
27 渡殿の戸口の紫の上

一
　
光
源
氏
を
見
送
る
紫
の
上

『
源
氏
物
語
』「
薄
雲
」
巻
、
光
源
氏
は
明
石
の
君
の
住
む
大
堰
へ
出
掛
け

て
い
く
。
そ
れ
は
、
正
月
が
過
ぎ
て
忙
し
さ
が
ひ
と
段
落
し
た
頃
の
訪
れ
で

あ
っ
た
。
身
支
度
を
調
え
た
光
源
氏
は
、
紫
の
上
の
も
と
に
出
立
の
挨
拶
を

し
に
向
か
う
。

山
里
の
つ
れ
づ
れ
を
も
絶
え
ず
思
し
や
れ
ば
、
公
私
も
の
騒
が
し
き
ほ

ど
過
ぐ
し
て
渡
り
た
ま
ふ
と
て
、
常
よ
り
こ
と
に
う
ち
化
粧
じ
た
ま
ひ

て
、
桜
の
御
直
衣
に
え
な
ら
ぬ
御
衣
ひ
き
重
ね
て
、
た
き
し
め
装
束
き

た
ま
ひ
て
罷
申
し
し
た
ま
ふ
さ
ま
、
隈
な
き
夕
日
に
い
と
ど
し
く
き
よ

ら
に
見
え
た
ま
ふ
を
、
女
君
た
だ
な
ら
ず
見
た
て
ま
つ
り
送
り
た
ま
ふ
。

姫
君
は
、
い
は
け
な
く
御
指
貫
の
裾
に
か
か
り
て
慕
ひ
き
こ
え
た
ま
ふ

ほ
ど
に
、
外
に
も
出
で
た
ま
ひ
ぬ
べ
け
れ
ば
、
立
ち
と
ま
り
て
、
い
と

あ
は
れ
と
思
し
た
り
。
こ
し
ら
へ
お
き
て
、「
明
日
帰
り
来
む
」
と
口
ず

さ
び
て
出
で
た
ま
ふ
に
、
渡
殿
の
戸
口
に
待
ち
か
け
て
、
中
将
の
君
し

て
聞
こ
え
た
ま
へ
り
。

舟
と
む
る
を
ち
か
た
人
の
な
く
は
こ
そ
明
日
か
へ
り
こ
む
夫
と
待

ち
み
め

い
た
う
馴
れ
て
聞
こ
ゆ
れ
ば
、
い
と
に
ほ
ひ
や
か
に
ほ
ほ
笑
み
て
、

行
き
て
み
て
明
日
も
さ
ね
来
む
な
か
な
か
に
を
ち
か
た
人
は
心
お

く
と
も

何
ご
と
と
も
聞
き
分
か
で
戯
れ
歩
き
た
ま
ふ
人
を
、
上
は
う
つ
く
し
と

見
た
ま
へ
ば
、
を
ち
か
た
人
の
め
ざ
ま
し
さ
も
こ
よ
な
く
思
し
ゆ
る
さ

れ
に
た
り
。 

（「
薄
雲
」
②
四
三
八
～
四
三
九
頁
（
１
））

光
源
氏
は
「
常
よ
り
こ
と
に
」
身
支
度
を
調
え
、
香
を
た
き
し
め
た
装
束
を

身
に
ま
と
っ
て
い
る
。
夕
日
に
照
ら
さ
れ
て
い
っ
そ
う
輝
く
ば
か
り
に
美
し

渡
殿
の
戸
口
の
紫
の
上

―
「
薄
雲
」
巻
に
お
け
る
中
将
の
君
を
介
し
た
歌
を
め
ぐ
っ
て

―
佐　
　

藤　
　

洋　
　

美
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い
姿
の
光
源
氏
を
、
紫
の
上
は
「
た
だ
な
ら
ず
」
見
送
る
。
し
か
し
、
幼
い

明
石
の
姫
君
が
指
貫
の
裾
に
ま
と
わ
り
つ
い
て
後
を
追
い
、
そ
れ
は
御
簾
の

外
に
も
出
て
し
ま
い
そ
う
な
勢
い
で
あ
っ
た
と
い
う
。
そ
の
た
め
、
光
源
氏

は
姫
君
を
な
だ
め
よ
う
と
「
明
日
帰
り
来
む
」
と
口
ず
さ
ん
で
か
ら
出
て
行

く
が
、
そ
の
言
葉
を
聞
い
た
紫
の
上
は
、「
渡
殿
の
戸
口
」
に
「
待
ち
か
け
」
て
、

光
源
氏
の
召
人
で
も
あ
る
紫
の
上
の
女
房
、
中
将
の
君
を
介
し
て
歌
を
詠
み

か
け
る
の
で
あ
っ
た
。

光
源
氏
が
発
し
た
「
明
日
帰
り
来
む
」
と
い
う
言
葉
と
、
そ
れ
を
受
け
て

詠
ま
れ
た
贈
答
歌
は
、
古
注
釈
以
来
、
催
馬
楽
「
桜
人
」
の
詞
章
を
ふ
ま
え

た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
き
た
。「
桜
人
」
は
夫
婦
の
掛
け
合
い
の

形
を
取
る
が
、
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
頭
注
で
は
、
光
源
氏
が
姫
君
に
向

け
て
言
っ
た
「
明
日
帰
り
来
む
」
と
い
う
言
葉
を
、
紫
の
上
が
「
自
分
に
対

す
る
源
氏
の
あ
て
こ
す
り
と
解
し
た
（
２
）」

こ
と
で
、「
舟
と
む
る
」
の
歌
が
呼
び

込
ま
れ
て
く
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
紫
の
上
の
歌
を
受
け
た
光
源
氏
は
「
行

き
て
み
て
」
の
歌
を
返
し
て
い
る
が
、
こ
こ
で
注
意
し
た
い
の
は
、
そ
の
歌

が
交
わ
さ
れ
た
場
所
が
「
渡
殿
の
戸
口
」
で
あ
り
、
中
将
の
君
を
介
す
と
い

う
形
を
と
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
な
ぜ
両
者
の
歌
の
贈
答
は
「
渡
殿
の
戸

口
」
で
お
こ
な
わ
れ
、
女
房
が
媒
介
と
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

当
該
場
面
に
お
け
る
紫
の
上
の
心
情
に
つ
い
て
は
、
斎
藤
曉
子
が
紫
の
上

は
「
姫
だ
け
は
完
全
に
奪
い
と
っ
た
と
い
う
勝
利
感
、
所
有
感
」
を
抱
い
て

い
る
（
３
）と

し
、
森
野
正
弘
が
明
石
の
姫
君
を
「「
罪
」
を
無
効
化
す
る
」
存
在
と

と
ら
え
る
（
４
）な

ど
、
紫
の
上
は
、
姫
君
の
養
母
と
な
っ
た
こ
と
で
明
石
の
君
に

対
す
る
嫉
妬
を
お
さ
め
て
い
る
と
さ
れ
て
き
た
。
ま
た
、
倉
田
実
は
「
桜
人
」

の
詞
章
が
「
遊
戯
的
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
諧
謔
性
を
顕
著
」
に
し
、

皮
肉
ぶ
り
が
大
き
く
緩
和
さ
れ
て
い
る
と
指
摘
し
て
、
余
裕
を
持
っ
た
紫
の

上
の
行
動
で
あ
る
と
と
ら
え
て
い
る
（
５
）。

た
し
か
に
、
紫
の
上
は
明
石
の
姫
君

を
引
き
取
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
光
源
氏
の
妻
と
し
て
、
姫
君
の
母
と
し
て

の
安
定
し
た
地
位
を
得
た
か
の
よ
う
に
見
え
る
。「
薄
雲
」
巻
の
当
該
場
面
に

お
い
て
も
、
光
源
氏
が
出
立
し
た
の
ち
、
無
邪
気
に
ふ
る
ま
う
明
石
の
姫
君

の
様
子
を
見
た
紫
の
上
は
、
姫
君
を
「
う
つ
く
し
」
と
思
う
か
ら
こ
そ
「
を

ち
か
た
人
の
め
ざ
ま
し
さ
も
こ
よ
な
く
思
し
ゆ
る
さ
れ
て
に
た
り
」
と
、
明

石
の
君
に
対
し
て
感
じ
る
不
快
感
も
許
す
気
に
な
っ
た
と
い
う
。

一
方
で
、
姫
君
を
得
て
も
な
お
明
石
の
君
に
対
し
て
穏
や
か
で
は
い
ら
れ

な
い
紫
の
上
の
心
情
を
読
み
取
る
見
方
も
あ
る
。
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集

頭
注
は
、「
常
よ
り
こ
と
に
う
ち
化
粧
じ
」
た
光
源
氏
を
「
た
だ
な
ら
ず
」
見

送
る
紫
の
上
の
視
線
に
は
明
石
の
君
に
対
す
る
嫉
妬
が
含
ま
れ
る
と
指
摘
す

る
（
６
）。

ま
た
、
出
て
行
こ
う
と
す
る
光
源
氏
に
紫
の
上
の
方
か
ら
歌
を
詠
み
か

け
る
こ
と
か
ら
、
大
内
英
範
は
「
紫
の
上
の
焦
燥
」
を
読
み
取
り
（
７
）、

玉
上
琢

彌
も
紫
の
上
が
「
心
に
動
揺
を
来
た
し
」
た
こ
と
に
よ
る
行
動
で
あ
る
と
と

ら
え
る
（
８
）。

こ
う
し
た
指
摘
を
ふ
ま
え
れ
ば
、
当
該
場
面
に
お
け
る
歌
の
贈
答
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に
込
め
ら
れ
た
意
味
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
重
要
で
あ
ろ
う
。

当
該
場
面
に
お
い
て
紫
の
上
が
光
源
氏
に
歌
を
詠
み
か
け
た
時
の
状
況
は
、

「
渡
殿
の
戸
口
に
待
ち
か
け
て
、
中
将
の
君
し
て
聞
こ
え
た
ま
へ
り
」
と
記
さ

れ
る
が
、「
渡
殿
の
戸
口
」
で
光
源
氏
を
「
待
ち
か
け
」
て
い
た
人
物
に
つ
い

て
は
、
紫
の
上
自
身
と
す
る
見
解
（
９
）と

中
将
の
君
と
す
る
見
解
）
（1
（

と
が
あ
る
。「
待

ち
か
け
」
と
い
う
語
は
、
動
詞
「
待
つ
」
に
補
助
動
詞
「
か
く
）
（（
（

」
が
接
続
し

た
も
の
で
あ
る
。「
待
ち
か
け
て
」
の
部
分
に
は
敬
語
が
付
属
し
て
い
な
い
が
）
（1
（

、

下
に
続
く
「
中
将
の
君
し
て
聞
こ
え
た
ま
へ
り
」
の
「
た
ま
ふ
」
で
受
け
る

形
に
な
っ
て
い
る
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
）
（1
（

。
つ
ま
り
、
当
該
場
面
で
は

紫
の
上
自
身
が
「
渡
殿
の
戸
口
」
に
ま
で
出
て
来
た
う
え
で
、
中
将
の
君
を

介
し
て
光
源
氏
に
歌
を
詠
み
か
け
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

で
は
な
ぜ
、
紫
の
上
は
歌
の
贈
答
の
場
所
と
し
て
「
渡
殿
の
戸
口
」
を
選
び
、

中
将
の
君
に
媒
介
と
な
る
こ
と
を
求
め
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
う
し
た
不
自

然
に
も
見
え
る
ふ
る
ま
い
つ
い
て
は
、
改
め
て
問
い
直
す
必
要
が
あ
る
。
本

稿
で
は
、
歌
が
交
わ
さ
れ
た
「
渡
殿
の
戸
口
」
の
位
相
を
と
ら
え
直
し
た
う

え
で
、
紫
の
上
の
ふ
る
ま
い
と
、
中
将
の
君
の
存
在
に
注
目
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
見
え
て
く
る
明
石
の
姫
君
を
引
き
取
っ
た
後
の
紫
の
上
の
あ
り
方
に
つ
い

て
検
討
し
た
い
。

二
　「
渡
殿
」
の
位
相

は
じ
め
に
、
渡
殿
と
は
ど
の
よ
う
な
場
所
で
あ
っ
た
か
を
考
え
て
み
た
い
。

渡
殿
は
、
寝
殿
造
の
邸
宅
を
構
成
す
る
建
物
の
一
つ
で
あ
り
、
建
築
学
と
文

学
の
両
面
か
ら
検
証
が
重
ね
ら
れ
て
き
た
）
（1
（

。
太
田
静
六
は
、
渡
殿
は
「
一
般

に
寝
殿
と
対
屋
な
ど
の
よ
う
に
主
要
棟
間
を
結
ぶ
」
も
の
で
あ
る
と
し
）
（1
（

、
倉

田
実
は
、
渡
殿
は
寝
殿
と
東
西
の
対
屋
と
の
間
に
南
北
に
二
条
が
渡
さ
れ
、

北
側
が
壁
に
囲
ま
れ
た
壁
渡
殿
、
南
側
が
吹
き
放
し
で
見
通
し
が
き
く
透
渡

殿
で
あ
る
も
の
の
、
一
条
の
み
の
邸
宅
や
南
側
も
壁
渡
殿
で
あ
っ
た
と
考
え

ら
れ
る
邸
宅
も
見
え
る
と
指
摘
す
る
）
（1
（

。
壁
渡
殿
と
透
渡
殿
と
で
は
大
き
く
形

態
が
異
な
る
が
、
本
稿
で
は
、
古
記
録
類
や
文
学
作
品
の
記
述
か
ら
、
渡
殿

が
ど
の
よ
う
な
場
所
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
か
を
検
討
す
る
。

ま
ず
は
、
渡
殿
が
通
路
と
し
て
機
能
す
る
例
を
見
る
。『
栄
花
物
語
』
に
お

い
て
は
、
高
陽
院
行
啓
の
際
に
敦
良
親
王
が
車
を
降
り
て
か
ら
寝
殿
の
御
座

に
つ
く
ま
で
の
動
き
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

西
の
廊
の
な
か
の
妻
戸
よ
り
入
ら
せ
た
ま
ひ
て
、
西
の
対
の
簀
子
よ
り

通
り
て
、
渡
殿
の
簀
子
を
渡
ら
せ
た
ま
ひ
て
、
寝
殿
に
南
面
よ
り
入
ら

せ
た
ま
ひ
て
、
御
座
に
つ
か
せ
た
ま
ひ
ぬ
。

 
（
巻
第
二
十
三
「
こ
ま
く
ら
べ
の
行
幸
）
②
四
一
九
～
四
二
〇
頁
）
（1
（

）

敦
良
親
王
は
「
西
の
廊
の
な
か
の
妻
戸
」
か
ら
邸
の
中
に
入
り
、「
西
の
対
の
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簀
子
」
と
「
渡
殿
の
簀
子
」
を
通
っ
て
寝
殿
の
南
面
に
入
っ
て
座
に
つ
い
て

い
る
。
こ
の
例
か
ら
は
、
渡
殿
が
車
を
降
り
た
敦
良
親
王
が
寝
殿
に
入
る
ま

で
の
通
路
の
一
つ
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
よ
う
。
敦
良
親
王
が

通
っ
た
場
所
と
し
て
は
、
ほ
か
に
「
廊
」
と
「
簀
子
」
が
あ
る
が
、
と
く
に

「
廊
」
に
つ
い
て
は
、
渡
殿
と
の
区
別
が
問
題
と
な
っ
て
き
た
場
所
で
あ
る
。

池
浩
三
）
（1
（

は
寝
殿
と
対
屋
を
つ
な
ぐ
建
物
を
渡
殿
、
そ
れ
以
外
を
廊
と
呼
び
、

鈴
木
温
子
）
（1
（

や
増
田
繁
夫
）
11
（

も
用
途
や
形
態
か
ら
両
者
は
別
物
で
あ
る
と
指
摘
す

る
。
し
か
し
、
倉
田
実
が
両
者
を
い
か
に
区
別
す
る
か
に
つ
い
て
は
明
解
を

見
な
い
と
述
べ
る
）
1（
（

よ
う
に
、
渡
殿
と
廊
は
重
な
る
機
能
を
持
つ
場
合
が
あ
る
）
11
（

。

た
と
え
ば
、『
源
氏
物
語
』
で
は
、
六
条
院
の
町
々
の
間
に
は
「
塀
ど
も
廊
な

ど
を
、
と
か
く
行
き
通
は
し
て
」
造
ら
れ
、
秋
好
中
宮
の
女
童
が
紫
の
上
に

文
を
届
け
る
折
に
「
廊
、
渡
殿
の
反
橋
」
を
渡
る
こ
と
が
語
ら
れ
て
お
り
（「
少

女
」
③
八
一
～
八
二
頁
）、
廊
と
渡
殿
は
併
記
さ
れ
る
こ
と
も
多
い
。
こ
こ
で

は
、
渡
殿
と
廊
は
共
に
「
渡
る
」
た
め
の
場
所
と
い
う
性
質
を
持
ち
、
い
っ

た
ん
外
に
出
る
形
で
、
人
々
が
行
き
来
す
る
場
と
と
ら
え
て
お
き
た
い
。

そ
の
う
え
で
注
意
し
た
い
の
は
、
渡
殿
は
、
ひ
と
つ
の
殿
舎
と
し
て
の
機

能
も
持
つ
こ
と
で
あ
る
。『
栄
花
物
語
』
に
は
、
彰
子
の
出
産
に
備
え
て
土
御

門
邸
に
人
々
が
参
集
し
た
と
き
、「
上
達
部
、
殿
上
人
、
さ
る
べ
き
は
み
な
宿

直
が
ち
に
て
、
階
の
上
、
対
の
簀
子
、
渡
殿
な
ど
に
う
た
た
ね
を
し
つ
つ
あ

か
す
」
と
あ
り
（
巻
第
八
「
は
つ
は
な
」
①
三
九
九
頁
）、
寝
殿
の
中
に
入
る

こ
と
を
許
さ
れ
な
い
人
々
は
、「
階
の
上
、
対
の
簀
子
、
渡
殿
」
と
い
っ
た
場

所
に
控
え
る
。
ま
た
、『
源
氏
物
語
』
に
お
い
て
も
、
夕
顔
が
物
の
怪
に
襲
わ

れ
た
後
、
光
源
氏
は
「『
渡
殿
な
る
宿
直
人
起
こ
し
て
、
紙
燭
さ
し
て
参
れ
と

言
へ
』」
と
右
近
に
指
示
し
て
お
り
（「
夕
顔
」
①
一
六
四
頁
）、
渡
殿
は
多
く

宿
直
の
場
と
な
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
、
寛
仁
二
年
（
一
〇
一
八
）
十
月
二
十
二
日
の
土
御
門
行
幸
の
饗
宴
が

催
さ
れ
た
折
に
は
、『
御
堂
関
白
記
』
に
「
渡
殿
対
座
敷
畳
、〔
為
脱
カ
〕
公

卿
座
」
と
あ
り
）
11
（

、
渡
殿
に
公
卿
の
座
が
設
え
ら
れ
た
こ
と
が
記
さ
れ
る
。
座

の
位
置
に
つ
い
て
は
、『
小
右
記
』
の
同
日
の
記
事
に
詳
細
な
記
述
が
あ
る
。

摂
政
并
左
右
大
臣
已
下
参
上
着
座
、〈
上
達
部
座
在
二

南
庇
西
一
二
間
一

、

対
座
、
前
太
府
円
座
敷
二

御
簾
下
一

、
在
二

上
達
部
奥
座
上
一

、〉
大
納
言

已
上
伺
候
、
中
納
言
已
下
在
二

渡
殿
一

、〈
寝
殿
与
西
対
渡
殿
也
、〉）
11
（

　

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
大
納
言
以
上
の
座
は
寝
殿
の
南
廂
に
、
中
納
言
以
下
の
公

卿
の
座
は
寝
殿
と
西
の
対
と
を
繋
ぐ
渡
殿
に
あ
っ
た
。
天
皇
の
座
が
あ
る
寝

殿
か
ら
渡
殿
に
か
け
て
、
身
分
に
応
じ
て
座
の
位
置
が
決
め
ら
れ
て
い
た
の

で
あ
る
が
、
渡
殿
は
寝
殿
に
続
く
場
所
と
し
て
、
男
性
貴
族
た
ち
が
集
う
饗

宴
の
場
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、『
御
堂
関
白
記
』
長
和
五
年
（
一
〇

一
六
）
六
月
二
日
条
に
は
、
土
御
門
邸
が
里
内
裏
と
な
っ
て
い
た
頃
に
行
わ

れ
た
一
条
院
の
新
造
に
よ
る
遷
幸
に
伴
う
叙
位
に
つ
い
て
「
宮
司
・
家
司
・

女
方
等
叙
位
、
於
二

東
渡
殿
一

以
二

経
通
一

令
二

書
出
一

、
内
大
臣
給
レ

之
」
と
記
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さ
れ
）
11
（

、
叙
位
が
寝
殿
と
東
の
対
と
を
繋
ぐ
渡
殿
で
行
わ
れ
た
こ
と
が
確
認
で

き
る
。
里
内
裏
と
な
る
邸
の
寝
殿
は
紫
宸
殿
、
対
屋
は
清
涼
殿
や
後
涼
殿
の

役
割
を
担
っ
て
い
た
と
も
い
わ
れ
る
）
11
（

が
、
こ
の
と
き
の
土
御
門
邸
の
渡
殿
は

殿
上
の
間
の
機
能
を
果
た
し
て
い
た
と
指
摘
さ
れ
る
）
11
（

。

以
上
の
よ
う
に
見
て
み
る
と
、
渡
殿
は
、
建
物
の
間
を
移
動
す
る
た
め
の

「
渡
る
」
た
め
の
場
で
あ
り
つ
つ
、
一
方
で
は
、
人
々
が
集
ま
り
と
ど
ま
る
こ

と
で
宿
直
や
饗
宴
の
場
と
な
り
、
寝
殿
に
付
属
す
る
「
殿
舎
」
と
し
て
も
機

能
す
る
多
義
的
な
空
間
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
そ
の
う
え
、
渡
殿
と
外
部
と

の
つ
な
が
り
を
う
か
が
わ
せ
る
例
も
あ
る
。『
御
堂
関
白
記
』
に
は
「
以
三

申

時
牛
登
二

西
対
北
渡
殿
一

、
所
レ

令
レ

卜
、
申
二

重
由
一

、」
と
、
土
御
門
邸
の
渡

殿
に
牛
が
侵
入
し
、
物
忌
み
と
な
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
）
11
（

。
ま
た
、
貴

族
の
邸
宅
と
は
少
々
異
な
る
も
の
の
、
宮
中
に
お
い
て
も
「
藤
壺
与
梅
壺
間

渡
殿
盗
来
」
と
藤
壺
と
梅
壺
の
間
を
つ
な
ぐ
渡
殿
に
盗
人
が
侵
入
し
た
と
す

る
記
述
も
見
え
る
）
11
（

。
こ
う
し
た
侵
入
者
た
ち
の
存
在
は
、
渡
殿
が
異
質
な
存

在
が
入
り
込
む
余
地
を
持
ち
、
外
部
に
開
か
れ
た
場
所
で
あ
っ
た
こ
と
を
示

し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
つ
ま
り
、
渡
殿
は
、
寝
殿
や
対
屋
に
付
属
す
る
邸

の
内
部
に
続
く
空
間
で
あ
り
な
が
ら
も
、
限
り
な
く
外
部
に
近
い
特
異
な
場

と
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

「
薄
雲
」
巻
の
当
該
場
面
に
お
い
て
は
、
邸
の
外
部
と
内
部
を
繋
ぐ
場
所
で

あ
る
渡
殿
の
中
で
も
「
戸
口
」
に
焦
点
化
さ
れ
、
女
房
を
媒
介
に
し
た
歌
の

贈
答
が
交
わ
さ
れ
て
い
る
。
続
い
て
は
、
渡
殿
の
戸
口
に
お
け
る
人
々
、
と

く
に
女
房
と
男
性
た
ち
動
き
に
注
目
し
て
み
た
い
。

三
　
渡
殿
の
戸
口
と
女
房

渡
殿
と
女
房
と
の
繋
が
り
の
深
さ
を
最
も
強
く
示
す
の
は
、
渡
殿
に
女
房

の
局
が
置
か
れ
る
例
が
見
え
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。『
紫
式
部
日
記
』
に
は
、
紫

式
部
が
「
渡
殿
の
戸
口
の
局
」
か
ら
遣
水
払
い
を
さ
せ
る
道
長
を
眺
め
る
様

子
が
記
さ
れ
て
い
る
（
一
二
五
頁
）
11
（

）。
渡
殿
の
構
造
や
局
の
位
置
に
は
諸
説
あ

る
）
1（
（

も
の
の
、
紫
式
部
が
土
御
門
邸
の
寝
殿
と
東
の
対
と
を
繋
ぐ
渡
殿
に
局
を

賜
っ
て
い
た
こ
と
は
知
ら
れ
て
い
る
。
土
御
門
邸
の
渡
殿
に
は
、
紫
式
部
の

ほ
か
、
宰
相
の
君
や
宮
の
内
侍
と
い
っ
た
女
房
た
ち
の
局
も
あ
り
、
寝
殿
に

近
い
方
か
ら
身
分
に
応
じ
て
局
を
賜
っ
て
い
た
と
も
指
摘
さ
れ
る
）
11
（

が
、
こ
う

し
た
女
房
た
ち
は
重
用
さ
れ
た
人
々
で
あ
り
、
渡
殿
は
邸
の
内
部
を
差
配
す

る
人
々
が
伺
候
す
る
場
で
あ
っ
た
。
ま
た
、『
源
氏
物
語
』
に
お
い
て
は
、
光

源
氏
が
造
営
し
た
二
条
東
院
に
つ
い
て
、「
西
の
対
、
渡
殿
な
ど
か
け
て
、
政

所
、
家
司
な
ど
、
あ
る
べ
き
さ
ま
に
し
お
か
せ
た
ま
ふ
」
と
あ
り
（「
松
風
」

②
三
九
七
頁
）、
花
散
里
の
住
む
西
の
対
と
寝
殿
と
を
繋
ぐ
渡
殿
に
政
所
や
家

司
た
ち
が
置
か
れ
て
い
る
。
渡
殿
は
家
政
を
取
り
仕
切
る
人
々
の
集
ま
る
場

と
し
て
機
能
し
、
邸
の
内
部
と
も
深
く
関
わ
る
場
所
で
あ
っ
た
と
い
え
る
の

で
あ
る
。
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そ
の
よ
う
な
渡
殿
で
は
、
外
か
ら
や
っ
て
き
た
男
性
た
ち
と
女
房
と
の
や

り
取
り
が
多
く
見
え
る
。『
小
右
記
』
に
お
い
て
は
、
藤
原
実
資
が
彰
子
の
も

と
に
参
上
し
た
と
き
、
ま
ず
は
渡
殿
に
伺
候
し
た
う
え
で
、
御
簾
の
内
に
い

た
女
房
を
介
し
て
彰
子
へ
の
啓
上
の
機
会
を
得
た
こ
と
が
記
さ
れ
る
。
そ
の

内
容
は
「
令
レ

啓
二

先
日
仰
事
之
恐
一

〈
参
二

御
八
講
一

事
也
、〉
即
伝
二

御
消
息
一

、

又
多
故
院
御
周
忌
畢
事
也
、」
と
記
さ
れ
）
11
（

、
御
八
講
や
一
条
院
の
法
要
と
い
っ

た
公
の
行
事
に
関
わ
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
ま
た
、『
紫
式
部
日
記
』
は
中
宮
権

亮
藤
原
実
成
）
11
（

と
中
宮
大
夫
藤
原
斉
信
が
渡
殿
の
局
を
訪
ね
た
時
の
こ
と
を
次

の
よ
う
に
語
る
。

暮
れ
て
、
月
い
と
お
も
し
ろ
き
に
、
宮
の
亮
、
女
房
に
あ
ひ
て
、
と
り

わ
き
た
る
よ
ろ
こ
び
も
啓
せ
さ
せ
む
と
に
や
あ
ら
む
、
妻
戸
の
わ
た
り

も
御
湯
殿
の
け
は
ひ
に
濡
れ
、
人
の
音
も
せ
ざ
り
け
れ
ば
、
こ
の
渡
殿

の
東
の
つ
ま
な
る
宮
の
内
侍
の
局
に
立
ち
寄
り
て
、「
こ
こ
に
や
」
と
案

内
し
た
ま
ふ
。
宰
相
は
中
の
間
に
寄
り
て
、
ま
だ
さ
さ
ぬ
格
子
の
上
押

し
上
げ
て
、「
お
は
す
や
」
な
ど
あ
れ
ど
、
出
で
ぬ
に
、
大
夫
の
「
こ
こ

に
や
」
と
の
た
ま
ふ
に
さ
へ
、
聞
き
し
の
ば
む
も
こ
と
ご
と
し
き
や
う

な
れ
ば
、
は
か
な
き
い
ら
へ
な
ど
す
。

 

（『
紫
式
部
日
記
他
』
一
六
〇
～
一
六
一
頁
）

実
成
は
「
渡
殿
の
東
の
つ
ま
」
に
あ
る
宮
の
内
侍
の
局
、
紫
式
部
の
い
る
「
中

の
間
」
に
向
け
て
声
を
か
け
、
斉
信
も
そ
れ
に
続
く
。
こ
こ
で
実
成
や
斉
信
は
、

彰
子
に
昇
叙
の
御
礼
を
啓
上
し
よ
う
と
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
増
田
繁
夫
は
、

た
だ
取
り
次
ぎ
の
女
房
を
探
し
て
い
た
の
で
は
な
く
、「
儀
式
的
公
的
な
取
り

次
ぎ
役
」
を
求
め
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
）
11
（

。
こ
う
し
た
例
か
ら
は
、

男
性
た
ち
が
女
性
に
用
件
を
伝
え
る
場
合
に
は
渡
殿
に
伺
候
す
る
女
房
を
通

す
と
い
う
伝
達
の
経
路
が
見
え
る
。

ま
た
、『
源
氏
物
語
』
に
お
い
て
も
、
明
石
の
姫
君
の
乳
母
）
11
（

や
女
三
の
宮
の

女
房
）
11
（

の
局
が
渡
殿
に
置
か
れ
て
い
る
。
光
源
氏
は
、
女
三
の
宮
と
の
結
婚
か

ら
五
日
目
の
朝
、
紫
の
上
の
も
と
で
目
を
覚
ま
し
、
女
三
の
宮
に
文
を
遣
わ

す
。
そ
の
際
、「『
西
の
渡
殿
よ
り
奉
ら
せ
よ
』」
と
言
っ
て
（「
若
菜
上
」
④

七
一
頁
）、
西
の
渡
殿
に
い
る
女
房
た
ち
を
通
し
て
女
三
の
宮
に
文
を
差
し
上

げ
る
よ
う
に
と
指
示
し
て
い
る
。
こ
の
と
き
の
文
は
「
御
筆
な
ど
ひ
き
つ
く

ろ
ひ
て
」
書
か
れ
た
も
の
と
さ
れ
、
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
頭
注
が
「
世

間
体
も
あ
り
、
な
お
ざ
り
に
は
で
き
な
い
」
た
め
に
「
念
を
入
れ
て
手
紙
を

書
い
た
」
と
指
摘
す
る
）
11
（

が
、
光
源
氏
の
文
は
、
渡
殿
の
女
房
を
通
す
こ
と
に

よ
っ
て
正
式
な
も
の
と
し
て
女
三
の
宮
の
も
と
へ
届
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

『
紫
式
部
日
記
』
や
『
源
氏
物
語
』
の
例
か
ら
は
、
男
性
が
邸
の
中
の
女
君
へ

の
接
触
を
求
め
る
折
に
は
、
女
房
の
は
た
ら
き
が
重
要
で
あ
っ
た
こ
と
が
う

か
が
え
よ
う
。
と
く
に
、
形
や
体
裁
を
気
に
し
た
文
な
ど
の
取
り
次
ぎ
の
場

合
に
は
、
渡
殿
の
女
房
が
媒
介
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
外
か
ら
来
た
男
性
が
取
り
次
ぎ
を
求
め
る
の
で
は
な
く
、
邸
の
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中
に
い
る
女
性
の
も
と
に
入
っ
て
い
く
た
め
に
も
、
女
房
や
そ
れ
に
準
じ
る

人
々
の
手
引
き
が
必
要
で
あ
っ
た
。「
空
蝉
」
巻
に
お
い
て
は
、
光
源
氏
が
空

蝉
の
も
と
に
入
る
際
に
、
紀
伊
守
邸
の
「
渡
殿
の
戸
口
）
11
（

」
で
小
君
の
手
引
き

を
待
ち
（
空
蝉
」
①
一
二
二
頁
）、
柏
木
が
小
侍
従
の
手
引
き
に
よ
っ
て
女
三

の
宮
の
も
と
に
忍
び
込
ん
だ
の
も
「
渡
殿
の
南
の
戸
」
で
あ
る
こ
と
が
語
ら

れ
る
（「
若
菜
下
」
④
二
二
七
）。
こ
の
よ
う
に
、
外
部
か
ら
や
っ
て
来
た
男

性
た
ち
が
渡
殿
の
戸
を
開
き
、
そ
れ
を
越
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
日
頃
は
接
触

で
き
な
い
女
君
と
の
邂
逅
を
図
る
様
子
が
見
え
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
折
に

は
、
内
側
か
ら
手
引
き
を
す
る
人
々
の
存
在
が
あ
る
。「
渡
殿
の
戸
口
」
は
、

物
理
的
に
邸
の
内
と
外
と
を
隔
て
る
場
所
で
あ
り
、
そ
の
場
に
あ
っ
て
内
と

外
を
仲
介
し
て
い
る
者
こ
そ
が
女
房
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

一
方
で
、
内
に
入
る
こ
と
の
で
き
な
い
男
性
の
場
合
に
は
、
渡
殿
で
女
房

と
交
流
す
る
姿
が
見
え
る
。

御
簾
の
内
に
入
り
た
ま
ひ
ぬ
れ
ば
、
中
将
、
渡
殿
の
戸
口
に
人
々
の
け

は
ひ
す
る
に
寄
り
て
、
も
の
な
ど
言
ひ
戯
る
れ
ど
、
思
ふ
こ
と
の
筋
々

嘆
か
し
く
て
、
例
よ
り
も
し
め
り
て
ゐ
た
ま
へ
り
。

 

（「
野
分
」
③
二
七
六
頁
）

光
源
氏
が
紫
の
上
の
も
と
を
訪
れ
た
折
、
随
行
し
て
い
た
夕
霧
は
御
簾
の
外

で
待
つ
が
、
そ
の
と
き
、「
渡
殿
の
戸
口
」
に
女
房
た
ち
の
気
配
が
し
て
い
た

た
め
、
夕
霧
は
側
に
寄
っ
て
「
も
の
な
ど
言
ひ
戯
」
れ
る
。
夕
霧
は
、
こ
れ

よ
り
前
に
「
東
の
渡
殿
の
小
障
子
の
上
」
か
ら
「
妻
戸
の
開
き
た
る
隙
」
を

何
気
な
く
見
た
折
に
紫
の
上
の
姿
を
垣
間
見
て
お
り
（「
野
分
」
③
二
六
四

頁
）、
そ
の
後
も
紫
の
上
の
姿
が
忘
れ
ら
れ
ず
に
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
紫

の
上
の
姿
を
垣
間
見
た
こ
と
や
思
慕
の
情
は
打
ち
明
け
ら
れ
る
は
ず
も
な
く
、

こ
こ
で
女
房
た
ち
と
「
も
の
な
ど
言
ひ
戯
」
れ
て
は
み
る
も
の
の
、
心
は
沈

ん
だ
ま
ま
で
あ
っ
た
。

同
じ
よ
う
に
、
薫
は
、
女
一
の
宮
が
六
条
院
の
「
西
の
渡
殿
」
を
御
八
講

の
後
の
仮
の
居
所
と
し
て
い
た
と
き
、「
障
子
の
細
く
開
き
た
る
」
と
こ
ろ
か

ら
女
一
の
宮
の
姿
を
垣
間
見
て
い
る
（「
蜻
蛉
」
⑥
二
四
七
～
二
四
八
頁
）。

そ
の
後
も
「
渡
殿
も
慰
め
に
見
む
か
し
」
と
思
い
（「
蜻
蛉
」
⑥
二
五
五
頁
）、

女
一
の
宮
へ
の
思
慕
の
情
を
慰
め
る
た
め
に
渡
殿
に
通
い
詰
め
る
が
、
ふ
た

た
び
女
一
の
宮
の
姿
を
見
る
こ
と
は
か
な
わ
な
い
。
そ
の
よ
う
な
と
き
、
渡

殿
に
集
う
女
一
の
宮
の
女
房
と
交
流
す
る
。

例
の
、
西
の
渡
殿
を
、
あ
り
し
に
な
ら
ひ
て
、
わ
ざ
と
お
は
し
た
る
も

あ
や
し
。
姫
宮
、
夜
は
あ
な
た
に
渡
ら
せ
た
ま
ひ
け
れ
ば
、
人
々
月
見

る
と
て
、
こ
の
渡
殿
に
う
ち
と
け
て
物
語
す
る
ほ
ど
な
り
け
り
。
箏
の

琴
い
と
な
つ
か
し
う
弾
き
す
さ
む
爪
音
を
か
し
う
聞
こ
ゆ
。
思
ひ
か
け

ぬ
に
寄
り
お
は
し
て
、「
な
ど
、
か
く
ね
た
ま
し
顔
に
掻
き
鳴
ら
し
た
ま

ふ
」
と
の
た
ま
ふ
に
、
み
な
お
ど
ろ
か
る
べ
か
め
れ
ど
、
す
こ
し
あ
げ

た
る
簾
う
ち
お
ろ
し
な
ど
も
せ
ず
、
起
き
上
が
り
て
、「
似
る
べ
き
兄
や
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は
は
べ
る
べ
き
」
と
答
ふ
る
声
、
中
将
の
お
も
と
と
か
言
ひ
つ
る
な
り

け
り
。 

（「
蜻
蛉
」
⑥
二
七
一
頁
）

薫
は
、
い
つ
も
の
よ
う
に
渡
殿
を
訪
れ
、「
渡
殿
に
う
ち
と
け
て
物
語
す
る
」

女
一
の
宮
づ
き
の
女
房
た
ち
と
交
流
す
る
。
薫
と
女
一
の
宮
の
女
房
、
中
将

の
お
も
と
の
や
り
取
り
に
は
『
遊
仙
窟
』
の
引
用
が
指
摘
さ
れ
、「
琴
の
音
を

聞
か
せ
て
気
を
も
ま
す
だ
け
で
は
な
く
、
目
に
も
そ
の
姿
か
た
ち
を
見
せ
て

ほ
し
い
」
と
の
意
を
響
か
せ
る
薫
に
対
し
て
、
中
将
の
お
も
と
が
そ
れ
を
切

り
返
し
て
い
る
と
い
う
）
11
（

。
薫
は
女
一
の
宮
に
対
す
る
思
慕
の
情
を
抱
い
て
渡

殿
に
通
い
つ
つ
、
薫
の
思
い
を
知
る
女
房
と
渡
殿
で
戯
れ
の
や
り
取
り
を
交

わ
し
、
そ
れ
を
慰
め
と
す
る
の
で
あ
る
。

渡
殿
は
、
時
に
外
か
ら
来
た
男
性
と
邸
の
内
部
の
女
性
と
の
間
に
恋
を
生

み
出
す
隙
間
を
持
つ
。
し
か
し
、
夕
霧
や
薫
は
そ
れ
以
上
女
君
の
も
と
に
近

づ
く
こ
と
は
で
き
ず
、
ま
た
、
女
房
に
内
部
へ
の
取
り
次
ぎ
を
求
め
る
わ
け

で
も
な
い
。
そ
の
よ
う
な
男
性
が
「
渡
殿
の
戸
口
」
に
と
ど
ま
っ
て
女
房
と

交
流
す
る
こ
と
で
、
そ
こ
で
は
「
戯
れ
」
の
歌
が
交
わ
さ
れ
、
男
性
と
女
房

に
よ
る
擬
似
的
な
恋
の
場
が
生
成
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
見
て
み
る

と
、
本
稿
が
問
題
と
す
る
「
薄
雲
」
巻
の
当
該
場
面
に
お
い
て
、
光
源
氏
と

紫
の
上
が
直
接
歌
を
交
わ
す
の
で
は
な
く
、
女
房
、
し
か
も
召
人
で
あ
る
中

将
の
君
と
光
源
氏
が
歌
を
交
わ
す
か
の
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
こ
と
も
納
得

さ
れ
て
く
る
。
し
か
し
、
そ
の
贈
答
の
と
き
に
は
、
紫
の
上
が
渡
殿
の
戸
口

で
光
源
氏
を
「
待
ち
か
け
」
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
ふ
る
ま
い
は
ど
の

よ
う
に
理
解
す
れ
ば
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。

四
　
光
源
氏
を
見
送
る
人
々
と
歌
の
贈
答

光
源
氏
が
明
石
の
君
の
も
と
へ
出
立
し
よ
う
と
し
た
と
き
、
紫
の
上
は
御

簾
の
内
で
一
度
は
光
源
氏
の
姿
を
見
送
り
、
そ
こ
か
ら
光
源
氏
を
追
う
よ
う

に
「
渡
殿
の
戸
口
」
に
出
て
来
て
い
る
。
し
か
し
、
本
来
、
外
ま
で
出
て
男

性
を
見
送
る
の
は
女
房
の
役
割
で
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
、
光
源
氏
が
六
条
御

息
所
の
も
と
か
ら
帰
る
と
き
に
は
、
女
房
の
中
将
の
君
見
送
り
を
す
る
。

廊
の
方
へ
お
は
す
る
に
、
中
将
の
君
、
御
供
に
参
る
。（
中
略
）
見
返
り

た
ま
ひ
て
、
隅
の
間
の
高
欄
に
し
ば
し
ひ
き
据
ゑ
た
ま
へ
り
。
う
ち
と

け
た
ら
ぬ
も
て
な
し
、
髪
の
下
り
端
め
ざ
ま
し
く
も
と
見
た
ま
ふ
。

「
咲
く
花
に
う
つ
る
て
ふ
名
は
つ
つ
め
ど
も
折
ら
で
過
ぎ
う
き
け
さ

の
朝
顔

い
か
が
す
べ
き
」
と
て
、
手
を
と
ら
へ
た
ま
へ
れ
ば
、
い
と
馴
れ
て
、

と
く
、朝

霧
の
晴
れ
間
も
待
た
ぬ
け
し
き
に
て
花
に
心
を
と
め
ぬ
と
ぞ
み

る

と
公
事
に
ぞ
聞
こ
え
な
す
。 

（「
夕
顔
」
①
一
四
七
～
一
四
八
頁
）

中
将
の
君
は
、「
廊
の
方
」
に
出
た
光
源
氏
の
お
供
を
し
て
見
送
る
。
そ
の
後
、
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光
源
氏
が
中
将
の
君
の
手
を
と
ら
え
て
歌
を
詠
み
か
け
た
こ
と
で
両
者
は
歌

を
贈
答
す
る
が
、
中
将
の
君
は
「
い
と
馴
れ
」
た
様
子
で
応
え
つ
つ
、「
公
事

に
ぞ
聞
こ
え
な
」
し
て
お
り
、
主
人
の
代
わ
り
に
対
応
す
る
と
い
う
形
を
と

る
の
で
あ
る
。
中
将
の
君
の
「
い
と
馴
れ
」
た
様
子
か
ら
は
、
日
頃
か
ら
中

将
の
君
が
光
源
氏
と
や
り
取
り
を
交
わ
し
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
よ
う
。

ま
た
、
朧
月
夜
の
場
合
に
も
「
中
納
言
の
君
、
見
た
て
ま
つ
り
送
る
と
て
、

妻
戸
押
し
開
け
た
る
」
こ
と
が
語
ら
れ
（「
若
菜
上
」
④
八
三
頁
）、
女
三
の

宮
の
場
合
に
も
近
く
に
控
え
て
い
た
乳
母
た
ち
が
「
妻
戸
押
し
開
け
て
」
見

送
る
の
で
あ
っ
た
（「
若
菜
上
」
④
）
六
九
頁
）。
倉
田
実
が
妻
戸
は
女
房
に

よ
る
見
送
り
の
場
所
と
な
り
、
妻
戸
を
出
る
こ
と
は
邸
を
出
る
こ
と
と
同
じ

で
あ
る
と
指
摘
す
る
）
1（
（

よ
う
に
、
高
貴
な
女
性
た
ち
の
場
合
に
は
、
女
性
た
ち

が
自
ら
出
て
行
く
の
で
は
な
く
、
邸
を
出
る
そ
の
間
際
ま
で
女
房
が
見
送
る

こ
と
が
通
例
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

し
か
し
、
こ
こ
で
注
意
し
た
い
の
は
、
明
石
の
君
の
場
合
で
あ
る
。
桂
の

院
と
嵯
峨
野
の
御
堂
の
造
成
を
口
実
に
光
源
氏
が
大
堰
の
明
石
の
君
を
訪
れ

た
と
き
、
帰
京
す
る
た
め
に
邸
を
去
ろ
う
と
す
る
光
源
氏
を
見
送
る
の
は
明

石
の
姫
君
の
乳
母
で
あ
っ
た
。
そ
の
場
面
で
は
、「
戸
口
に
、
乳
母
若
君
抱
き

て
さ
し
出
で
た
り
」
と
あ
り
、
乳
母
は
明
石
の
姫
君
を
抱
い
て
「
戸
口
」
ま

で
出
て
来
る
が
、
明
石
の
君
は
籠
も
っ
た
ま
ま
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
様
子

を
光
源
氏
は
「
あ
ま
り
上
衆
め
か
し
」
と
評
し
て
い
る
（「
松
風
」
②
四
一
五

～
四
一
六
頁
）。
光
源
氏
の
発
言
か
ら
は
、
自
ら
出
て
来
る
こ
と
な
く
女
房
に

見
送
ら
せ
る
の
は
高
貴
な
女
性
の
場
合
で
あ
る
と
の
意
識
が
う
か
が
え
、
明

石
の
君
の
置
か
れ
た
立
場
を
み
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
こ
の
後
、
明
石
の
君

は
女
房
た
ち
に
う
な
が
さ
れ
て
「
し
ぶ
し
ぶ
に
ゐ
ざ
り
出
で
て
、
几
帳
に
は

た
隠
れ
」
た
状
態
で
光
源
氏
を
見
送
る
こ
と
と
な
る
（「
松
風
」
②
四
一
六
頁
）

が
、
外
ま
で
出
て
来
る
こ
と
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、「
薄
雲
」
巻
に
至
り
、

姫
君
と
の
別
れ
の
場
面
で
は
明
石
の
君
が
自
ら
姿
を
見
せ
る
。

姫
君
は
、
何
心
も
な
く
、
御
車
に
乗
ら
む
こ
と
を
急
ぎ
た
ま
ふ
。
寄
せ

た
る
所
に
、
母
君
み
づ
か
ら
抱
き
て
出
で
た
ま
へ
り
。
片
言
の
、
声
は

い
と
う
つ
く
し
う
て
、
袖
を
と
ら
へ
て
「
乗
り
た
ま
へ
」
と
引
く
も
い

み
じ
う
お
ぼ
え
て
、

末
遠
き
二
葉
の
松
に
ひ
き
わ
か
れ
い
つ
か
木
高
き
か
げ
を
見
る
べ

き

え
も
言
ひ
や
ら
ず
い
み
じ
う
泣
け
ば
、
さ
り
や
、
あ
な
苦
し
と
思
し
て
、

「
生
ひ
そ
め
し
根
も
ふ
か
け
れ
ば
武
隈
の
松
に
小
松
の
千
代
を
な
ら

べ
ん

の
ど
か
に
を
」
と
慰
め
た
ま
ふ
。 

（「
薄
雲
」
②
四
三
三
～
四
三
四
頁
）

明
石
の
姫
君
が
車
に
乗
る
間
際
、
明
石
の
君
は
自
ら
姫
君
を
抱
い
て
車
を
「
寄

せ
た
る
所
」
に
出
る
。
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
頭
注
で
は
簀
子
ま
で
出
て

来
る
の
は
異
例
で
あ
る
と
指
摘
さ
れ
る
が
）
11
（

、
明
石
の
君
は
、
通
常
は
出
な
い
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場
所
ま
で
姿
を
見
せ
、
姫
君
と
の
別
れ
を
惜
し
む
。
ま
た
、
こ
の
場
面
で
は
、

明
石
の
君
の
方
か
ら
光
源
氏
に
歌
を
詠
み
か
け
て
い
る
。
女
性
か
ら
詠
む
歌

に
つ
い
て
は
、
は
や
く
鈴
木
一
雄
が
「
作
中
男
女
間
、
特
に
女
性
側
の
感
情
・

要
求
・
意
志
に
、
何
か
常
態
と
ち
が
っ
た
緊
張
、
微
妙
で
は
あ
る
が
特
別
な

表
現
効
果
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
」
と
述
べ
、
明
石
の
君
の
場
合
に
は
、「
子
と

し
て
、
妻
と
し
て
、
母
と
し
て
の
苦
悩
か
ら
の
、
や
む
に
や
ま
れ
ぬ
光
源
氏

へ
の
贈
歌
が
多
い
」
と
指
摘
す
る
）
11
（

。
明
石
の
君
は
、
明
石
の
姫
君
と
の
別
れ

の
場
面
に
お
い
て
簀
子
に
ま
で
出
て
来
た
う
え
、
自
ら
歌
を
詠
み
か
け
る
と

い
う
行
動
を
取
っ
て
お
り
、
そ
の
ふ
る
ま
い
に
よ
っ
て
激
し
く
揺
れ
動
く
明

石
の
君
の
心
情
が
浮
き
彫
り
に
な
る
の
で
あ
る
。

一
方
で
、「
薄
雲
」
巻
で
光
源
氏
が
大
堰
に
出
立
す
る
場
面
に
お
い
て
は
、

紫
の
上
が
御
簾
の
内
で
「
た
だ
な
ら
ず
見
た
て
ま
つ
り
送
り
た
ま
ふ
」
と
一

度
見
送
っ
た
後
に
「
渡
殿
の
戸
口
」
に
姿
を
見
せ
、
紫
の
上
の
方
か
ら
歌
を

詠
み
か
け
る
。
こ
の
ふ
る
ま
い
は
、
明
石
の
君
の
場
合
と
同
様
に
、
極
め
て

異
例
な
状
況
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
こ
の
場
面
に
お
い
て
紫
の
上
が
そ
の
よ

う
な
行
動
を
取
っ
た
の
は
、
光
源
氏
が
口
に
し
た
「
明
日
帰
り
来
む
」
と
い

う
一
言
が
き
っ
か
け
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
で
は
、
催
馬
楽
「
桜

人
」
の
詞
章
を
ふ
ま
え
た
「
薄
雲
」
巻
の
歌
の
贈
答
の
描
写
に
つ
い
て
、「
渡

殿
の
戸
口
」
と
い
う
場
所
と
合
わ
せ
て
考
え
て
み
た
い
。

五
　
催
馬
楽
「
桜
人
」
と
渡
殿
の
戸
口

紫
の
上
は
、
催
馬
楽
「
桜
人
」
の
詞
章
を
ふ
ま
え
た
「
明
日
帰
り
来
む
」

と
い
う
光
源
氏
の
言
葉
に
応
え
る
た
め
に
「
渡
殿
の
戸
口
」
に
姿
を
見
せ
、

自
ら
歌
を
詠
み
か
け
る
。
催
馬
楽
「
桜
人
」
は
、
夫
婦
の
掛
け
合
い
の
形
を

と
る
。桜

人　

そ
の
舟
止
め　

島
つ
田
を　

十
町
つ
く
れ
る　

見
て
帰
り
来
む

や　

そ
よ
や　

明
日
帰
り
来
む　

そ
よ
や

言
を
こ
そ　

明
日
と
も
言
は
め　

彼
方
に　

妻
去
る
夫
は　

明
日
も
真

来
じ
や　

そ
よ
や　

さ
明
日
も
真
来
じ
や　

そ
よ
や

 

（
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
『
催
馬
楽
他
』
一
三
九
頁
）

夫
が
島
に
十
町
作
っ
て
あ
る
田
を
見
て
明
日
帰
っ
て
来
よ
う
と
言
う
の
に
対

し
て
、
妻
は
向
こ
う
に
ほ
か
の
妻
が
い
る
の
だ
か
ら
帰
っ
て
来
る
は
ず
は
な

い
と
恨
み
言
で
返
す
。
光
源
氏
と
紫
の
上
と
の
間
で
も
、「
桜
人
」
の
詞
章
を

ふ
ま
え
て
、
明
石
の
君
を
め
ぐ
る
や
り
取
り
が
交
わ
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
大

堰
か
ら
「
明
日
帰
り
来
む
」
と
言
っ
て
明
石
の
姫
君
を
な
だ
め
よ
う
と
す
る

光
源
氏
に
対
し
て
、
紫
の
上
は
、「
舟
と
む
る
を
ち
か
た
人
の
な
く
は
こ
そ
明

日
か
へ
り
こ
む
夫
と
待
ち
み
め
」
と
詠
み
（「
薄
雲
」
②
四
三
九
頁
）、
大
堰

に
は
光
源
氏
を
引
き
止
め
る
「
を
ち
か
た
人
」
た
る
明
石
の
君
が
い
る
の
だ

か
ら
、
明
日
帰
っ
て
く
る
な
ど
口
先
だ
け
だ
と
切
り
返
す
。
そ
れ
を
受
け
て
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光
源
氏
は
、「
行
き
て
み
て
明
日
も
さ
ね
来
む
な
か
な
か
に
を
ち
か
た
人
は
心

お
く
と
も
」
と
（
同
頁
）、「
を
ち
か
た
人
」
が
心
を
と
ど
め
た
と
し
て
も
、

本
当
に
明
日
帰
っ
て
来
よ
う
と
重
ね
て
い
る
の
で
あ
る
。

従
来
、
こ
の
や
り
取
り
に
つ
い
て
は
、
浅
野
建
二
が
こ
の
歌
の
本
意
は
嫉

妬
深
い
女
性
心
理
を
叙
す
る
点
に
あ
る
と
し
つ
つ
も
、
機
知
を
中
心
と
す
る

唱
和
に
改
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
を
か
し
み
」
が
醸
成
さ
れ
て
い
る
と
論
じ
）
11
（

、

「
明
日
も
さ
ね
来
む
」
と
詠
む
光
源
氏
の
歌
に
つ
い
て
は
『
玉
の
小
櫛
補
遺
』

で
「
是
は
こ
と
さ
ら
に
た
は
ふ
れ
て
か
く
よ
み
給
へ
る
な
り
）
11
（

」
と
さ
れ
る
な

ど
、「
戯
れ
」
の
色
が
強
い
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
な
が
ら
、

は
た
し
て
た
ん
な
る
「
戯
れ
」
の
贈
答
と
と
ら
え
て
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。

『
源
氏
物
語
』
に
お
け
る
催
馬
楽
に
つ
い
て
、
植
田
恭
代
は
、
恋
愛
に
関
す

る
曲
や
異
な
る
共
同
体
に
属
す
男
女
の
出
会
い
の
場
と
な
っ
た
歌
垣
に
由
来

す
る
男
女
の
掛
け
合
い
の
詞
章
を
持
つ
曲
が
多
く
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
を

指
摘
し
て
い
る
）
11
（

。
そ
の
中
で
、
催
馬
楽
「
竹
河
」
に
歌
垣
的
性
格
を
読
み
取
り
、

催
馬
楽
の
詞
章
と
「
竹
河
」
巻
の
物
語
世
界
と
の
関
係
性
を
論
じ
て
い
る
）
11
（

。

「
竹
河
」
巻
の
男
踏
歌
の
場
面
で
は
「
竹
河
う
た
ひ
て
、
御
階
の
も
と
に
踏
み

寄
る
ほ
ど
、
過
ぎ
に
し
夜
の
は
か
な
か
り
し
遊
び
も
思
ひ
出
で
ら
れ
け
れ
ば
」

と
あ
り
（「
竹
河
」
⑤
九
七
頁
）、「
御
階
の
も
と
」
と
い
う
場
所
で
催
馬
楽
「
竹

河
」
が
歌
わ
れ
る
が
、
植
田
は
「
階
」
が
境
界
性
を
持
つ
場
で
あ
る
こ
と
を

指
摘
し
、
催
馬
楽
の
詞
章
を
重
ね
合
わ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
薫
と
玉
鬘
の
娘

の
大
君
と
の
「
一
線
を
画
す
恋
の
演
出
に
奉
仕
し
て
い
る
」
と
述
べ
る
）
11
（

。
つ

ま
り
、
催
馬
楽
の
詞
章
が
『
源
氏
物
語
』
の
場
面
描
写
と
響
き
合
う
こ
と
で

物
語
世
界
を
形
作
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、「
竹
河
」
巻
で
は
、
男
踏
歌

が
終
わ
っ
た
後
、
薫
が
「
渡
殿
の
戸
口
」
で
女
房
と
歌
の
や
り
取
り
を
す
る
。

渡
殿
の
戸
口
に
し
ば
し
ゐ
て
、
声
聞
き
知
り
た
り
け
る
人
に
も
の
な
ど

の
た
ま
ふ
。（
中
略
）「
闇
は
あ
や
な
き
を
、
月
映
え
は
い
ま
す
こ
し
心

こ
と
な
り
と
さ
だ
め
き
こ
え
し
」
な
ど
す
か
し
て
、
内
よ
り
、

竹
河
の
そ
の
夜
の
こ
と
は
思
ひ
出
づ
や
し
の
ぶ
ば
か
り
の
ふ
し
は

な
け
れ
ど

と
言
ふ
。
は
か
な
き
こ
と
な
れ
ど
涙
ぐ
ま
る
る
も
、
げ
に
い
と
浅
く
は

お
ぼ
え
ぬ
こ
と
な
り
け
り
と
、
み
づ
か
ら
思
ひ
知
ら
る
。

流
れ
て
の
た
の
め
む
な
し
き
竹
河
に
世
は
う
き
も
の
と
思
ひ
知
り

に
き 

（「
竹
河
」
⑤
九
八
頁
）

薫
は
大
君
の
居
所
に
行
く
冷
泉
院
に
同
行
し
、「
渡
殿
の
戸
口
」
で
「
声
聞
き

知
り
た
り
け
る
」
女
房
と
歌
を
交
わ
す
。
そ
の
歌
は
、
催
馬
楽
「
竹
河
」
を

歌
っ
た
と
き
の
こ
と
を
思
い
出
し
て
「
竹
河
」
の
語
を
詠
み
込
み
つ
つ
、
大

君
に
心
を
寄
せ
る
薫
の
心
情
を
詠
ん
だ
も
の
で
あ
る
。
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、

「
渡
殿
の
戸
口
」
は
邸
の
外
と
内
と
を
隔
て
、
出
入
り
す
る
男
性
と
女
房
と
の

間
で
「
戯
れ
」
の
や
り
取
り
が
交
わ
さ
れ
る
擬
似
的
な
恋
の
場
が
生
成
さ
れ

る
場
所
で
あ
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
場
所
で
歌
垣
歌
謡
の
趣
が
強
い
催
馬
楽
の
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詞
章
を
意
識
し
た
歌
を
詠
み
合
う
こ
と
は
、
む
し
ろ
自
然
な
こ
と
で
あ
る
と

い
え
よ
う
。

「
薄
雲
」
巻
の
紫
の
上
と
光
源
氏
の
贈
答
で
意
識
さ
れ
る
催
馬
楽
「
桜
人
」

は
、
外
に
出
か
け
て
い
く
夫
を
見
送
る
妻
の
皮
肉
が
歌
わ
れ
る
歌
謡
で
あ
る
。

「
桜
人
」
で
は
夫
が
田
を
見
に
行
く
と
言
う
が
、
こ
れ
ま
で
光
源
氏
が
大
堰
を

訪
れ
る
際
に
は
、
紫
の
上
に
「
桂
に
見
る
べ
き
こ
と
は
べ
る
」「
嵯
峨
野
の
御

堂
に
も
、
飾
り
な
き
仏
の
御
と
ぶ
ら
ひ
す
べ
け
れ
ば
、
二
三
日
は
は
べ
り
な

ん
」
と
伝
え
（「
松
風
」
②
四
〇
九
頁
）、「
嵯
峨
野
の
御
堂
の
念
仏
な
ど
持
ち

出
で
て
、
月
に
二
度
ば
か
り
の
御
契
り
」
と
語
ら
れ
る
よ
う
に
（「
松
風
」
②

四
二
四
頁
）、
桂
院
や
嵯
峨
野
の
御
堂
に
か
こ
つ
け
た
外
出
と
さ
れ
て
き
た
。

し
か
し
、「
薄
雲
」
巻
の
当
該
場
面
に
お
い
て
は
「
常
よ
り
こ
と
に
う
ち
化
粧

じ
」
て
め
か
し
こ
ん
で
出
か
け
る
の
で
あ
り
、
こ
れ
ま
で
の
よ
う
に
他
の
用

事
を
言
い
訳
に
す
る
こ
と
も
な
く
、
明
石
の
君
に
会
う
た
め
で
あ
る
こ
と
が

明
ら
か
な
外
出
で
あ
っ
た
。
そ
う
し
た
光
源
氏
を
「
た
だ
な
ら
ず
見
た
て
ま

つ
り
送
」
る
紫
の
上
の
姿
か
ら
は
、
強
い
嫉
妬
を
抱
え
て
い
た
こ
と
が
う
か

が
え
よ
う
。
そ
う
し
た
場
面
に
お
い
て
詠
ま
れ
た
紫
の
上
の
歌
に
は
、
た
ん

な
る
「
戯
れ
」
に
と
ど
ま
ら
な
い
思
い
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
紫
の

上
の
「
舟
と
む
る
」
の
歌
は
、
催
馬
楽
「
桜
人
」
を
ふ
ま
え
た
「
戯
れ
」
の

形
を
と
り
な
が
ら
、
皮
肉
を
含
ん
だ
歌
と
し
て
詠
ま
れ
た
と
い
え
る
の
で
あ

る
。

そ
し
て
、
紫
の
上
と
光
源
氏
の
歌
は
、
邸
の
外
と
内
を
隔
て
る
場
所
で
あ

る
「
渡
殿
の
戸
口
」
で
贈
答
さ
れ
て
い
る
。
明
石
の
君
の
も
と
に
出
か
け
て

い
く
光
源
氏
に
対
し
て
、
紫
の
上
が
「
夫
を
待
ち
み
め
」
と
夫
を
待
つ
妻
と

し
て
「
渡
殿
の
戸
口
」
に
「
待
ち
か
け
」
つ
つ
、
ま
さ
に
邸
の
外
に
出
よ
う

と
す
る
と
き
に
歌
を
詠
み
か
け
る
の
は
、
外
出
し
よ
う
と
す
る
夫
に
対
し
て

皮
肉
を
言
っ
た
催
馬
楽
「
桜
人
」
の
詞
章
世
界
を
具
現
化
し
た
も
の
で
あ
っ

た
と
考
え
ら
れ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
催
馬
楽
「
桜
人
」
の
詞
章
世
界
を
表

現
す
る
た
め
に
は
、
両
者
の
歌
の
贈
答
の
場
所
は
「
渡
殿
の
戸
口
」
で
な
け

れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

た
だ
し
、
紫
の
上
の
「
舟
と
む
る
」
の
歌
は
紫
の
上
自
身
が
直
接
光
源
氏

に
詠
み
か
け
た
の
で
は
な
く
、
中
将
の
君
を
媒
介
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
場
面
に
お
い
て
召
人
た
る
中
将
の
君
が
果
た
す
役
割
と
は
ど
の
よ
う
な

も
の
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

六
　
中
将
の
君
存
在
と
紫
の
上
の
立
場

『
源
氏
物
語
』
に
お
い
て
光
源
氏
と
紫
の
上
が
歌
を
贈
答
す
る
と
き
、
幼
少

期
の
北
山
の
尼
君
に
よ
る
代
作
を
除
い
て
、
第
三
者
が
間
に
入
る
の
は
「
薄

雲
」
巻
の
歌
の
贈
答
の
み
で
あ
る
。
倉
田
実
は
、「
薄
雲
」
巻
の
贈
答
で
中
将

の
君
が
紫
の
上
に
か
わ
っ
て
歌
を
詠
み
か
け
、
両
者
の
歌
が
中
将
の
君
を
は

じ
め
と
す
る
周
囲
の
女
房
に
「
開
か
れ
た
贈
答
歌
」
と
し
て
享
受
さ
れ
る
こ
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と
は
、
紫
の
上
に
光
源
氏
の
妻
と
し
て
の
安
定
し
た
立
場
と
心
の
余
裕
が
あ

る
こ
と
を
示
す
と
論
じ
て
い
る
）
11
（

。
し
か
し
、
光
源
氏
が
「
明
日
帰
り
来
む
」

と
い
う
一
言
を
発
し
た
後
、
紫
の
上
の
方
か
ら
歌
を
贈
っ
て
い
る
こ
と
は
見

過
ご
せ
な
い
。
鈴
木
一
雄
が
紫
の
上
の
方
か
ら
贈
歌
す
る
の
は
「
光
源
氏
の

生
涯
の
伴
侶
と
し
て
の
彼
女
の
立
場
が
不
安
定
に
な
っ
た
と
き
」
で
あ
る
と

し
、
そ
う
し
て
詠
ま
れ
た
歌
を
「
紫
上
の
生
涯
の
危
機
に
お
け
る
和
歌
」
と

位
置
づ
け
て
い
る
）
11
（

よ
う
に
、
自
分
の
側
か
ら
詠
む
歌
で
応
え
た
紫
の
上
の
心

情
は
決
し
て
穏
や
か
で
は
な
く
、
む
し
ろ
明
石
の
君
へ
の
嫉
妬
を
抑
え
き
れ

ず
に
動
い
た
姿
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、「
薄
雲
」
巻
で
歌
の
贈
答
の
媒
介
と
な
る
女
房
が
、
ほ
か
の
女
房

で
は
な
く
、
光
源
氏
の
召
人
で
あ
る
中
将
の
君
で
あ
っ
た
こ
と
は
重
要
で
あ

ろ
う
。
召
人
に
関
し
て
は
、
阿
部
秋
生
の
「
自
分
の
仕
へ
て
ゐ
る
主
人
又
は

主
人
格
の
男
性
と
肉
体
関
係
を
も
つ
て
ゐ
る
女
房
の
こ
と
」
と
す
る
定
義
）
1（
（

を

も
と
に
多
く
の
研
究
が
重
ね
ら
れ
て
き
た
。
三
田
村
雅
子
は
、
女
君
の
代
理

視
点
と
な
る
召
人
の
視
点
に
注
目
し
て
、
光
源
氏
の
召
人
た
ち
が
紫
の
上
に

代
わ
っ
て
苦
悩
を
伝
え
る
存
在
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
）
11
（

、
武
者
小
路
辰
子
は
、

紫
の
上
が
光
源
氏
に
対
し
て
不
満
を
抱
く
時
に
こ
そ
、
召
人
た
ち
の
不
満
も

物
語
に
現
れ
て
く
る
と
論
じ
る
）
11
（

。「
薄
雲
」
巻
の
歌
の
贈
答
の
媒
介
と
な
る
の

は
中
将
の
君
と
い
う
女
房
で
あ
り
、
も
と
は
光
源
氏
の
召
人
で
、
須
磨
流
謫

に
と
も
な
っ
て
紫
の
上
の
女
房
と
し
て
仕
え
る
よ
う
に
な
っ
た
人
物
で
あ
っ

た
。
玉
上
琢
彌
は
「
中
将
の
君
と
紫
の
上
と
は
一
心
同
体
な
の
で
あ
る
」
と

述
べ
）
11
（

、
諸
井
彩
子
は
、「
薄
雲
」
巻
の
当
該
場
面
に
「
明
石
の
君
に
対
し
て
心

穏
や
か
で
は
い
ら
れ
な
い
紫
の
上
と
、
そ
の
代
弁
者
と
し
て
の
中
将
の
君
と

い
う
関
係
」
を
読
み
取
っ
て
い
る
）
11
（

。「
舟
と
む
る
」
の
歌
は
紫
の
上
が
詠
ん
だ

歌
で
は
あ
る
が
、
中
将
の
君
を
介
し
て
光
源
氏
に
伝
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

あ
く
ま
で
も
召
人
が
光
源
氏
に
詠
み
か
け
た
歌
と
い
う
形
を
と
る
こ
と
が
で

き
る
。
つ
ま
り
、
紫
の
上
は
、
中
将
の
君
を
媒
介
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

二
条
院
の
女
主
人
た
る
紫
の
上
が
大
堰
に
い
る
明
石
の
君
に
嫉
妬
す
る
の
で

は
な
く
、
召
人
た
る
中
将
の
君
が
明
石
の
君
に
嫉
妬
し
て
い
る
と
い
う
体
を

装
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
場
に
お
け
る
中
将
の
君
の
対
応
は
「
い

た
う
馴
れ
」
た
も
の
で
あ
り
、
光
源
氏
も
ま
た
「
い
と
に
ほ
ひ
や
か
に
ほ
ほ

笑
」
ん
で
応
じ
る
（「
薄
雲
」
②
四
三
九
頁
）。
光
源
氏
の
「
ほ
ほ
笑
み
」
は
、

中
将
の
君
に
対
す
る
も
の
で
あ
る
と
同
時
に
、
明
石
の
君
へ
の
嫉
妬
を
抱
き

な
が
ら
も
、
自
ら
の
立
場
を
よ
く
意
識
し
た
行
動
を
と
っ
た
紫
の
上
に
向
け

ら
れ
た
も
の
で
も
あ
っ
た
。

紫
の
上
は
、「
渡
殿
の
戸
口
」
に
「
待
ち
か
け
」
て
歌
を
詠
み
か
け
る
と
い

う
状
況
を
作
る
こ
と
で
催
馬
楽
「
桜
人
」
の
詞
章
世
界
を
表
す
こ
と
を
意
図

し
、「
戯
れ
」
の
形
を
と
っ
て
本
心
を
押
し
隠
す
。
さ
ら
に
は
、
自
ら
光
源
氏

に
歌
を
詠
み
か
け
ず
、
召
人
た
る
中
将
の
君
に
詠
ま
せ
る
こ
と
で
、
明
石
の

君
に
対
し
て
直
接
嫉
妬
を
示
す
こ
と
を
避
け
て
い
る
。
そ
う
し
た
ふ
る
ま
い
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は
、
紫
の
上
が
嫉
妬
を
抱
き
な
が
ら
も
明
石
の
君
と
の
均
衡
を
図
り
つ
つ
、

光
源
氏
の
妻
で
あ
り
二
条
院
の
女
主
人
と
し
て
の
自
ら
の
立
場
を
保
と
う
と

す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
光
源
氏
が
出
立
し
た
後
の
紫
の
上
の
様
子
に
つ
い
て
は
次
の
よ

う
に
記
さ
れ
る
。

い
か
に
思
ひ
お
こ
す
ら
む
、
我
に
て
い
み
じ
う
恋
し
か
り
ぬ
べ
き
さ
ま

を
と
う
ち
ま
も
り
つ
つ
、
ふ
と
こ
ろ
に
入
れ
て
、
う
つ
く
し
げ
な
る
御

乳
を
く
く
め
た
ま
ひ
つ
つ
戯
れ
ゐ
た
ま
へ
る
御
さ
ま
、
見
ど
こ
ろ
多
か

り
。
御
前
な
る
人
々
は
、「
な
ど
か
同
じ
く
は
」「
い
で
や
」
な
ど
語
ら

ひ
あ
へ
り
。 

（「
薄
雲
」
②
四
三
九
～
四
四
〇
頁
）

紫
の
上
は
明
石
の
姫
君
を
い
と
お
し
く
思
い
、
自
ら
の
懐
に
入
れ
て
「
御
乳

を
く
く
め
」
さ
せ
て
お
り
、
そ
の
様
子
は
「
見
ど
こ
ろ
多
か
り
」
と
評
さ
れ

て
い
る
。
し
か
し
、
紫
の
上
が
出
な
い
乳
を
含
め
さ
せ
る
そ
の
行
動
は
「
戯

れ
ゐ
た
ま
へ
る
御
さ
ま
」
と
さ
れ
、
あ
く
ま
で
も
「
戯
れ
」
に
し
か
過
ぎ
な

い
の
で
あ
る
。
女
房
た
ち
は
一
見
す
る
と
紫
の
上
を
褒
め
て
い
る
か
の
よ
う

に
も
見
え
る
が
、「
な
ど
か
同
じ
く
は
」「
い
で
や
」
な
ど
と
語
り
合
っ
て
お
り
、

そ
こ
に
は
紫
の
上
と
光
源
氏
と
の
間
に
実
の
子
が
な
い
こ
と
が
強
く
意
識
さ

れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
。「
薄
雲
」
巻
の
当
該
場
面
に
お
い
て
は
、
理
想
的
な
妻

と
し
て
の
紫
の
上
の
姿
が
示
さ
れ
な
が
ら
も
、
そ
れ
を
な
ん
と
か
取
り
繕
お

う
と
す
る
不
安
定
な
紫
の
上
の
あ
り
方
が
照
ら
し
出
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

注
（
1
） 『
源
氏
物
語
』
の
引
用
は
、
小
学
館
刊
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
『
源
氏
物

語
』
に
よ
り
、
巻
名
、
冊
数
、
頁
数
を
付
す
。
ま
た
、
私
に
傍
線
等
を
付
す
。

以
下
、
同
じ
。

（
2
） 

新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
『
源
氏
物
語
』「
薄
雲
」
②
四
三
九
頁
、
頭
注
。

（
3
） 

斎
藤
曉
子
「
紫
上
の
嫉
妬
―
対
明
石
の
場
合
―
」『
源
氏
物
語
の
研
究
―
光

源
氏
の
宿
痾
―
』
教
育
出
版
セ
ン
タ
ー
、
一
九
七
九
年
一
二
月
、
一
三
五

頁
（
初
出

：

一
九
七
三
年
二
月
・
六
月
）。

（
4
） 

森
野
正
弘
「
化
粧
す
る
光
源
氏
／
目
馴
れ
る
紫
の
上
」『
源
氏
物
語
の
音
楽

と
時
間
』
新
典
社
、
二
〇
一
四
年
九
月
、
三
六
六
頁
（
初
出

：

一
九
九
七

年
三
月
）。

（
5
） 

倉
田
実
「
明
石
の
君
物
語
と
の
交
渉
」『
紫
の
上
造
型
論
』
新
典
社
、
一
九

八
八
年
六
月
、
一
四
三
頁
（
初
出

：

一
九
八
五
年
三
月
）。

（
6
） 

新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
『
源
氏
物
語
』「
薄
雲
」
②
四
三
八
頁
、
頭
注
。

（
7
） 

大
内
英
範
「
女
か
ら
の
贈
歌
」『
源
氏
物
語
の
鑑
賞
と
基
礎
知
識 

№
33 

薄

雲
』
至
文
堂
、
二
〇
〇
四
年
四
月
、
四
七
頁
。

（
8
） 

玉
上
琢
彌
『
源
氏
物
語
評
釈
』
第
三
巻
「
薄
雲
」
一
七
一
頁
、
鑑
賞
。

（
9
） 

日
本
古
典
文
学
全
集
『
源
氏
物
語
』（「
薄
雲
」
②
四
二
九
頁
、
現
代
語
訳
）、

新
日
本
古
典
文
学
大
系
『
源
氏
物
語
』（「
薄
雲
」
②
二
二
五
頁
、
脚
注
）、

新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
『
源
氏
物
語
』（「
薄
雲
」
②
四
三
九
頁
、
現
代

語
訳
）。

（
10
） 

吉
澤
義
則
『
對
校
源
氏
物
語
新
釋
』（
第
二
巻
「
薄
雲
」
二
四
二
頁
）、
日

本
古
典
文
学
大
系
『
源
氏
物
語
』（「
薄
雲
」
②
二
二
四
頁
、
頭
注
）、
玉
上

琢
彌
『
源
氏
物
語
評
釈
』（
第
三
巻
「
薄
雲
」
一
七
一
頁
、
鑑
賞
）。

（
11
） 
補
助
動
詞
「
か
く
」
は
「
他
に
向
け
て
動
作
を
及
ぼ
す
」
と
い
う
意
味
を

持
つ
と
さ
れ
る
（
我
妻
多
賀
子
「
か
く
【
掛
く
・
懸
く
】」
大
野
晋
編
『
古

典
基
礎
語
辞
典
』
角
川
学
芸
出
版
、
二
〇
一
一
年
一
〇
月
、
三
二
七
頁
）。
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（
12
） 「
渡
殿
の
戸
口
に
待
ち
か
け
て
、
中
将
の
君
し
て
聞
こ
え
た
ま
へ
り
」
と
記

さ
れ
た
部
分
は
、
池
田
亀
鑑
編
著
『
源
氏
物
語
大
成
』（
校
異
篇
）
や
伊
井

春
樹
他
編
『
源
氏
物
語
別
本
集
成
』
に
よ
れ
ば
、
伝
為
氏
筆
本
が
「
ま
ち

か
け
た
て
ま
つ
り
て
」
と
す
る
以
外
に
異
同
は
な
い
。
た
だ
し
、『
源
氏
物

語
玉
の
小
櫛
』
は
「
か
は
う
の
誤
な
る
べ
し
、
待
か
け
て
と
い
ふ
は
、
俗

言
也
、」
と
し
て
「
待
ち
う
け
て
」
と
解
す
る
の
が
適
当
で
あ
る
と
す
る

（『
本
居
宣
長
全
集 
第
四
巻
』「
源
氏
物
語
玉
の
小
櫛 

七
巻 

薄
雲
」
筑
摩
書

房
、
一
九
六
九
年
一
〇
月
、
四
二
五
頁
）。

（
13
） 「
聞
こ
え
た
ま
へ
り
」
に
つ
い
て
は
「「
き
こ
え
」
は
源
氏
に
対
す
る
、「
た

ま
へ
り
」
は
紫
の
上
に
対
す
る
敬
語
で
あ
る
」
と
さ
れ
る
（
玉
上
琢
彌
『
源

氏
物
語
評
釈
』
第
三
巻
「
薄
雲
」
一
七
一
頁
、
鑑
賞
）。

（
14
） 

太
田
静
六
『
寝
殿
造
の
研
究
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
七
年
二
月
）、
池

浩
三
『
源
氏
物
語
―
そ
の
住
ま
い
の
世
界
』（
中
央
公
論
美
術
出
版
、
二
〇

〇
三
年
一
〇
月
）、
井
上
充
夫
「
廊
に
つ
い
て
―
日
本
建
築
の
空
間
的
発
展

に
お
け
る
一
契
機
―
」（『
日
本
建
築
学
会
論
文
報
告
集
』
五
四
、
一
九
五

六
年
一
〇
月
）、
野
地
修
左
他
「
平
安
時
代
後
期
に
お
け
る
渡
殿
と
「
廊
」

の
用
に
つ
い
て
」（『
日
本
建
築
学
会
論
文
報
告
集
』
六
〇
、
一
九
五
八
年

一
〇
月
）、
高
木
真
人
他
「
古
典
文
学
に
み
ら
れ
る
廊
的
空
間
に
関
す
る
研

究 

廊
・
渡
殿
・
縁
に
お
け
る
行
為
を
中
心
と
し
て
」（『
日
本
建
築
学
会
計

画
系
論
文
集
』
五
一
四
、
一
九
九
八
年
一
二
月
）、
池
浩
三
・
倉
田
実
「
対

談
『
源
氏
物
語
』
の
建
築
を
ど
う
読
む
か
」（『
源
氏
物
語
の
鑑
賞
と
基
礎

知
識
№
17　

空
蝉
』
至
文
堂
、
二
〇
〇
一
年
六
月
）
な
ど
。

（
15
） 

太
田
静
六
「
平
安
末
期
に
お
け
る
寝
殿
造
の
総
括
」『
寝
殿
造
の
研
究
』
吉

川
弘
文
館
、
一
九
八
七
年
二
月
、
五
二
四
頁
。

（
16
） 

倉
田
実
「
渡
殿
・
廊
・
中
門
廊
」『
王
朝
文
学
文
化
歴
史
大
事
典
』
笠
間
書

院
、
二
〇
一
一
年
一
一
月
。

（
17
） 『
栄
花
物
語
』
の
引
用
は
、
小
学
館
刊
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
『
栄
花
物

語
』
に
よ
り
、
巻
数
、
巻
名
、
冊
数
、
頁
数
を
付
す
。
以
下
、
同
じ
。

（
18
） 

池
浩
三
・
倉
田
実
「
対
談
『
源
氏
物
語
』
の
建
築
を
ど
う
読
む
か
」『
源
氏

物
語
の
鑑
賞
と
基
礎
知
識
№
17　

空
蝉
』
至
文
堂
、
二
〇
〇
一
年
六
月
。

（
19
） 

鈴
木
温
子
「「
廊
の
戸
」
か
ら
の
覗
き
見
―
『
源
氏
物
語
』
の
「
廊
」
考
―
」

『
駒
澤
國
文
』
四
二
、
二
〇
〇
五
年
二
月
。

（
20
） 

増
田
繁
夫
「
寝
殿
造
に
お
け
る
寝
殿
・
対
の
屋
以
外
の
建
築
物
」
倉
田
実

編
『
平
安
文
学
と
隣
接
諸
学
1 

王
朝
文
学
と
建
築
・
庭
園
』
竹
林
舎
、
二

〇
〇
七
年
五
月
。

（
21
） 

注
（
16
）
に
同
じ
。

（
22
） 

渡
殿
と
廊
の
区
別
に
つ
い
て
は
、
注
（
14
）、（
19
）、（
20
）
の
諸
説
に
加
え
、

平
山
育
男
「
寝
殿
造
の
構
造
⑩
廊
―
渡
殿
と
は
ど
う
違
う
の
か
―
」（『
源

氏
物
語
の
鑑
賞
と
基
礎
知
識
№
17 

空
蝉
』
至
文
堂
、
二
〇
〇
一
年
六
月
）、

水
田
ひ
ろ
み
「
平
安
文
学
に
お
け
る
渡
殿
の
役
割
―
恋
愛
発
生
の
場
と
し

て
―
」（『
国
文
論
叢
』
四
〇
、
二
〇
〇
八
年
三
月
）
な
ど
に
詳
し
い
。

（
23
） 

大
日
本
古
記
録
『
御
堂
関
白
記
』（
下
）
寛
仁
二
年
（
一
〇
一
八
）
十
月
二

十
二
日
条
、
一
八
三
頁
。

（
24
） 

大
日
本
古
記
録
『
小
右
記
』（
五
）
寛
仁
二
年
（
一
〇
一
八
）
十
月
二
十
二

日
条
、
五
九
～
六
〇
頁
。〈　

〉
は
割
注
を
示
す
。
ま
た
、
私
に
返
り
点
を

施
し
、
表
記
を
改
め
た
箇
所
が
あ
る
。
以
下
、
同
じ
。

（
25
） 

大
日
本
古
記
録
『
御
堂
関
白
記
』（
下
）
長
和
五
年
（
一
〇
一
六
）
六
月
二

日
条
、
六
四
頁
。

（
26
） 

池
浩
三
「
平
安
京
の
実
態
」『
源
氏
物
語
―
そ
の
住
ま
い
の
世
界
―
』
中
央

公
論
美
術
出
版
、
二
〇
〇
三
年
一
〇
月
（
初
出

：

一
九
八
九
年
九
月
）。

（
27
） 
山
中
裕
編
『
御
堂
関
白
記
全
註
釈
』
長
和
五
年
（
一
〇
一
六
）
六
月
二
日
条
、

二
三
三
頁
。
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（
28
） 

大
日
本
古
記
録
『
御
堂
関
白
記
』（
上
）
寛
弘
二
年
（
一
〇
〇
五
）
七
月
二

十
一
日
条
、
一
五
四
頁
。

（
29
） 
大
日
本
古
記
録
『
御
堂
関
白
記
』（
中
）
長
和
二
年
（
一
〇
一
三
）
十
二
月

九
日
条
、
二
五
五
頁
。

（
30
） 『
紫
式
部
日
記
』
の
引
用
は
小
学
館
刊
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
『
紫
式
部

日
記
他
』
に
よ
り
、
頁
数
を
付
す
。
以
下
、
同
じ
。

（
31
） 

土
御
門
邸
の
渡
殿
の
構
造
に
つ
い
て
は
、
角
田
文
衛
「
土
御
門
殿
と
紫
式

部
」（『
紫
式
部
伝
―
そ
の
生
涯
と
『
源
氏
物
語
』』
法
蔵
館
、
二
〇
〇
七
年

一
月
）
に
指
摘
が
あ
る
。
ま
た
、
紫
式
部
の
局
の
位
置
に
つ
い
て
は
、
安

藤
重
和
「「
渡
殿
の
戸
口
の
局
」
の
位
置
を
め
ぐ
っ
て
―
紫
式
部
日
記
試
論

―
」（『
国
語
国
文
学
報
』
五
三
、
一
九
七
九
年
三
月
）
に
詳
し
い
。

（
32
） 

増
田
繁
夫
「
紫
式
部
伝
研
究
の
現
在
―
渡
殿
の
局
、
女
房
と
し
て
の
身
分
・

序
列
・
職
階
―
」
増
田
繁
夫
他
編
『
源
氏
物
語
研
究
集
成 

第
十
五
巻 

源
氏

物
語
と
紫
式
部
』
風
間
書
房
、
二
〇
〇
一
年
一
一
月
。

（
33
） 

大
日
本
古
記
録
『
小
右
記
』（
三
）
長
和
元
年
（
一
〇
一
二
）
五
月
二
十
八

日
条
、
二
九
～
三
〇
頁
。

（
34
） 

本
文
中
の
「
宮
の
亮
」
と
「
宰
相
」
に
つ
い
て
は
、「
宮
の
亮
」
と
「
宰
相
」

を
別
人
で
あ
る
と
す
る
諸
説
も
あ
る
が
、
本
稿
で
は
「
同
じ
実
成
を
、
初

め
に
は
「
宮
の
亮
」
と
い
い
、
後
に
は
「
宰
相
」
と
、
単
に
呼
び
分
け
た

に
す
ぎ
な
い
」（
萩
谷
朴
『
紫
式
部
日
記
全
注
釈
』
上
巻
、
角
川
書
店
、
一

九
七
一
年
一
一
月
、
四
四
一
頁
）
と
す
る
指
摘
に
従
う
。

（
35
） 

注
（
32
）
に
同
じ
、
二
七
六
頁
。

（
36
） 

明
石
の
姫
君
が
二
条
院
に
引
き
取
ら
れ
た
折
に
、「
乳
母
の
局
に
は
、
西
の

渡
殿
の
北
に
当
た
れ
る
を
せ
さ
せ
た
ま
へ
り
」
と
語
ら
れ
（「
薄
雲
」
②
四

三
五
頁
）、
寝
殿
と
西
の
対
を
つ
な
ぐ
渡
殿
に
乳
母
の
局
が
あ
る
。

（
37
） 

女
三
の
宮
の
六
条
院
降
嫁
に
と
も
な
っ
て
、「
そ
な
た
の
一
二
の
対
、
渡
殿

か
け
て
、
女
房
の
局
々
ま
で
、
こ
ま
か
に
し
つ
ら
ひ
磨
か
せ
た
ま
へ
り
」

と
あ
り
（「
若
菜
上
」
④
六
二
頁
）、
女
房
の
局
が
渡
殿
に
設
け
ら
れ
た
こ

と
が
わ
か
る
。

（
38
） 

新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
『
源
氏
物
語
』「
若
菜
上
」
④
七
一
頁
、
頭
注
。

（
39
） 

紀
伊
守
邸
の
渡
殿
や
「
渡
殿
の
戸
口
」
に
つ
い
て
は
諸
説
あ
る
。
池
浩
三
・

倉
田
実
「
対
談
『
源
氏
物
語
』
の
建
築
を
ど
う
読
む
か
」（『
源
氏
物
語
の

鑑
賞
と
基
礎
知
識
№
17　

空
蝉
』
至
文
堂
、
二
〇
〇
一
年
六
月
）、
平
山
育

男
「「
中
川
わ
た
り
な
る
家
」
復
元
考
」（
同
上
）、
倉
田
実
「『
源
氏
物
語
』

の
「
渡
殿
」
考
―
南
渡
殿
も
壁
渡
殿
で
あ
っ
た
か
―
」（『
大
妻
国
文
』
四
〇
、

二
〇
〇
九
年
三
月
）
な
ど
。

（
40
） 

新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
『
源
氏
物
語
』「
蜻
蛉
」
⑥
二
七
一
頁
、
頭
注
。

（
41
） 

倉
田
実
「『
源
氏
物
語
』
の
「
妻
戸
」
考
―
寝
殿
造
の
出
入
口
―
」『
大
妻

女
子
大
学
紀
要
（
文
系
）』
四
三
、
二
〇
一
一
年
三
月
。

（
42
） 

新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
『
源
氏
物
語
』「
薄
雲
」
②
四
三
四
頁
、
頭
注
。

（
43
） 

鈴
木
一
雄
「
日
記
文
学
に
お
け
る
和
歌
（
そ
の
2
）
―
女
か
ら
の
贈
歌
―
」

『
王
朝
女
流
日
記
論
考
』
至
文
堂
、
一
九
九
三
年
一
〇
月
、
七
九
・
八
四
頁

（
初
出

：

一
九
六
八
年
五
月
）。

（
44
） 

浅
野
建
二
「
源
氏
物
語
と
催
馬
楽
」『
国
語
と
国
文
学
』
二
九
―
九
、
一
九

五
二
年
九
月
。

（
45
） 

沼
尻
利
通
「〔
翻
刻
〕
国
立
国
会
図
書
館
蔵
『
玉
の
小
櫛
補
遺
』」『
國
學
院

大
學
大
学
院
文
学
研
究
科
論
集
』
三
一
、
二
〇
〇
四
年
三
月
。

（
46
） 

植
田
恭
代
「
歌
謡
を
ど
の
よ
う
に
取
り
入
れ
て
い
る
か
」（『
源
氏
物
語
講

座 

第
六
巻 

語
り
・
表
現
・
こ
と
ば
』
勉
誠
社
、
一
九
九
二
年
八
月
）、「
物

語
世
界
の
催
馬
楽
」（『
源
氏
物
語
の
宮
廷
文
化
―
後
宮
・
雅
楽
・
物
語
世

界
』
笠
間
書
院
、
二
〇
〇
九
年
二
月
）
を
は
じ
め
と
す
る
諸
説
に
詳
し
い
。

（
47
） 

植
田
恭
代
「「
竹
河
」
と
薫
の
物
語
」『
源
氏
物
語
の
宮
廷
文
化
―
後
宮
・
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雅
楽
・
物
語
世
界
』
笠
間
書
院
、
二
〇
〇
九
年
二
月
（
初
出

：

一
九
九
〇

年
九
月
）。

（
48
） 
注
（
47
）
に
同
じ
、
三
六
五
～
三
六
六
頁
。

（
49
） 
倉
田
実
「『
源
氏
物
語
』
の
「
開
か
れ
た
贈
答
歌
」」『
武
蔵
野
文
学
』
六
〇
、

二
〇
一
二
年
一
二
月
。

（
50
） 

注
（
43
）
に
同
じ
、
八
二
頁
。

（
51
） 

阿
部
秋
生
「「
召
人
」
に
つ
い
て
」『
日
本
文
学
』
五
―
九
、
一
九
五
六
年

九
月
（
後
に
『
源
氏
物
語
研
究
序
説
』
第
一
篇 

源
氏
物
語
の
環
境 

第
二
章

「
作
者
の
環
境
」（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
五
九
年
四
月
）
に
収
録
）。

（
52
） 

三
田
村
雅
子
「
召
人
の
ま
な
ざ
し
か
ら
」『
源
氏
物
語 

感
覚
の
論
理
』
有
精

堂
、
一
九
九
六
年
三
月
（
初
出

：

一
九
八
六
年
五
月
）。

（
53
） 

武
者
小
路
辰
子
「
中
将
の
君
―
源
氏
物
語
の
女
房
観
―
」『
源
氏
物
語 

生
と

死
と
』
武
蔵
野
書
院
、
一
九
八
八
年
一
二
月
（
初
出

：

一
九
五
九
年
一
二
月
）。

（
54
） 

玉
上
琢
彌
『
源
氏
物
語
評
釈
』
第
三
巻
「
薄
雲
」
一
七
二
頁
、
鑑
賞
。

（
55
） 

諸
井
彩
子
「〈
召
人
〉
考
」『
摂
関
期
女
房
と
文
学
』
青
簡
舎
、
二
〇
一
八

年
四
月
、
一
五
三
頁
。

【
付
記
】 　

本
稿
は
、
中
古
文
学
会
二
〇
一
九
年
度
春
季
大
会
に
お
け
る
口
頭
発
表

を
礎
と
し
て
い
ま
す
。
席
上
等
で
御
教
示
を
賜
り
ま
し
た
先
生
方
に
厚
く

御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

 

（
本
学
非
常
勤
講
師
）


