら
嫉
妬
す
る
女
へ
ー
橋
姫
1
」
（
『
宇
治
を
め
ぐ
る
人
び
と
』
宇
治
文
庫
6

　
　
宇
治
市
歴
史
資
料
館
　
平
成
7
・
3
）
、
糸
賀
き
み
江
「
宇
治
の
橋
姫
」
受
容
考
（
青

　
　
山
語
文
2
6
　
平
成
8
・
3
）
、
原
田
敦
子
「
橋
を
守
る
女
神
ー
宇
治
橋
姫
伝
承
考
ー
」

　
　
　
（
『
古
代
伝
承
と
王
朝
文
学
』
和
泉
書
院
　
平
成
1
0
・
7
）
等
。

（
3
）
北
川
忠
彦
「
王
朝
の
文
学
と
宇
治
」
（
「
宇
治
市
史
－
古
代
の
歴
史
と
景
観
』
宇
治
市

　
　
役
所
　
昭
和
4
8
・
1
）

（
4
）
久
曽
神
昇
「
古
風
土
記
逸
文
「
宇
治
の
橋
姫
」
其
他
に
就
て
L
（
國
學
院
雑
誌
4
2
1

　
　
1
2
　
昭
和
1
1
・
1
2
）
、
桑
原
博
史
「
宇
治
の
橋
姫
伝
説
と
橋
姫
物
語
ー
中
世
小
説
成

　
　
立
の
一
過
程
ー
」
（
國
語
と
國
文
學
　
昭
和
3
4
・
6
）
、
保
里
十
三
子
「
橋
姫
物
語

　
　
考
－
橋
姫
物
語
と
関
連
し
て
ー
」
（
東
洋
大
学
短
期
大
学
論
集
国
語
篇
5
　
昭
和

　
　
4
4
・
3
）
、
三
角
洋
一
「
『
橋
姫
物
語
』
の
位
相
（
日
本
文
学
3
3
1
4
　
昭
和
5
9
・
4
）
、

　
　
伊
藤
千
世
「
『
橋
姫
物
語
』
の
古
体
性
」
（
愛
知
淑
徳
大
学
国
語
国
文
1
6
　
平
成
9
・

　
　
1
1
）
、
他
注
（
2
）
吉
海
論
文
等
。

（
5
）
「
橋
姫
」
「
宇
治
川
」
「
宇
治
橋
」
に
関
す
る
論
考
は
多
く
、
管
見
に
入
っ
た
限
り
で

　
　
も
計
四
十
六
本
に
上
る
（
柳
田
論
文
以
外
は
昭
和
十
年
以
降
。
「
国
文
学
年
鑑
』
、
源

　
　
氏
物
語
講
座
1
0
「
源
氏
物
語
研
究
文
献
目
録
』
、
吉
海
直
人
編
『
源
氏
物
語
ハ
ン
ド
ブ
ッ

　
　
ク
』
（
吉
海
直
人
編
）
、
「
國
文
學
　
解
釈
と
教
材
の
研
究
」
（
各
号
「
学
会
教
育
界
の

　
　
動
向
」
欄
）
等
を
参
照
。
た
だ
し
『
源
氏
物
語
」
関
係
論
文
は
、
表
題
に
「
橋
姫
㌔
橋

　
　
姫
物
語
」
等
を
冠
し
て
い
て
も
、
内
容
が
「
宇
治
の
橋
姫
」
と
直
接
関
わ
っ
て
い
な

　
　
い
も
の
に
つ
い
て
は
除
い
て
算
出
し
て
あ
る
）
。
内
容
と
し
て
は
概
ね
①
歴
史
的
観
点

　
　
（
風
土
・
歴
史
）
か
ら
の
も
の
、
②
「
宇
治
の
橋
姫
」
伝
承
並
び
に
散
逸
物
語
『
橋

　
　
姫
物
語
』
に
つ
い
て
の
も
の
、
③
歌
枕
・
歌
集
等
、
和
歌
史
に
お
け
る
位
置
付
け
に

　
　
つ
い
て
の
も
の
、
④
「
源
氏
物
語
」
に
お
け
る
「
宇
治
の
橋
姫
」
に
つ
い
て
の
も
の
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
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⑤
そ
の
他
（
史
料
整
理
等
）
に
大
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
6
）
高
橋
亨
「
宇
治
物
語
時
空
論
」
（
國
語
と
國
文
學
5
1
－
1
2
　
昭
和
4
9
・
1
2
）
↓
（
『
源

　
　
氏
物
語
の
対
位
法
』
東
京
大
学
出
版
会
　
昭
和
5
7
．
5
）
、
広
川
勝
美
「
源
氏
物
語
・

　
　
宇
治
時
空
試
論
ー
そ
の
基
層
と
表
層
ー
」
（
日
本
文
学
2
4
－
1
　
昭
和
5
0
・
1
1
）
、

　
　
今
井
源
衛
「
「
宇
治
橋
』
の
贈
答
歌
に
つ
い
て
ー
宇
治
十
帖
の
主
題
ー
」
（
『
春
日

　
　
春
男
教
授
退
官
記
念
語
文
論
叢
』
昭
和
5
3
・
1
0
）
↓
（
『
紫
林
照
径
ー
源
氏
物
語
の

　
　
新
研
究
』
角
川
書
店
　
昭
和
5
4
・
1
1
）
等
。

（
7
）
例
え
ば
高
橋
氏
は
前
掲
論
文
の
中
で
、
大
君
と
中
の
君
を
「
宇
治
の
橋
姫
」
と
し
て

　
　
掲
げ
て
い
る
。
ま
た
広
川
氏
は
、
浮
舟
を
橋
姫
物
語
の
継
承
者
と
し
て
位
置
付
け
て

　
　
い
る
。

（
8
）
「
源
氏
物
語
」
の
引
用
本
文
は
す
べ
て
、
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
本
（
阿
部
秋
生
、

　
　
秋
山
慶
、
今
井
源
衛
、
鈴
木
日
出
男
校
注
・
訳
　
小
学
館
）
に
拠
る
。
ま
た
、
私
に

　
　
適
宜
傍
線
等
を
付
し
、
下
に
は
巻
名
・
頁
数
を
記
し
た
。

（
9
）
新
編
全
集
「
源
氏
物
語
⑤
」
一
四
八
頁
頭
注
二
、
三
。

（
1
0
）
上
坂
信
男
氏
は
「
小
野
の
霧
・
宇
治
の
霧
」
（
『
源
氏
物
語
ー
そ
の
心
象
序
説
ー
』

　
　
笠
間
書
院
　
昭
和
4
9
・
5
）
に
お
い
て
、
「
大
君
の
眼
に
映
っ
た
「
秋
霧
」
も
父
を

　
　
思
い
遣
り
、
わ
が
将
来
を
思
う
吐
息
を
思
わ
せ
る
。
心
の
霧
と
重
な
り
合
っ
て
薫
の

　
　
捉
え
た
霧
と
同
質
の
も
の
で
あ
ろ
う
」
と
述
べ
て
い
る
。

（
1
1
）
小
町
谷
照
彦
「
大
君
物
語
の
始
発
ー
和
歌
的
な
視
点
か
ら
ー
」
（
日
本
文
学
2
4
－

　
　
1
1
）
↓
「
大
君
物
語
の
始
発
ー
「
橋
姫
」
「
椎
本
」
の
展
開
」
（
『
源
氏
物
語
の
歌
こ

　
　
と
ば
表
現
」
東
京
大
学
出
版
会
　
昭
和
5
9
・
8
）

（
1
2
）
鈴
木
日
出
男
「
古
典
へ
の
招
待
　
人
物
造
型
に
つ
い
て
」
（
新
編
全
集
『
源
氏
物
語

　
　
⑤
」
小
学
館
　
平
成
9
・
7
）

（
1
3
）
注
（
1
1
）
に
同
じ
。

一
二

（
1
4
）
注
（
2
）
糸
賀
論
文
等
に
同
様
の
指
摘
が
あ
る
。

（
1
5
）
題
知
ら
ず
　
沙
弥
満
誓
（
巻
第
二
十
・
哀
傷
歌
）
な
お
引
用
本
文
は
、
新
日
本
古
典

　
　
文
学
大
系
『
拾
遺
和
歌
集
』
（
小
町
谷
照
彦
校
注
　
岩
波
書
店
　
平
成
2
・
1
）
に

　
　
拠
る
。
古
来
諸
注
は
こ
れ
を
引
い
て
い
る
。

（
1
6
）
鈴
木
日
出
男
「
源
氏
物
語
の
場
面
」
（
「
源
氏
物
語
研
究
集
成
第
三
巻
　
源
氏
物
語

　
　
の
表
現
と
文
体
（
上
ご
風
間
書
房
　
平
成
1
0
・
1
1
）

（
1
7
）
「
宇
治
の
橋
姫
」
の
高
貴
性
に
つ
い
て
は
注
（
1
）
の
他
、
注
（
2
）
石
原
論
文
等

　
　
に
も
指
摘
が
あ
る
。

（
1
8
）
新
編
全
集
『
源
氏
物
語
⑤
」
二
八
五
頁
鑑
賞
・
批
評
欄
。

（
1
9
）
伊
藤
博
氏
は
「
宇
治
橋
の
長
き
契
り
」
（
『
源
氏
物
語
の
基
底
と
創
造
』
武
蔵
野
書
院

　
　
平
成
6
・
1
0
）
の
中
で
同
箇
所
を
取
り
上
げ
、
「
こ
の
詠
み
口
自
体
に
薫
の
浮
舟
に

　
　
の
ぞ
む
態
度
の
な
お
ざ
り
さ
が
露
呈
し
て
い
る
、
と
見
る
の
は
う
が
ち
す
ぎ
で
あ
ろ

　
　
う
か
」
と
述
べ
て
い
る
。


