
呼
称
が
紡
ぐ
〈
物
語
〉

1
宇
治
十
帖
「
弁
の
君
」
を
基
軸
と
し
て
ー

外

山

敦

子

一
　
『
源
氏
物
語
』
の
人
物
呼
称

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
宇
治
十
帖
の
始
発
、
橋
姫
巻
に
登
場
す
る
「
弁
の
君
」
は
、
柏
木
と
女
三
の

宮
の
密
通
の
証
を
亡
き
柏
木
か
ら
託
さ
れ
た
と
い
う
設
定
で
薫
に
か
か
わ
り
、

そ
の
後
、
薫
と
宇
治
八
の
宮
の
姫
君
と
の
恋
の
仲
立
ち
を
務
め
る
な
ど
物
語
展

開
の
重
要
な
局
面
で
活
躍
し
、
宇
治
を
舞
台
と
し
た
最
後
の
巻
で
あ
る
蜻
蛉
巻

ま
で
登
場
し
続
け
る
人
物
で
あ
る
。

　
本
稿
で
は
、
「
弁
の
君
」
の
呼
称
の
変
化
が
、
単
な
る
呼
称
の
変
化
に
と
ど

ま
ら
ず
、
そ
の
人
物
像
の
変
容
と
連
動
し
、
そ
の
変
容
の
過
程
の
な
か
で
物
語

が
生
成
さ
れ
て
い
く
様
相
を
明
ら
か
に
す
る
。
『
源
氏
物
語
』
読
解
の
一
手
法

と
し
て
登
場
人
物
の
呼
称
に
注
目
す
る
論
は
、
こ
れ
ま
で
に
も
さ
ま
ざ
ま
な
成

　
　
　
　
　
　
　
　
　

果
を
挙
げ
て
い
る
。
森
一
郎
氏
は
『
源
氏
物
語
』
の
人
物
呼
称
の
重
要
性
を
次

の
よ
う
に
述
べ
る
。

　
　
源
氏
物
語
の
人
物
呼
称
は
外
的
形
式
的
な
呼
び
名
で
な
く
、
そ
の
場
面
の

論
理
、
主
題
性
に
深
く
関
わ
っ
て
内
在
的
な
の
で
あ
る
。
い
わ
ば
個
別
的

な
文
学
的
時
空
の
形
象
性
を
有
す
る
の
で
あ
り
、
人
物
造
型
の
核
と
も
い

　
　
う
べ
く
主
題
生
成
を
見
き
わ
め
る
上
で
、
重
要
な
徴
表
と
な
っ
て
い
る
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ
　

　
　
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
森
氏
の
説
か
れ
る
人
物
呼
称
と
は
、
「
個
別
的
な
文
学
的
時
空
の
形
象
性
」
、

「
人
物
造
型
の
核
」
の
「
徴
表
」
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
呼
称
と
登
場
人
物
の
役

割
と
の
関
係
か
ら
見
る
な
ら
ば
、
「
そ
の
人
物
が
一
々
の
場
面
で
ど
の
よ
う
な

役
割
を
担
っ
て
い
る
の
か
を
、
呼
称
が
端
的
に
表
し
て
い
る
」
と
説
明
す
る
こ

と
が
で
き
る
。
つ
ま
り
、
『
源
氏
物
語
』
の
人
物
呼
称
は
、
人
物
の
役
割
・
場

面
状
況
と
い
う
〈
物
語
内
容
〉
を
象
徴
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
ま
ず
登
場
人
物

の
役
割
・
場
面
の
状
況
と
い
う
〈
物
語
内
容
〉
が
存
在
し
、
そ
れ
に
相
応
し
い

呼
称
‖
〈
表
現
〉
は
後
か
ら
設
定
さ
れ
る
と
い
う
理
解
で
あ
ろ
う
。

　
こ
う
し
た
人
物
呼
称
に
、
こ
れ
ま
で
と
は
違
っ
た
ア
プ
ロ
ー
チ
を
試
み
る
こ

と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
か
。
人
物
呼
称
と
い
う
〈
表
現
〉
こ
そ
が
登
場
人
物
の

愛
知
淑
徳
大
学
論
集
ー
文
学
部
・
文
学
研
究
科
篇
ー
第
二
七
号
　
二
〇
〇
二
・
三
　
五
三
ー
六
二

五
三
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愛
知
淑
徳
大
学
論
集
ー
文
学
部
・
文
学
研
究
科
篇
ー
　
第
二
七
号

役
割
や
人
物
像
を
規
定
し
て
い
き
、
呼
称
の
変
化
が
役
割
や
人
物
像
を
変
容
さ

せ
て
し
ま
う
、
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
本
稿
は
、
一
例
と
し
て
「
弁
の
君
」
の

呼
称
変
化
を
取
り
上
げ
、
呼
称
と
い
う
〈
表
現
〉
が
〈
物
語
内
容
〉
を
紡
ぎ
だ

し
て
い
く
あ
り
方
を
提
示
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

一一

@
「
弁
の
君
」
の
呼
称
変
化

　
弁
の
君
は
橋
姫
巻
で
、
宇
治
八
の
宮
の
留
守
中
偶
然
八
の
宮
邸
に
訪
れ
た
薫

の
応
対
を
す
る
、
と
い
う
設
定
で
物
語
に
登
場
す
る
。

　
　
起
こ
し
つ
る
老
人
．
の
出
で
来
た
る
に
ぞ
譲
り
た
ま
ふ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ユ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
［
橋
姫
・
一
四
三
頁
］

こ
の
「
老
人
」
は
、
突
然
薫
に
出
生
の
詳
細
に
つ
い
て
語
り
出
す
。
し
か
し
物

語
は
こ
の
場
面
で
、
薫
の
出
生
の
詳
細
を
知
っ
て
い
る
ら
し
い
「
老
人
」
の
呼

び
名
や
経
歴
に
つ
い
て
、
一
切
な
に
も
語
ら
な
か
っ
た
。
物
語
が
こ
の
「
老
人
」

の
正
体
を
明
か
す
の
は
、
薫
と
「
老
人
」
と
の
二
度
目
の
対
面
の
場
面
で
あ
っ

た
。　

　
姫
君
の
御
後
見
に
て
さ
ぶ
ら
は
せ
た
ま
ふ
、
・
弁
の
君
と
そ
い
ひ
け
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
［
橋
姫
・
一
五
九
頁
］

初
登
場
の
際
に
は
固
有
の
呼
び
名
が
明
か
さ
れ
ず
、
そ
の
属
性
に
よ
る
一
般
呼

称
で
あ
る
「
老
人
」
と
し
て
物
語
に
登
場
す
る
弁
の
君
。
こ
の
よ
う
な
弁
の
君

の
登
場
の
仕
方
や
呼
称
の
あ
り
方
は
、
他
の
人
物
の
そ
れ
と
比
較
し
た
と
き
、

特
徴
的
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
次
頁
の
【
表
】
は
、
「
弁
の
君
」
に

用
い
ら
れ
て
い
る
呼
称
を
登
場
順
に
示
し
た
も
の
で
あ
る
。

五
四

　
ま
ず
、
こ
の
【
表
】
を
概
観
し
て
明
ら
か
に
な
る
二
点
に
つ
い
て
述
べ
て
お

く
。
第
一
に
、
弁
の
君
の
呼
称
が
大
き
く
「
老
人
」
、
「
弁
」
、
「
尼
」
に
分
類
さ

れ
る
と
い
う
こ
と
、
第
二
に
、
三
種
類
の
呼
称
が
そ
れ
ぞ
れ
比
較
的
集
中
し
て

用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
「
老
人
」
に
分
類
さ
れ
る
呼

称
は
、
橋
姫
巻
の
初
登
場
か
ら
総
角
巻
の
途
中
ま
で
、
「
弁
」
に
分
類
さ
れ
る

呼
称
は
、
総
角
巻
の
途
中
か
ら
早
蕨
巻
の
途
中
ま
で
、
そ
の
後
は
「
尼
」
に
分

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ユ

類
さ
れ
る
呼
称
が
集
中
し
て
み
ら
れ
る
（
【
表
】
の
　
　
　
　
部
分
が
分
岐
点
）
。

つ
ま
り
、
弁
の
君
の
呼
称
は
物
語
の
進
行
に
従
っ
て
「
老
人
」
↓
「
弁
」
↓

「
尼
」
の
順
で
変
化
し
て
い
く
の
だ
。

　
前
述
し
た
よ
う
に
、
弁
の
君
は
物
語
に
初
め
て
登
場
し
た
際
、
呼
び
名
が
明

か
さ
れ
ず
、
「
老
人
」
と
呼
称
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
薫
と
の
二
度
目
の
対
面
の

場
面
で
「
弁
の
君
」
と
い
う
呼
び
名
が
初
め
て
読
者
に
明
か
さ
れ
る
の
で
あ
る

（【

¥
】
に
［
日
川
］
で
示
し
た
箇
所
）
。
と
こ
ろ
が
、
「
弁
の
君
」
と
い
う
呼

び
名
が
明
ら
か
に
な
っ
た
後
も
、
彼
女
は
な
ぜ
か
こ
れ
ま
で
と
同
様
「
老
人
」

と
呼
称
さ
れ
る
。
結
局
そ
の
後
、
橋
姫
巻
・
椎
本
巻
で
は
一
度
も
「
弁
の
君
」

は
使
用
さ
れ
ず
、
こ
の
呼
び
名
が
再
び
物
語
に
登
場
す
る
の
は
、
総
角
巻
の
途

中
か
ら
な
の
で
あ
っ
た
。
一
体
、
な
ぜ
弁
の
君
は
は
じ
め
「
老
人
」
と
呼
称
さ

れ
て
い
た
の
か
、
そ
し
て
、
そ
れ
が
い
か
な
る
理
由
で
本
来
の
呼
び
名
で
あ
る

「
弁
」
へ
と
変
化
し
た
の
だ
ろ
う
か
。

　
ち
な
み
に
、
早
蕨
巻
で
弁
の
君
の
呼
称
が
「
弁
」
か
ら
「
尼
」
へ
と
変
化
す

る
の
は
、
早
蕨
巻
の
途
中
で
弁
の
君
が
出
家
剃
髪
し
た
た
め
で
、
こ
れ
は
弁
の

君
自
身
の
状
況
が
変
化
し
た
た
め
の
呼
称
変
化
と
受
け
止
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

一81一



【表】「弁の君」の登場順呼称一覧

呼
称
が
紡
ぐ
〈
物
語
〉

（
外
山
敦
子
）

五
五

巻 老人 弁 尼 巻 老人 弁 尼

老人143 弁の尼362

老人145 弁の尼454

橋
老人151 老人454

古人155 尼君457
姫

老人159 尼君462

弁の君159 尼君462

古人163 尼君462
宿

老人178 尼君488

椎

古人183
木

尼君490

古人196 尼君491

本
老人199 尼君492

古人201 尼君493

老人212 尼君493

古人227 尼君494

老人231 尼君494

弁のおもと241 尼君17

老人247 弁の尼君85

弁247 弁90

弁251 尼君93

弁255 東 尼君93
総

弁255 尼君94

老人258 屋 尼君95
角

弁263 尼君96

弁264 尼君97

老人270 尼君97

老人274 尼君101

弁のおもと307
浮

尼君131

老人315 尼君165

弁322
舟

尼君166

！早 弁358 蜻 尼君230

：
1蕨 弁360 蛉 尼君237

注　この表は、物語中に登場する弁の君の呼称を地の文に限って抽出し、登場順にすべて並べたもの

　　である。用例の右の算用数字は、新編日本古典文学全集『源氏物語』の頁数である。
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愛
知
淑
徳
大
学
論
集
－
文
学
部
・
文
学
研
究
科
篇
ー
　
第
二
七
号

と
こ
ろ
が
、
「
老
人
」
か
ら
「
弁
」
へ
の
呼
称
変
化
は
、
そ
う
し
た
当
人
の
身

分
や
境
遇
の
変
化
（
外
的
必
然
性
）
に
よ
る
も
の
と
は
考
え
に
く
い
。
あ
く
ま

で
も
物
語
内
部
の
何
ら
か
の
論
理
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
た
変
化
に
よ
る
と

考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ア
　

　
弁
の
君
の
呼
称
変
化
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
永
井
和
子
氏
や
金
子
大
麓
氏
の

貴
重
な
指
摘
が
あ
る
。
ま
ず
、
両
氏
が
そ
れ
ぞ
れ
指
摘
さ
れ
た
内
容
を
整
理
し
、

本
稿
の
立
場
・
主
張
と
の
相
違
点
を
挙
げ
る
こ
と
と
す
る
。

　
永
井
氏
は
、
弁
の
君
に
使
用
さ
れ
る
「
老
人
」
と
い
う
呼
称
に
「
異
質
性
を

持
ち
、
中
心
的
な
物
語
世
界
の
外
側
に
存
在
す
る
老
齢
の
女
房
」
と
い
う
意
味

が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
そ
し
て
「
弁
の
君
の
役
割
に
と
っ
て
は
ま
ず

当
初
は
『
老
齢
』
で
あ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
っ
た
」
と
す
る
。
そ
れ
は
、
「
重

大
な
秘
密
の
伝
達
者
た
り
う
る
条
件
」
と
し
て
「
超
現
実
的
な
異
質
性
を
持
つ

『
老
者
』
」
で
あ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
っ
た
か
ら
だ
と
説
明
し
て
い
る
。

　
ま
た
、
永
井
氏
は
、
薫
に
秘
密
の
伝
達
を
行
う
弁
の
君
に
は
「
老
人
」
と
い

う
呼
称
が
与
え
ら
れ
、
薫
の
恋
の
仲
介
役
を
担
う
弁
の
君
に
は
「
弁
」
「
尼
」

と
呼
称
の
変
化
が
行
わ
れ
て
い
く
、
と
結
論
付
け
て
い
る
が
、
こ
の
点
に
つ
い

て
、
本
稿
は
見
解
を
異
に
す
る
。
【
表
】
を
確
認
す
る
と
、
た
し
か
に
物
語
は

薫
に
出
生
の
詳
細
を
伝
え
た
弁
の
君
を
「
老
人
」
と
呼
称
し
て
い
る
が
、
こ
の

呼
称
は
総
角
巻
の
途
中
ま
で
使
用
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
と
き
、
す
で
に
弁
の
君

は
、
薫
と
大
君
の
恋
の
仲
介
者
と
し
て
活
躍
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
次
に
金
子
氏
の
説
を
挙
げ
る
。
ま
ず
弁
の
君
が
「
老
人
」
と
呼
称
さ
れ
る
こ

と
に
つ
い
て
は
「
薫
に
と
っ
て
彼
女
（
n
弁
の
君
…
引
用
者
注
）
は
ま
だ
本
当

五
六

に
は
心
の
許
せ
ぬ
、
し
か
し
疎
略
に
は
扱
い
か
ね
る
『
老
い
人
』
で
あ
る
こ
と

を
示
す
」
と
し
、
「
弁
」
の
呼
称
は
、
「
薫
と
大
君
の
仲
に
立
っ
て
、
二
人
の
仲

を
成
就
さ
せ
よ
う
と
す
る
役
目
の
人
物
」
で
あ
る
こ
と
を
示
す
と
し
て
い
る
。

「
弁
」
の
呼
称
に
関
す
る
指
摘
は
、
永
井
氏
の
指
摘
と
重
な
る
も
の
で
、
や
は

り
本
稿
と
は
見
解
を
異
に
す
る
。

　
な
お
、
金
子
氏
は
、
弁
の
君
の
呼
称
に
つ
い
て
「
構
想
の
展
開
、
心
理
描
写
、

性
格
描
写
等
の
面
に
お
い
て
、
そ
の
場
面
々
々
に
応
じ
て
そ
の
呼
称
を
　
『
弁
』

『
弁
の
尼
』
『
尼
君
』
『
老
人
』
『
ふ
る
人
』
等
と
使
い
分
け
て
、
そ
の
効
果
を
高

め
て
い
る
」
と
説
明
し
て
い
る
。
金
子
氏
の
説
か
れ
る
呼
称
変
化
と
は
、
「
状

況
に
応
じ
た
呼
称
の
使
い
分
け
」
と
い
う
意
味
で
あ
り
、
呼
称
と
登
場
人
物
の

役
割
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
そ
の
人
物
が
一
々
の
場
面
で
ど
の
よ
う
な
役
割

を
担
っ
て
い
る
の
か
を
呼
称
が
象
徴
し
て
い
る
、
と
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
る

だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
登
場
人
物
の
役
割
・
場
面
の
状
況
と
い
う
〈
物
語
内
容
〉

が
先
に
存
在
し
、
そ
れ
に
相
応
し
い
呼
称
1
1
〈
表
現
〉
を
後
か
ら
設
定
す
る
と

い
う
理
解
で
あ
る
。
こ
う
し
た
呼
称
の
あ
り
方
に
つ
い
て
は
、
永
井
氏
も
同
様

の
理
解
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
永
井
氏
の
「
弁
の
君
の
役
割
に
と
っ
て
は
ま
ず

当
初
は
『
老
齢
』
で
あ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
っ
た
」
と
い
う
説
明
は
、
物
語
展

開
上
「
老
齢
」
で
あ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
っ
た
弁
の
君
の
人
物
設
定
を
、
「
老

人
」
と
い
う
呼
称
が
象
徴
し
て
い
る
、
と
い
う
理
解
と
等
価
で
あ
ろ
う
。

　
し
か
し
、
こ
れ
ま
で
の
人
物
呼
称
に
対
す
る
理
解
で
は
、
「
老
人
」
か
ら

「
弁
」
へ
と
い
う
呼
称
の
変
化
は
説
明
で
き
な
い
の
で
は
な
い
か
。
永
井
論
文
・

金
子
論
文
は
、
「
弁
」
と
呼
称
さ
れ
る
弁
の
君
に
、
「
薫
と
大
君
の
恋
を
成
就
さ
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せ
よ
う
と
す
る
」
役
割
が
あ
る
と
す
る
が
、
本
来
「
弁
」
と
い
う
呼
び
名
に
そ

の
よ
う
な
象
徴
的
な
意
味
が
あ
る
わ
け
で
は
あ
る
ま
い
。
「
登
場
人
物
の
役
割

を
呼
称
が
象
徴
す
る
」
と
い
う
考
え
方
を
採
用
す
る
永
井
論
文
・
金
子
論
文
で

は
、
「
老
人
」
か
ら
「
弁
」
の
呼
称
変
化
が
説
明
で
き
な
い
の
だ
。

　
そ
こ
で
、
本
稿
で
は
人
物
呼
称
に
対
す
る
発
想
の
転
換
し
、
人
物
呼
称
と
い

う
〈
表
現
〉
こ
そ
が
登
場
人
物
の
役
割
や
人
物
像
を
規
定
し
て
い
き
、
呼
称
の

変
化
が
役
割
や
人
物
像
を
変
容
さ
せ
て
し
ま
う
と
考
え
、
「
老
人
」
か
ら
「
弁
」

へ
と
い
う
弁
の
君
の
呼
称
変
化
を
い
ま
一
度
考
え
る
。
呼
称
が
先
行
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
弁
の
人
物
像
が
形
成
さ
れ
て
い
く
様
相
を
、
次
章
で
確
認
す
る
こ
と

と
す
る
。

三
　
呼
称
が
紡
ぐ
〈
物
語
〉

ま
ず
、
弁
の
君
が
初
め
て
物
語
に
登
場
し
た
場
面
を
い
ま
一
度
検
討
す
る
。

　
　
こ
の
．
老
人
は
う
ち
泣
き
ぬ
。
「
さ
し
過
ぎ
た
る
罪
も
や
、
と
思
う
た
ま
へ

　
　
忍
ぶ
れ
ど
、
あ
は
れ
な
る
昔
の
御
物
語
の
、
い
か
な
ら
ん
つ
い
で
に
う
ち

　
　
出
で
き
こ
え
さ
せ
、
片
は
し
を
も
ほ
の
め
か
し
知
う
し
め
さ
せ
ん
と
、
年

　
　
ご
ろ
念
舗
の
つ
い
で
に
も
う
ち
ま
ぜ
思
う
た
ま
へ
わ
た
る
験
に
や
、
う
れ

　
　
し
き
を
り
に
は
べ
る
を
、
ま
だ
き
に
お
ぽ
ほ
れ
は
べ
る
涙
に
く
れ
て
、
え

　
　
こ
そ
聞
こ
え
さ
せ
ず
は
べ
り
け
れ
」
と
う
ち
わ
な
な
く
気
色
、
ま
こ
と
に

　
　
い
み
じ
く
も
の
悲
し
と
思
へ
り
。
　
　
　
　
　
　
　
［
橋
姫
・
一
四
五
頁
］

薫
が
宇
治
に
通
い
始
め
て
す
で
に
三
年
と
い
う
年
月
が
流
れ
て
い
た
。
そ
の
間
、

弁
の
君
は
「
さ
し
過
ぎ
た
る
罪
も
や
、
と
思
う
た
ま
へ
忍
」
ん
で
い
た
と
自
ら

呼
称
が
紡
ぐ
〈
物
語
〉
　
（
外
山
　
敦
子
）

説
明
す
る
。
見
ず
知
ら
ず
の
自
分
が
、
突
然
重
大
な
秘
密
を
打
ち
明
け
る
な
ど

と
い
う
の
は
出
過
ぎ
た
行
為
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
お
答
め
を
受
け
る
の
で
は
な

い
か
と
自
制
し
て
い
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
弁
の
君
は
、
い
ま
薫
と

の
対
面
の
機
会
を
得
、
自
ら
沈
黙
を
破
る
こ
と
を
決
意
し
た
の
だ
。
弁
の
君
が

長
年
の
沈
黙
を
破
り
「
さ
し
過
ぎ
た
る
罪
」
を
も
恐
れ
ぬ
行
為
に
及
ぶ
こ
と
を

決
意
し
た
の
は
、
次
の
理
由
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　
　
「
か
か
る
つ
い
で
し
も
は
べ
ら
じ
か
し
。
ま
た
、
は
べ
り
と
も
、
夜
の
間

　
　
の
ほ
ど
知
ら
ぬ
命
の
頼
む
べ
き
に
も
は
べ
ら
ぬ
を
。
さ
ら
ば
、
た
だ
、
か

　
　
か
る
古
者
世
に
は
べ
り
け
り
と
ば
か
り
知
う
し
め
さ
れ
は
べ
ら
な
ん
。

　
　
（
後
略
）
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
［
橋
姫
・
一
四
五
頁
］

後
に
判
明
す
る
が
、
弁
の
君
は
こ
の
と
き
「
六
十
に
少
し
足
ら
ぬ
ほ
ど
」
［
橋

姫
・
一
五
九
頁
］
で
あ
り
、
と
う
に
盛
り
を
過
ぎ
た
老
人
だ
っ
た
。
そ
の
老
人

が
、
「
こ
の
よ
う
な
機
会
は
二
度
と
な
い
。
自
分
の
人
生
は
あ
と
『
夜
の
間
の

ほ
ど
知
ら
ぬ
命
』
し
か
な
い
の
だ
か
ら
」
と
、
沈
黙
を
破
り
自
ら
進
ん
で
語
る

決
意
を
固
め
た
の
だ
。
弁
の
君
の
告
白
は
、
命
の
期
限
を
自
覚
し
た
老
人
の
厳

し
く
も
悲
し
い
決
断
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
突
然
の
弁
の
君
の
告
白
に
、
薫
は
「
あ
や
し
く
、
夢
語
、
巫
女
や
う
の

も
の
の
問
は
ず
語
り
す
ら
ん
や
う
に
め
づ
ら
か
に
思
さ
る
れ
ど
」
［
橋
姫
・
一

四
七
頁
］
と
動
揺
す
る
。
「
問
は
ず
語
り
」
と
は
、
話
し
手
の
意
志
だ
け
が
、

或
る
目
的
意
識
を
も
っ
て
か
た
ら
れ
、
相
手
側
に
自
分
の
事
情
を
殆
ど
一
方
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ベ

に
知
ら
せ
理
解
さ
せ
よ
う
と
す
る
語
り
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
一
方
で
、
人
に
問

わ
れ
る
前
に
自
分
か
ら
語
り
だ
し
う
わ
さ
を
拡
げ
て
し
ま
う
危
険
性
と
背
中
合

五
七
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七
号

わ
せ
な
の
で
あ
っ
た
。

　
　
昔
の
御
事
は
、
年
ご
ろ
か
く
朝
夕
に
見
た
て
ま
つ
り
馴
れ
、
心
隔
つ
る
隈

　
　
な
く
思
ひ
き
こ
ゆ
る
君
た
ち
に
も
、
一
言
う
ち
出
で
き
こ
ゆ
る
つ
い
で
な

　
　
く
、
忍
び
こ
め
た
り
け
れ
ど
、
中
納
言
の
君
は
、
、
古
人
の
…
問
ぱ
ず
葡
視
、

　
　
み
な
、
例
の
こ
と
な
れ
ば
、
お
し
な
べ
て
あ
は
あ
は
し
う
な
ど
は
言
ひ
ひ

　
　
ろ
げ
ず
と
も
、
い
と
恥
つ
か
し
げ
な
め
る
御
心
ど
も
に
は
聞
き
お
き
た
ま

　
　
へ
ら
む
か
し
、
と
推
し
は
か
ら
る
る
が
、
ね
た
く
も
い
と
ほ
し
く
も
お
ぼ

　
　
ゆ
る
に
ぞ
、
ま
た
も
て
離
れ
て
は
や
ま
じ
と
思
ひ
寄
ら
る
る
つ
ま
に
も
な

　
　
り
ぬ
べ
き
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
［
椎
本
．
二
〇
一
頁
］

弁
の
君
の
「
問
は
ず
語
り
」
は
、
薫
に
ど
っ
て
、
長
年
お
ぼ
つ
か
な
く
思
っ
て

い
た
出
生
の
詳
細
を
知
ら
せ
て
く
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
一
方
で
そ
の

「
問
は
ず
語
り
」
こ
そ
が
、
弁
の
君
へ
の
不
信
感
を
増
幅
さ
せ
る
要
因
と
も
な
っ

て
い
く
の
で
あ
る
。
薫
の
出
生
の
詳
細
が
明
ら
か
に
な
る
こ
れ
ら
の
場
面
で
、

弁
の
君
が
「
老
人
」
「
古
人
」
と
呼
称
さ
れ
る
の
は
、
金
子
論
文
が
説
く
よ
う

に
弁
の
君
が
「
薫
に
と
っ
て
心
を
許
す
こ
と
が
で
き
ぬ
老
人
」
だ
か
ら
だ
と
、

一
応
は
結
論
づ
け
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
薫
は
、
こ
ち
ら
が
聞
き
も
し
な
い
の

に
勝
手
に
出
生
の
秘
密
を
語
る
よ
う
な
「
問
は
ず
語
り
」
を
す
る
「
古
人
」
を

信
用
し
き
れ
な
い
の
で
あ
る
。
薫
が
弁
の
君
の
こ
と
を
「
問
は
ず
語
り
」
を
す

る
「
古
人
」
と
認
識
し
て
い
る
の
は
、
こ
の
場
面
だ
け
で
は
な
い
。

　
　
か
や
う
の
　
古
人
は
、
、
問
は
ず
語
り
に
や
、
あ
や
し
き
こ
と
の
例
に
言
ひ

　
　
出
づ
ら
ん
と
苦
し
く
思
せ
ど
、
か
へ
す
が
へ
す
も
散
ら
さ
ぬ
よ
し
を
誓
ひ

　
　
　

　
　
つ
る
、
さ
も
や
と
ま
た
思
ひ
乱
れ
た
ま
ふ
。
　
　
　
［
橋
姫
・
一
六
三
頁
］

五
八

　
　
こ
な
た
に
て
、
か
⑳
、
問
は
ず
語
り
の
、
古
人
．
召
し
出
で
て
、
残
り
多
か
る

　
　
物
語
な
ど
せ
さ
せ
た
ま
ふ
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
［
椎
本
・
一
八
三
頁
］

薫
は
、
弁
の
君
が
自
分
に
重
大
な
秘
密
を
「
問
は
ず
語
り
」
し
た
よ
う
に
、
誰

彼
と
な
く
自
分
の
秘
密
を
「
あ
や
し
き
こ
と
の
例
」
と
し
て
語
り
散
ら
し
て
し

ま
う
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
お
り
、
秘
密
の
漏
洩
を
危
惧
す
る
。
た
し
か
に
、

弁
の
君
の
語
り
は
「
問
は
ず
語
り
」
だ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
は
薫
一
人
に
対

し
て
の
も
の
で
あ
っ
て
、
薫
に
は
「
か
へ
す
が
へ
す
も
散
ら
さ
ぬ
よ
し
を
誓
」
っ

て
い
る
し
、
事
実
、
後
見
を
務
め
る
宇
治
の
姫
君
た
ち
に
さ
え
決
し
て
旧
外
す

る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
誰
彼
と
な
く
語
り
散
ら
し
て
う
わ
さ
を
拡
げ
て
し
ま
う

と
い
う
「
問
は
ず
語
り
」
で
は
な
か
っ
た
の
だ
。
実
は
弁
の
君
と
い
う
人
物
は
、

実
現
困
難
と
思
わ
れ
た
亡
き
主
人
で
あ
る
柏
木
の
遺
言
を
遵
守
し
、
無
事
に
約

束
を
果
た
す
ほ
ど
の
才
覚
の
持
ち
主
で
あ
り
、
忠
実
で
信
頼
の
お
け
る
女
房
な

の
で
あ
る
。
薫
に
対
し
て
も
「
秘
密
を
守
る
」
と
い
う
約
束
を
遂
に
違
え
る
こ

と
は
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
薫
は
、
弁
の
君
を
「
問
は
ず
語
り
の
古
人
」
と
呼

ぶ
こ
と
に
よ
っ
て
、
誰
彼
と
な
く
お
し
ゃ
べ
り
を
す
る
信
頼
の
お
け
な
い
人
物
、

　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

と
い
う
偽
り
の
弁
の
君
像
を
作
り
上
げ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
だ
。
つ
ま
り
こ
こ

で
は
、
弁
の
君
が
信
用
で
き
な
い
人
物
だ
か
ら
「
問
は
ず
語
り
の
古
人
」
と
い

う
呼
称
が
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
真
実
の
弁
の
君
は
信
頼
の
お
け
る

人
物
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
薫
自
身
が
「
問
は
ず
語
り
の
古
人
」
と
呼
ぶ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

こ
と
に
よ
っ
て
真
実
の
弁
の
君
を
見
失
っ
て
ゆ
き
、
代
わ
り
に
偽
り
の
弁
の
君

像
を
作
り
上
げ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
さ
し
く
、
呼
称
と
い
う
〈
表

現
〉
が
人
物
像
と
い
う
〈
内
容
〉
を
紡
ぎ
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
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ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
そ
し
て
実
は
、
物
語
に
と
っ
て
重
要
な
の
は
真
実
の
弁
の
君
像
で
は
な
い
。

「
問
は
ず
語
り
の
古
人
」
と
い
う
呼
称
に
よ
っ
て
作
り
上
げ
ら
れ
た
偽
り
の
弁

ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

の
君
像
こ
そ
が
、
次
の
物
語
展
開
を
呼
び
込
む
重
要
な
鍵
と
し
て
機
能
す
る
の

で
あ
る
。
実
際
の
弁
の
君
は
決
し
て
秘
密
を
口
外
し
な
か
っ
た
が
、
薫
は
「
問

は
ず
語
り
の
古
人
」
は
宇
治
の
姫
君
た
ち
に
は
秘
密
を
話
し
て
し
ま
う
か
も
し

れ
な
い
と
警
戒
し
、
「
ま
た
も
て
離
れ
て
は
や
ま
じ
」
と
、
い
っ
そ
の
こ
と
姫

君
た
ち
を
わ
が
も
の
に
し
よ
う
と
さ
え
考
え
る
。
こ
う
し
て
薫
は
大
君
接
近
を

正
当
化
・
合
理
化
す
る
が
、
そ
の
つ
じ
つ
ま
合
わ
せ
に
利
用
さ
れ
た
の
が
「
問

は
ず
語
り
の
古
人
」
と
い
う
呼
称
が
作
り
上
げ
た
偽
り
の
弁
の
君
像
な
の
で
あ
っ

た
。
こ
こ
に
も
、
呼
称
と
い
う
〈
表
現
〉
こ
そ
が
次
の
物
語
展
開
と
い
う
〈
内

容
〉
を
紡
ぎ
出
し
て
い
く
様
相
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

四
　
変
貌
さ
せ
ら
れ
る
弁
の
君

　
橋
姫
・
椎
本
両
巻
に
お
い
て
、
弁
の
君
は
薫
に
よ
っ
て
「
老
人
」
「
古
人
」

と
認
識
さ
れ
、
人
間
性
を
誤
解
さ
れ
て
し
ま
う
。
し
か
し
、
物
語
の
進
行
に
と
っ

て
は
そ
の
〈
誤
認
〉
こ
そ
が
重
要
で
、
薫
が
弁
の
君
に
疑
い
の
目
を
向
け
た
こ

と
が
、
大
君
接
近
と
い
う
新
た
な
物
語
を
呼
び
込
む
契
機
と
し
て
作
用
し
て
い

く
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
薫
と
大
君
の
恋
を
語
る
総
角
巻
へ
と
進
行
、
薫
は

弁
の
君
に
大
君
と
の
仲
介
を
さ
せ
る
。
し
か
し
、
前
述
し
た
よ
う
に
「
薫
と
大

君
と
の
恋
の
仲
介
者
」
と
し
て
の
弁
の
君
は
引
き
続
き
「
老
人
」
と
呼
称
さ
れ

る
。
で
は
、
総
角
巻
の
途
中
で
弁
の
君
に
初
め
て
「
弁
」
の
呼
称
が
使
用
さ
れ

る
瞬
間
、
物
語
は
ど
の
よ
う
な
展
開
を
み
せ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

呼
称
が
紡
ぐ
〈
物
語
〉
　
（
外
山
　
敦
子
）

　
　
客
人
は
、
弁
の
お
も
と
呼
び
出
で
た
ま
ひ
て
、
こ
ま
か
に
語
ら
ひ
お
き
、

　
　
御
消
息
す
く
す
く
し
く
聞
こ
え
お
き
て
出
で
た
ま
ひ
ぬ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
［
総
角
・
二
四
一
頁
］

こ
の
引
用
本
文
は
、
八
の
宮
の
喪
中
で
あ
っ
た
大
君
の
も
と
に
薫
が
む
り
や
り

押
し
入
り
、
何
事
も
な
か
っ
た
と
は
い
え
そ
の
ま
ま
二
人
で
一
夜
を
過
ご
し
た

翌
朝
、
薫
が
弁
の
君
を
呼
び
出
す
場
面
で
あ
る
。
弁
の
君
の
呼
称
は
、
こ
の
一

夜
を
境
に
「
老
人
」
か
ら
「
弁
」
へ
変
化
し
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
。
こ

の
朝
薫
が
呼
び
出
し
の
は
、
「
老
人
」
と
し
て
の
弁
の
君
で
は
な
く
、
本
来
の

呼
び
名
「
弁
」
と
呼
称
さ
れ
た
弁
の
君
で
あ
っ
た
。
そ
も
そ
も
薫
は
、
弁
の
君

を
「
問
は
ず
語
り
の
古
人
」
と
呼
称
す
る
こ
と
で
、
大
君
接
近
を
正
当
化
し
て

い
た
。
し
か
し
大
君
と
一
夜
を
共
に
し
、
大
君
を
我
が
も
の
に
し
た
今
、
薫
に

は
弁
の
君
を
「
老
人
」
「
古
人
」
と
呼
称
す
る
理
由
が
消
滅
し
た
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
こ
こ
で
は
、
「
弁
の
お
も
と
」
を
呼
び
出
し
た
薫
自
身
に
、
「
客
人
」

と
い
う
呼
称
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
も
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。
薫
と
一
夜
を

共
に
し
た
（
は
ず
の
）
大
君
は
、
父
八
の
宮
亡
き
後
、
今
や
八
の
宮
邸
の
女
主

人
で
あ
る
。
薫
は
八
の
宮
邸
の
女
主
人
と
一
夜
を
共
に
し
た
の
で
あ
っ
て
、
本

来
な
ら
ば
こ
の
一
夜
を
機
に
身
内
と
し
て
の
待
遇
を
う
け
て
し
か
る
べ
き
な
の

だ
。
そ
の
薫
を
物
語
は
引
き
続
き
「
客
人
」
と
呼
称
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し

か
し
、
本
当
に
薫
は
八
の
宮
家
の
〈
身
内
〉
な
の
か
。
薫
と
大
君
と
の
一
夜
に

は
、
実
事
の
伴
わ
な
い
と
い
う
重
大
な
欠
陥
が
あ
っ
た
。
薫
と
大
君
の
夫
婦
関

係
は
見
せ
か
け
だ
け
で
、
そ
の
内
実
は
著
し
く
空
洞
化
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

つ
ま
り
真
実
の
薫
は
、
い
ま
だ
に
八
の
宮
邸
の
「
客
人
」
で
し
か
な
い
の
だ
。

五
九
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大
君
を
我
が
も
の
に
し
た
と
思
い
込
ん
で
「
弁
」
を
呼
び
出
す
薫
だ
が
、
し
か

し
一
方
で
薫
と
大
君
は
、
い
ま
だ
に
本
来
の
夫
婦
関
係
に
至
っ
て
は
い
な
い
。

薫
を
「
客
人
」
、
弁
の
君
を
「
弁
の
お
も
と
」
と
呼
称
す
る
こ
の
一
文
は
、
薫

と
大
君
と
の
内
実
の
伴
わ
な
い
不
確
定
で
曖
昧
な
関
係
性
を
浮
き
彫
り
に
す
る

と
と
も
に
、
大
君
を
我
が
も
の
に
し
た
と
思
い
込
ん
で
安
心
し
て
い
る
薫
の
認

識
の
甘
さ
を
も
露
わ
に
す
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
場
面
以
降
、
弁
の
君
は
薫
に
よ
っ
て
「
弁
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
る

が
、
こ
の
呼
称
変
化
と
、
弁
の
君
の
物
語
に
お
け
る
役
割
と
は
ど
の
よ
う
に
連

動
し
て
い
く
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
場
面
の
前
後
、
つ
ま
り
薫
と
大
君
と
が
一
夜

を
共
に
す
る
直
前
の
場
面
（
A
）
と
、
そ
の
直
後
の
場
面
（
B
）
と
を
挙
げ
、

弁
の
君
の
言
動
を
比
較
す
る
こ
と
と
す
る
。

A
　
け
ざ
や
か
に
お
と
な
び
て
も
い
か
で
か
は
さ
か
し
が
り
た
ま
は
む
と
こ
と

　
　
わ
り
に
て
、
例
の
、
古
人
．
召
し
出
で
て
ぞ
語
ら
ひ
た
ま
ふ
。
（
中
略
）

　
　
「
宮
の
御
事
を
も
、
か
く
聞
こ
ゆ
る
に
、
う
し
ろ
め
た
く
は
あ
ら
じ
と
う

　
　
ち
と
け
た
ま
ふ
さ
ま
な
ら
ぬ
は
、
内
々
に
、
さ
り
と
も
思
ほ
し
む
け
た
る

　
　
事
の
さ
ま
あ
ら
む
。
な
ほ
、
い
か
に
、
い
か
に
」
と
、
う
ち
な
が
め
つ
つ

　
　
の
た
ま
へ
ば
、
例
の
、
わ
ろ
び
た
る
女
ば
ら
な
ど
は
、
か
か
る
こ
と
に
は
、

　
　
憎
き
さ
か
し
ら
も
言
ひ
ま
ぜ
て
言
よ
が
り
な
ど
も
す
め
る
を
、
い
と
さ
は

　
　
ど
、
「
も
と
よ
り
、
か
く
人
に
違
ひ
た
ま
へ
る
御
癖
ど
も
に
は
べ
れ
ば
に

　
　
や
、
い
か
に
も
い
か
に
も
、
世
の
常
に
、
何
や
か
や
な
ど
思
ひ
寄
り
た
ま

　
　
へ
る
御
気
色
に
な
む
は
べ
ら
ぬ
。
（
中
略
）
か
く
山
深
く
た
つ
ね
き
こ
え

六
〇

さ
せ
た
ま
ふ
め
る
御
心
ざ
し
の
、
年
経
て
見
た
て
ま
つ
り
馴
れ
た
ま
へ
る

け
は
ひ
も
、
疎
か
ら
ず
思
ひ
き
こ
え
さ
せ
た
ま
ひ
、
今
は
、
と
ざ
ま
か
う

ざ
ま
に
、
こ
ま
か
な
る
筋
聞
こ
え
通
ひ
た
ま
ふ
め
る
に
、
か
の
御
方
を
さ

や
う
に
お
も
む
け
て
聞
こ
え
た
ま
は
ば
と
な
む
思
す
べ
か
め
る
。
宮
の
御

文
な
ど
は
べ
る
め
る
は
、
さ
ら
に
ま
め
ま
め
し
き
御
事
な
ら
じ
と
は
べ
る

め
る
」
と
聞
こ
ゆ
れ
ば
、
（
中
略
）
。
老
人
・
、
は
た
、
か
ば
か
り
心
細
き

に
、
あ
ら
ま
ほ
し
げ
な
る
御
あ
り
さ
ま
を
、
い
と
切
に
、
さ
も
あ
ら
せ
た

て
ま
つ
ら
ば
や
と
思
へ
ど
、
い
つ
方
も
恥
つ
か
し
げ
な
る
御
あ
り
さ
ま
ど

B

も
な
れ
ば
、
思
ひ
の
ま
ま
に
は
え
聞
こ
え
ず
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
［
総
角
・
二
二
七
～
二
三
一
頁
］

暮
れ
ゆ
く
に
、
客
人
は
帰
り
た
ま
は
ず
。
姫
宮
い
と
む
つ
か
し
と
思
す
。

「弁

Q
り
て
、
御
消
息
ど
も
聞
こ
え
伝
へ
て
、
恨
み
た
ま
ふ
を
こ
と
わ
り

な
る
よ
し
を
つ
ぶ
つ
ぶ
と
聞
こ
ゆ
れ
ば
、
答
へ
も
し
た
ま
は
ず
、
（
中
略
）

姫
宮
思
し
わ
づ
ら
ひ
て
、
一
弁
」
が
参
れ
る
に
の
た
ま
ふ
。
（
中
略
）
「
さ
の

み
こ
そ
は
、
さ
き
ざ
き
も
御
気
色
を
見
た
ま
ふ
れ
ば
、
い
と
よ
く
聞
こ
え

さ
す
れ
ど
、
さ
は
え
思
ひ
あ
ら
た
む
ま
じ
き
、
丘
ハ
部
卿
宮
の
御
恨
み
深
さ

ま
さ
る
め
れ
ば
、
ま
た
そ
な
た
ざ
ま
に
、
い
と
よ
く
後
見
き
こ
え
む
と
な

む
聞
こ
え
た
ま
ふ
。
ー
。
（
中
略
）
」

　
な
ど
、
す
べ
て
言
多
く
申
し
つ
づ
く
れ
ば
、
い
と
憎
く
心
づ
き
な
し
と
思

　
し
て
、
ひ
れ
臥
し
た
ま
へ
り
。
　
　
　
　
［
総
角
・
二
四
六
～
二
五
〇
頁
］

A
は
、
弁
の
君
が
、
薫
と
大
君
と
を
仲
介
し
て
い
る
場
面
で
あ
る
。
こ
こ
で

仲
介
者
と
し
て
の
弁
の
君
の
対
応
に
注
目
し
た
い
。
弁
の
君
は
心
の
中
で
薫
と
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大
君
と
の
結
婚
を
「
あ
ら
ま
ほ
し
か
る
べ
き
御
事
」
と
思
っ
て
お
り
、
二
人
の

結
婚
が
成
立
す
る
こ
と
を
心
か
ら
望
ん
で
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
だ
が
、
弁
の

君
は
そ
れ
を
決
し
て
口
に
出
し
た
り
は
し
な
い
。
あ
く
ま
で
も
客
人
で
あ
る
薫

の
言
い
分
と
主
人
で
あ
る
大
君
の
言
い
分
を
、
そ
れ
ぞ
れ
相
手
に
伝
え
の
み
で

あ
る
。

　
と
こ
ろ
が
、
同
じ
く
薫
と
大
君
と
を
仲
介
す
る
場
面
B
で
は
、
仲
介
者
と
し

て
の
弁
の
君
の
態
度
が
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
。
例
え
ば
、
A
・
B
そ
れ
ぞ
れ

の
■
部
分
、
A
「
あ
ら
ま
ほ
し
か
る
べ
き
御
事
ど
も
」
、
B
「
思
う
や
う
な

る
御
事
ど
も
」
の
指
し
示
す
内
容
は
い
ず
れ
も
「
自
分
（
弁
の
君
）
が
願
っ
て

い
る
事
‖
薫
と
大
君
の
結
婚
」
で
あ
り
、
A
・
B
と
も
に
、
薫
と
大
君
が
結
ば

れ
て
欲
し
い
と
い
う
弁
の
君
の
気
持
ち
に
変
化
は
み
ら
れ
な
い
。
し
か
し
、
A

の
弁
の
君
が
、
そ
れ
ぞ
れ
相
手
の
言
い
分
を
伝
え
る
の
み
で
、
自
分
の
願
望
は
、

「
思
ひ
の
ま
ま
に
は
え
聞
こ
え
ず
」
だ
っ
た
の
に
対
し
て
、
B
の
弁
の
君
は

「
二
人
の
結
婚
は
願
っ
て
も
な
い
こ
と
だ
」
と
大
君
に
は
っ
き
り
意
見
し
て
お

り
、
呼
称
変
化
を
境
に
、
弁
の
君
の
言
動
は
大
き
く
変
化
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
B
の
傍
線
「
恨
み
た
ま
ふ
を
こ
と
わ
り
な
る
よ
し
を
つ
ぶ
つ
ぶ
と
聞
こ

ゆ
」
と
い
う
部
分
も
同
様
で
あ
る
。
弁
の
君
は
大
君
に
、
薫
が
大
君
の
つ
れ
な

い
態
度
を
「
恨
み
た
ま
ふ
」
こ
と
を
伝
え
た
だ
け
で
な
く
、
薫
が
「
恨
み
た
ま

ふ
」
こ
と
は
、
自
分
（
弁
の
君
）
が
考
え
て
も
「
こ
と
わ
り
」
な
の
だ
と
「
つ

ぶ
つ
ぶ
と
」
大
君
を
諌
め
て
い
る
。
「
老
人
」
か
ら
「
弁
」
へ
の
呼
称
変
化
は
、

単
な
る
呼
称
の
変
化
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
く
、
弁
の
君
の
人
物
像
の
変
化

と
も
連
動
し
て
い
く
の
で
あ
る
。

呼
称
が
紡
ぐ
〈
物
語
〉
　
（
外
山
　
敦
子
）

　
そ
し
て
、
弁
の
君
の
変
貌
は
、
さ
ら
に
物
語
を
新
た
な
展
開
へ
と
導
く
こ
と

に
な
る
。
薫
に
全
面
的
に
協
力
す
る
「
弁
」
に
不
信
感
を
持
っ
て
反
発
す
る
の

は
、
以
前
の
よ
う
に
薫
で
は
な
く
、
今
度
は
大
君
な
の
で
あ
っ
た
。
大
君
は
突

然
自
分
の
願
望
を
主
張
す
る
よ
う
に
な
っ
た
「
弁
」
に
「
答
へ
も
し
た
ま
は
ず
」
、

「
い
と
憎
く
心
づ
き
な
し
と
思
し
て
、
ひ
れ
臥
し
た
ま
へ
り
」
と
徹
底
的
に
反

発
し
、
以
後
大
君
は
一
人
殻
に
閉
じ
こ
も
っ
て
ひ
た
す
ら
死
へ
と
向
か
っ
て
い

く
の
で
あ
る
。

　
本
稿
で
は
、
『
源
氏
物
語
』
の
人
物
呼
称
が
一
々
の
場
面
の
論
理
や
人
物
像

を
象
徴
す
る
も
の
と
し
て
あ
る
の
で
は
な
く
、
人
物
呼
称
と
い
う
〈
表
現
〉
こ

そ
が
登
場
人
物
の
役
割
や
人
物
像
1
1
〈
物
語
内
容
〉
を
決
定
し
て
い
く
あ
り
方

に
つ
い
て
考
察
を
試
み
た
。
今
回
は
一
例
と
し
て
「
弁
の
君
」
の
呼
称
を
取
り

上
げ
た
が
、
呼
称
と
い
う
〈
表
現
〉
が
物
語
を
導
い
て
い
く
と
い
う
考
え
方
は
、

「
弁
の
君
」
の
よ
う
な
端
役
に
の
み
適
用
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
主
要
人
物

に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
と
考
え
る
。
物
語
は
〈
こ
と
ば
〉
に
よ
っ
て
紡
ぎ
出

さ
れ
る
も
の
だ
。
物
語
の
登
場
人
物
は
、
呼
称
と
い
う
〈
こ
と
ば
〉
が
そ
の
存

在
を
規
定
し
て
い
く
の
で
あ
る
。

　
注

（
1
）
本
稿
で
取
り
上
げ
る
「
弁
の
君
」
は
、
早
蕨
巻
で
出
家
剃
髪
す
る
こ
と
か
ら
、
一

　
　
般
に
「
弁
の
尼
」
と
通
称
さ
れ
る
。
し
か
し
、
『
源
氏
物
語
』
中
「
弁
の
尼
」
と
い

　
　
う
呼
称
は
二
例
し
か
存
在
せ
ず
（
【
表
】
参
照
）
、
「
弁
の
尼
」
は
物
語
内
に
お
け
る

　
　
最
も
一
般
的
な
呼
称
と
は
言
い
難
い
。
本
稿
は
呼
称
を
考
察
の
対
象
と
し
て
い
る

六
一
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（
2
）

（
3
）

愛
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淑
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部
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文
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篇
ー
　
第
二
七
号

た
め
、
あ
え
て
現
在
の
通
称
「
弁
の
尼
」
を
使
用
す
る
こ
と
を
避
け
、
物
語
が
初

め
て
「
弁
の
君
」
の
経
歴
を
語
る
場
面
、

　
　
姫
君
の
御
後
見
に
て
さ
ぶ
ら
は
せ
た
ま
ふ
、
弁
の
君
と
そ
い
ひ
け
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
［
橋
姫
・
一
五
九
頁
］

で
紹
介
さ
れ
た
呼
び
名
を
通
称
と
し
て
採
用
す
る
こ
と
に
し
た
。

玉
上
琢
彌
「
源
氏
物
語
作
中
人
物
呼
び
名
の
論
」
（
『
源
氏
物
語
評
釈
別
巻
一
源
氏

物
語
研
究
』
、
角
川
書
店
、
一
九
六
六
年
三
月
）
、
田
中
恭
子
「
源
氏
物
語
の
人
物

造
型
に
お
け
る
呼
称
の
意
義
」
（
「
関
根
慶
子
教
授
退
官
記
念
寝
覚
物
語
対
校
・

平
安
文
学
論
集
一
、
風
間
書
房
、
一
九
七
五
年
九
月
）
、
清
水
婦
久
子
「
源
氏
物
語

の
人
物
呼
称
ー
「
う
へ
」
と
語
り
の
問
題
ー
」
（
「
論
集
中
古
文
学
5
源
氏
物
語
の

人
物
と
構
造
」
、
笠
間
書
院
、
一
九
八
二
年
五
月
）
↓
改
題
「
人
間
呼
称
「
上
」

と
語
り
」
（
「
源
氏
物
語
の
風
景
と
和
歌
」
、
和
泉
書
院
、
一
九
九
七
年
九
月
）
、
吉

岡
暖
「
人
物
呼
称
」
（
「
源
氏
物
語
表
現
・
発
想
事
典
」
、
『
別
冊
國
文
學
源
氏
物

語
事
典
』
、
學
燈
社
、
一
九
八
九
年
五
月
）
、
吉
岡
畷
「
源
氏
物
語
に
お
け
る
人
物

呼
称
と
語
り
手
」
（
『
國
語
と
國
文
學
」
第
六
八
巻
第
六
号
、
一
九
九
一
年
六
月
）

↓
（
『
物
語
の
語
り
手
－
内
発
的
文
学
史
の
試
み
ー
』
、
笠
間
書
院
、
一
九
九
六
年

六
月
）
、
森
一
郎
「
源
氏
物
語
の
人
物
造
型
と
人
物
呼
称
の
連
関
」
（
『
源
氏
物
語
の

探
究
一
六
』
、
風
間
書
房
、
一
九
九
一
年
＝
月
）
↓
（
『
源
氏
物
語
の
主
題
と
表

現
世
界
ー
人
物
造
型
と
表
現
方
法
ー
』
、
勉
誠
社
、
一
九
九
四
年
七
月
）
、
木
村
佳

織
「
紫
上
の
妻
と
し
て
の
地
位
－
呼
称
と
寝
殿
居
住
の
問
題
を
め
ぐ
っ
て
ー
」

（「

?
ﾃ
文
学
』
第
五
二
号
、
一
九
九
三
年
＝
月
）
な
ど
。

森
一
郎
「
源
氏
物
語
の
人
物
造
型
と
人
物
呼
称
の
連
関
」
（
「
源
氏
物
語
の
探
究

一
六
」
、
風
間
書
房
、
一
九
九
一
年
＝
月
）
↓
（
「
源
氏
物
語
の
主
題
と
表
現
世

界
ー
人
物
造
型
と
表
現
方
法
1
」
、
勉
誠
社
、
一
九
九
四
年
七
月
）
。
な
お
、
引
用

（
4
）

（
5
）

（
6
）

（
7
）

（
8
）

六
二

文
の
傍
線
は
引
用
者
に
拠
る
。

引
用
は
、
す
べ
て
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
「
源
氏
物
語
一
（
小
学
館
）
に
拠
る
。

な
お
引
用
本
文
に
は
私
に
傍
線
等
を
付
し
、
下
に
巻
名
と
頁
数
を
記
し
た
。

総
角
巻
の
途
中
か
ら
は
「
弁
」
の
呼
称
が
圧
倒
的
に
多
く
な
る
と
し
た
が
、
し
か

し
【
表
】
で
明
ら
か
な
よ
う
に
「
老
人
」
と
い
う
呼
称
が
皆
無
に
な
る
わ
け
で
は

な
い
。
し
か
し
ま
ず
注
目
す
べ
き
は
、
弁
に
使
用
さ
れ
る
呼
称
を
概
観
し
た
と
き

に
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
大
き
な
変
化
（
流
れ
）
で
あ
り
、
本
稿
で
は
そ
の
変
化

が
い
か
な
る
現
象
を
引
き
起
こ
し
、
ど
の
よ
う
に
物
語
の
展
開
を
誘
引
す
る
か
と

い
う
点
に
つ
い
て
考
察
を
試
み
た
。
橋
姫
・
椎
本
両
巻
に
お
い
て
は
、
一
例
を
除

き
用
例
の
見
ら
れ
な
か
っ
た
「
弁
」
と
い
う
呼
称
が
、
総
角
巻
の
途
中
か
ら
増
え

て
い
る
こ
と
に
は
間
違
い
な
く
、
今
回
は
そ
の
現
象
に
重
点
を
お
い
た
。

「
源
氏
物
語
の
お
い
び
と
と
「
老
人
」
ー
こ
と
ば
の
意
味
す
る
も
の
」
（
「
源
氏
物
語

の
探
究
　
一
五
」
、
風
間
書
房
、
一
九
九
〇
年
一
〇
月
）
↓
改
題
「
源
氏
物
語
の

「
お
い
び
と
（
老
人
）
」
ー
こ
と
ば
の
意
味
す
る
も
の
ー
」
（
「
源
氏
物
語
と
老
い
」
、

笠
間
書
院
、
一
九
九
五
年
五
月
）
。

「「

ﾙ
の
君
」
呼
称
考
ー
宇
治
十
帖
に
於
け
る
そ
の
呼
称
の
変
化
に
つ
い
て
ー
」

（『

綜
m
舘
短
期
大
学
紀
要
』
第
＝
｝
号
、
一
九
八
七
年
三
月
）

伊
東
肇
「
ト
ハ
ズ
ガ
タ
リ
ー
「
カ
タ
リ
」
の
一
形
態
〈
源
氏
物
語
に
お
け
る
意

義
〉
」
（
『
芸
文
研
究
』
第
二
八
号
、
一
九
七
〇
年
二
月
）
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