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も
ヶ

ひ
と
り

の
薫

ー

『狭
衣
物
語
』
試
論
!

後

藤

康

文

は
じ
め

に

『
狭
衣
物
語
」

の
主
人
公
は
、
実

は
も
う
ひ
と
り
の
薫

で
あ
り
、

そ
の

〈も

う

ひ
と
り

の
薫
〉
を
主
人

公
と
す

る

『狭
衣
物
語
』
と

は
、
光
源
氏
没
後

の
世

界
を
新
た

に
描
き
出

そ
う
と
し
た
、

い
わ
ば
も

う
ひ
と

つ
の
宇
治
十
帖

で
あ

っ

た
。
ー

そ
う
し
た
解
釈

は
成
り
立
ち
え
な

い
も

の
で
あ

ろ
う
か
。

従
来

『狭
衣
物
語
』
と

『源
氏
物
語
』

の
関
係

は
さ
ま
ざ
ま
な
形

で
縷
説

さ

れ

て
き

た
が
、
そ
の
際
、
『狭
衣
物
語
』
の
受

け
と
め

る
母
体
を
宇
治
十
帖

を
含

む

『源
氏
物
語
』
全
篇

に
求
め
る

こ
と
は
、

つ
ね

に
暗
黙

の
了
解
な

い
し
は
自

明

の
大
前
提

で
あ

っ
た
よ
う
だ
。
無
論
、

詞
章
や
構
想
、

人
物
造
型
上

の
素
材

と

い
う

よ
う
な
微

視
的
次

元

に
お

い

て
は
、

こ
の
こ
と

は
む
し

ろ
当
然

で
あ

り
、
そ
の

い
ち
い
ち
を
指
摘

し
て
ゆ
け
ば
、
『
狭
衣
物
語
』
の
作
者

は
自
作

の
原

拠
を
、
光
源
氏
没
後

の
世
界

か
ら
い
く
ら
も
か

り
て
き

て
い
る
。
し
か
し
、
ふ

た

つ
の
作
品

に
描
か
れ
た
世
界
相
互

の
設
定
上

の
関

わ
り
と

い
う
見
地

に
立
脚

し
た
場
合

に
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
、
両
物
語
間

に
通
交
す
る
生
き

た
時
空

と
い
う
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
『
狭
衣
物
語
』
が

『
源
氏
物
語
』
全
篇

を
歴

史
的
事
実
と

し
て
そ
の
ま
ま
継
承
し

て
い
る
と
は
見
な
し
が
た
い
よ
う
に
思
わ

れ

る
の
で
あ

る
O

そ
こ
で
本
稿

で
は
、

日
本
古
典
文
学
大
系
本

『
狭
衣
物
語
』

に
見
え
る
七
例
の
〈『源
氏
物
語
』
人
物
取
り
〉
i

『源
氏
物
語
』
の
登
場
人

物
名
を
こ
と
さ
ら
に
挙
げ
て
自
作
の
世
界
に
参
画
せ
し
め
た
箇
所
ー

の
検
証

(注
1
〉

を

と

お

し

て
、

こ

の
点

を

明

ら

か

に
し

て

み

た

い
と

考

え

る
。

一

六
条
院
の
蹴
鞠
を
実
見
し
た

『狭
衣
物
語
』
の
語
り
手

〈両
物
語
問

に
通
交
す

る
生
き
た
時
空
〉
と
先
走

っ
た

こ
と
を
述

べ
た
が
、

(注
2
)

ほ
か

の
作

り
物
語
を
あ
く
ま

で

〈物

語
〉
と
し

て
取

り
込
ん
で
い
る
の
と

は
明

ら
か

に
異
な
る

『
狭
衣
物
語
』

の

『
源
氏
物
語
』

に
対
す

る
姿
勢
を
、
ま
ず

は

確
認
し

て
お
く

こ
と
か
ら
は
じ
め
よ
う
。

心

こ
と
な
る
用
意

ど
も
に

て
花

の
下

に
さ
ま
よ
ふ
姿
ど
も
、

い
つ
れ
と
な

う
を
か
し
き
中

に
、
宰
相
中
将
を
大
将
殿
し

ひ
て
す
す
め
給

へ
ば
、
「
若
々

し
き
わ
ざ

か
な
」

と
す

ま

へ
ど
も
、
げ

に
人
よ
り
は
を
か
し
う
ま
め
か
し

き
様
か

た
ち

に
て
、
数
も

こ
よ
な
く
多
く
あ
が
る
を
、
大
将
殿

な
ど
は
い
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み
じ
う
興
じ
給
う

て
、
「
や
や
も
せ
ば
下

り
立
ち

ぬ
べ
き
心
地

こ
そ
す
れ
。

な
ど

て
今
し
ば
し
若
う

て
あ
ら
ざ

り
け
ん
」
と

の
た
ま

へ
ば
、
御
簾

の
う

ち

の
人

々
、
d

「
ま
め
人

の
大
将
は
お
は
せ
ず
や
侍

り
け
る
」
「
さ
ら
ば
し

も
、
花

の
散
る
も
惜

し
か
ら
じ
」

な
ど
、

口
々
い
と
立

て
た

て
ま

つ
ら
ま

ほ
し
げ
な
る
け
は

ひ
ど
も
な

り
。

「
そ
の
い
た
う
屈
し
た

る
名
ざ

し

こ
そ

よ
そ

へ
つ
べ
か
め
れ
ど
、

e

こ
よ
な
う
見
く
ら

べ
給

は
ん
が
妬
け
れ
ば
」

と

て
、
う
ち
笑
み
給

へ
る
愛
敬
、
花

の
に
ほ
ひ
よ
り
も

こ
よ
な
う

こ
そ
勝

り
給

へ
れ
。
花

の
い
た
う
散

り
か
か
る
を
見
給

ひ
て
、
「
桃
李
先
散

り

て
後

な

る
は
深
し
」
と
忍
び
や
か
に
口
ず

さ
み
給

ひ
て
、
勾
欄

に
お
し
か
か
り

給

へ
る
ま
み

・
気
色

・
御
声

な
ど
は
、

か
の

「
桜

は
避
き

て
」
と

て
花

の

下

に
や
す
ら

ひ
給

へ
り
し
御
様
を
、
ハ

そ
の
折
は
見
し
か
ど
、

こ
の
御
有

様
ま
た
た
ぐ

ひ
な
げ
に
ぞ
、
何
ご

と
の
折
節
も
見
ゆ

る
。

(
日
本
古
典
文
学
大
系

巻
四

・
三
六
○
頁
)

春
三
月
、
狭
衣
は
源
氏

の
宮
懐

か
し
む
堀
川
邸

の
八
重
桜
を
携
え
、
花
盛

り

の
斎
院

を
訪

う
。

そ

こ

へ
太
政
大

臣
家

の
君
達

や
宰
相

中
将

ら
が
来
あ

わ
せ

て
、
花
舞

い
の
中

の
蹴
鞠

は
は
じ
ま
る
が
、
右
巻
四

の

一
節
が

『
源
氏
物
語
』

若
菜
上
巻

に
描

か
れ
た
六
条
院
蹴
鞠

の
場
面

に
拠

っ
て
も

の
さ
れ

て
い
る
こ
と

は
、
『
狭
衣
物
語
』
自
体

の
明
言
す

る
こ
と

ろ
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、

こ
と
は
そ

れ
だ
け

で
は
な
い
。
た
と
え
ば
、
「
御
簾

の
う
ち

の
人
び
と
」
の
言

「
ま
め
人

の

大
将
は
お
は
せ
ず
や
侍

り
け
る
」
(
イ
傍
線
部
)
は
何
を
意
味
す
る

の
か
。
あ

の

時
ま
あ
人

の
大
将

(夕
霧
)

は
蹴
鞠

に
加
わ

っ
て
い
ら
し
た
で
は
あ

り
ま
せ
ん

か
。
1

そ
う
し
た
彼
女
ら

の
過
去

の
記
憶
を
こ
の
言
葉

の
う
ち

に
読

み
取

る

こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な

い
か
。
し
か
し

こ
れ
だ
け
で
は
、
正
し
く

は

「
あ

の

時
」
な

の
か
あ

る
い
は

「
『
源
氏
物
語
』
の
若
菜

の
巻

で
」
な

の
か
、
な
ん
と
も

決

し
が
た
い
と
い
う

べ
き
か
も
し
れ
な

い
。

で
は
、

こ
れ
に
応
じ
た
狭
衣

の
言

「
こ
よ
な
く
見

く
ら

べ
給

は
ん
が
妬
け
れ
ば
」

(
ロ
傍
線
部
)

は
ど
う
で
あ
ろ

う
。
狭
衣

は
斎
院
方

の
古
女
房
達

に
夕
霧
と
自
分
と
が

「
見
く
ら
べ
」

ら
れ
、

蹴
鞠

の
技
禰
等

が
格
段

に
劣

っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る

の
が
く
や
し
い
か

ら
と
、

参
加

を
拒
否

し
て
い
る
わ

け
で
あ
り
、
そ

の
こ
と
は

こ
れ
が
狭
衣
自
身
夕
霧
を

過
去

に
実
在

し
た
人
物
と
し

て
認
識
し
、
ま
た
女
房
達

も
夕
霧
を
見
知

っ
て
い

る
事
情
を
前

提
と

し
た
発
言

で
あ

る

こ
と
を

示
唆
し

て

い
る
よ
う

に
思
わ
れ

る
。
も

っ
と
も

こ
の
場
合

に
も
、
「
見
く
ら

べ
」
を
夕
霧

と
狭
衣

と
を
比
較
す

る

言
葉

で
は
な
く
、
「
数
も

こ
よ
な
く
多
く
あ
が
る
」
宰
相
中
将

ら
同
席

し
た
ほ
か

の
君
達

と

「見

く
ら

べ
」

る
の
意

に
解
す
る
余
地
は
残

さ
れ

て
い
る
。

と
こ
ろ
が
、

ハ
傍
線
部

「
そ
の
折
は
見
し
か
ど
」

は
決
定
的
言
辞

で
あ

る
。

こ
の
書
き
様

は
、
大
系
本
頭
注
等

で
す

で
に
指
摘

さ
れ

て
い
る
ご

と
く
、
『狭
衣

物
語
』

の
語

り
手
が
若

い
時
分

に
六
条
院

に
伺
候

し
、
件

の
蹴
鞠

の
場

に
も
居

あ

わ
せ
、
柏
木

(か

の

「
桜

は
避
き

て
」

と

て
花

の
下

に
や
す

ら
ひ
給

へ
り
し

御
様
)

ら
の
姿
を
実
見
し
た

こ
と
を
物
語
る
も
の

で
、
石
川
徹
氏

が

「
作
者

の

態
度

は
全
く
源
氏
物
語

の
話

の
続
き
を
書

い

て
ゐ
る
と
い

つ
た
感
じ

で
あ

る
」

(注
3

)

と

い
い
、
堀

口
悟
氏
が

「
物
語
世
界
同
志

に
、

あ
た
か
も
歴
史
的
な
時
間
が
継

(注
4
)

続

し

て
い
る
よ
う

に
設
定

し
た
作
者

の
意
識

は
興
味
深

い
」

と
述

べ
る
以
上

に
、
『
源
氏
物
語
』
の
世
界
を
自
作

の
連

な
る

〈過
去

の
事
実
〉
と
し

て
包
摂
す

(注
5
)

る

『
狭
衣
物
語
』
作
者

の
創
作
姿
勢

を
如
実

に
示
す
明
証
と

い
え
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う

に
、
『
狭
衣
物
語
』
に
と

っ
て

『
源
氏
物
語
』
は
開
か
れ
た

〈
過
去

の
事
実
〉

で
あ

っ
た
。

そ
う

で
あ
る
と
す
れ
ば
、

そ
の
こ
と

は
、
『
狭
衣
物

語
』

の
錯
雑
な
諸
伝
本
本
文

に
共
通

し
て
そ
の
名
を
現
わ
す

の
が
、

こ
こ
で
見
た
夕

霧
と
柏

木
以
外

に
は
、
『源
氏
物
語
』
正
篇

の
主
人
公
光
源
氏
た
だ
ひ
と
り

で
あ

る
と

い
う
も
う
ひ
と

つ
の
事
実

(
そ
の
具
体
的
な
紹
介
は
後

で
行

な
う
)

と
、
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ど

の
よ
う

に
関
連

づ
け
て
解
釈

さ
れ

る
の
で
あ

ろ
う
か
。
『
狭
衣
物
語
』
が

『源

氏
物
語
』
全
篇
を

〈過
去

の
事
実
〉
と
し

て
受
れ
入
れ

て
い
る
な
ら
ば
、
当
然

宇
治
十
帖

の
主
人
公
薫
が
引
き
あ

い
に
出
さ
れ

て
い
て
も

不
思
議

で
は
な

い
。

否
、
『
狭
衣
物
語
』
作
者

の
手
法
を
思
え
ば
、
薫

と
そ
の
面
影
を
色
濃
く
漂

わ
せ

る
狭
衣

と
を
作
中

に
お

い
て
露
骨
に
引

き
比

べ
て
い
な

い
の
は
、
む
し

ろ
不
審

で
さ
え
あ
る
。
筆
者

に
は
、

こ
れ
を
偶

然

の
所
為

と
し
て
看
過
す

る
こ
と

は
で

き
な

い
。
薫
不
在
は
意
図
的

必
然

で
あ

り
、

そ
れ
は
す
な
わ
ち
、
狭
衣
自
身
が

ほ
か
な

ら
ぬ
薫
だ

っ
た

こ
と
を
物

語

っ
て
い
る
の
で
は
な

い
か
。

ニ
ー

1

幻
の
薫

た
し
か

に
、
諸
伝
本
共
通

の
本
文

に
薫

の
名
は
見
え
な

い
。
け
れ
ど
も
、
大

系
本

に
は
三
箇
所

も
薫

が
現

わ
れ

て
い
る

で
は
な
い
か
。

し
か
も
、
大
系
本

の

底
本

で
あ
る
内
閣
文
庫
本
が
、
三
谷
栄

一
氏

の
伝
本
論

に
し
た
が
え
ば
も

っ
と

も
古
態
を
保

っ
て
い
る
と

い
わ
れ
る
第

一
系
統

の
代
表
的
伝
本

で
あ

る
こ
と
を

顧
慮

す
れ
ば
、
む
し
ろ

〈
薫
取
り
〉

を
保
有

す
る
形
態

こ
そ
が
原
文

の
本
来
的

な
姿

で
あ

る
は
ず
だ
。
ー

そ
う
し
た
反
駁

が
当
然

の
こ
と
な
が
ら
予
想
さ
れ

(注
6
)

よ
う
。

そ
し
て
も
し

こ
の
見
解
の
方

が
正

し
い
こ
と

に
な
れ
ば
、
本
稿
を
起

こ

し
た
筆
者
と
し

て
は
、

こ
こ
に
お
い
て
は
や
途
方

に
暮
れ
ざ
る
を
え
な

い
の
だ

が
、
事
態
は
幸
い
私
見

に
有
利

に
展
開
す

る
よ
う

で
あ
る
。
本
節

で
は
、
『狭

衣

物
語
』

に
あ
く
ま

で
も
薫

は
不
在

で
あ

る
こ
と
を
証
明
す
る
た
め
に
、
大
系
本

に
見
え
る

〈
薫
取
り
〉
第

一
例

の
検
証
か
ら
済
ま
せ

て
ゆ
く

こ
と
に
し
た
い
。

A
今

日
は
じ
め
た
る
こ
と

に
は
あ
ら
ね
ど
、
な
ほ
さ
ら
で
も
あ
り
ぬ
べ
き

こ

と

は
、

よ
う
つ

に
す
ぐ
れ
給

ひ

つ
ら
ん
女

の
御

あ
た
り
に
は
、
ま

こ
と

の

御

兄
な
ら
ざ

ら
ん
男

は
、

む

つ
ま

じ
く
も

て
な
さ
せ
袷

ふ
ま
じ

か
り
け

れ
.

B
早
う
は
、
仲
澄

の
侍
従

・
宰
相
中
将
な
ど

の
た
め
し
ど
も
も
な
く
や
は
。

ま
し

て
、

こ
れ
は
こ
と
わ
り
ぞ
か
し
。

い
は
け
な
く

よ
り
、
人

に
も
似
ず

め

で
た
き
御
有
様
を
、
や
う
や
う
も

の
の
心
知
り
給
ふ
ま
ま
に
、
「
か
か
ら

ん
人
を

こ
そ
わ
が
も
の
に
せ
め
。

こ
れ

に
劣
り
た
ら
ん
人
を
ば
見
じ
」

と

の
み
お
ぼ
し
し
み
に
け
れ
ば
、
と
か
く
人
を
見
集

め
給

ふ
ま
ま
に
、
い
と
、

か
く

し

も
し

置
き

け

ん
結

ぶ
神

さ

へ
、
恨

め

し

く

そ
お

ぼ
さ

る

る
。

(
A

・
B
は

一
連

の
文
章

巻

一
・
三

一
頁
)

こ
れ
は
、
物
語
冒
頭
部

の
い
わ
ば
締

め
く
く
り
に
あ

た
る

一
節

で
あ
り
、
A

部
分
が
諸
系
統

に
備
わ

っ
て
い
る

の
に
対

し
、

B
部
分

は
大
系
本

の
底
本

で
あ

る
内
閣
文
庫
本
等

に
の
み
見
え
る
も
の
で
、
第

一
系
統
独
自
異
文
と
判
定
さ
れ

(注
7
)

る
。
そ
し

て
、

こ
の
B
部
分
傍
線
部
中

に
お

い
て

『
宇
津
保
物
語
』

の
仲
澄
と

と
も

に
引
き
あ
い
に
出

さ
れ
た

「宰
相
中
将
」

こ
そ
が
、
た
と
え
ば
大
系
本
補

注

に
お
い

て
、

「宰
相
中
将
」

は
、
源
氏
物
語
後
半

の
主
人
公
薫

の
こ
と
。
匂
巻

で
源
氏

の
死
後
、
冷
泉
院

は
薫

の
父
代
り
と
な
り
、
薫

は
十

四
歳
、
冷
泉
院

で
元

服
、

二
月
侍
従
、
秋
右
近
中
将
と
な
り
、
御
座
所
近

い
対
屋

に
か
し
ず
か

れ
て
、
冷
泉
院

の
寵
愛
を
受
け
る
。

や
が
て
同
巻

で
、
十
九
歳

の
折
、
宰

相

で
中
将
を
兼
ね
る
。
薫
は

ひ
と

つ
院

に
住
む
冷
泉
院

の
女

一
宮
を
理
想

的
な
女
性
と
思
慕
し
、
「同

じ
く

は
、
げ

に
、
か

や
う
な

ら
む
人
を
見
む

に

こ
そ
、
生
け
る
か
ぎ
り
の
、
心

ゆ
く

べ
き

つ
ま
な
れ
」
と
思
う
よ
う

に
な

る
。

(大
系
本
補
注

一
○

・
四
七
〇
頁
)

と
説
明
さ
れ
た
よ
う
に
、
従
来

『
源
氏
物
語
』

の
薫

で
あ
る
と
見
な
さ
れ

て
来
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た
人
物
な
の
で
あ
醗
詳

う
で
あ
る
な
ら
ば
・
こ
の
箇
所
が

『狭
衣
物
語
』
(第

一
系
統
)

に
お
け
る

〈薫

取
り
〉

の
第

一
例

と
い
う
こ
と
に
な

る
わ
け
で
あ

る

が
、
実
は
、

こ
の

「
宰
相
中
将
」

を
薫

と
解

す
る
如
上

の
読

み
自
体

に
、

そ
も

そ
も
問

題
が
あ

る
と

い
え
る

の
で
は
な
か

ろ
う
か
。
後
代
文

学

の
立
場

か
ら

『
源
氏
物
語
』

の
薫

を
指

し
示
す
呼
称

と
し
て
は

「薫

の
大
将
」

が

一
般
的

で

あ
る

に
も
か
か
わ
ら
ず
、

ま
た
、
直
前

の

「仲
澄

の
侍
従
」
と

い
う
書
き
様
と

の
不
均
衡
を
あ
え

て
犯
し

て
ま
で
、

な
に
ゆ
え
B
部
分

の
執
筆
者

は
、
薫
を
指

定
す
る

に
自
明

で
は
な

い

「宰
相
中
将
」

と
い
う
普
通
名
詞
を
用

い
た
の
で
あ

ろ
う
か
。
「
宰
相
中
将

」
を
薫

と
解

し
て
は
、

「
ま
し
て
」

で
対
比

さ
れ
る

二
文

よ
り
成
り
立

つ
傍
線

部
本
文

の
論

理
が
説
明

で
き
な

い
の
で
は
な

い
か
。

さ
ら

に
は
、
薫
が
偶
像
視

し
た
の
は
冷
泉
院

の
女

一
宮

で
は
な

く
明
石

の
中
宮
所
生

の
女

一
宮

の
方

で
は
な
か

っ
た
の
か
な

ど
、
先

の
見
解

に
対
し
素
朴
な
疑
問
を

覚
え
る

の
は
、

お
そ
ら
く
筆
者

ひ
と
り
で
は
あ

る
ま

い
。

そ

こ
で
、
試

み
に
校
本

を
縮

い
て
み
る
と
、

こ
の
部
分

に
は
第

一
系
統
内
部

に
お

い
て
異
同
の
あ
る

こ
と
が
知

ら
れ

る
の
で
あ

る
。
今

そ
れ
ら
を
類
別
し

て

示
す
と
、

a
宰
相

(中
将
)

「
平
出
本

・
内
閣
本

ゴ

さ
い
し
や
う
の

(中
将
)

ー
蓮
空
本
グ

ル
ー
プ

・
鈴
鹿
本
グ

ル
ー
プ

b
さ
い
こ

(中
将
)

1
宮

内
庁
三
冊
本
グ

ル
ー
プ

げ

さ
い

(中
将
)

「

武
田
本
グ

ル
ー
プ

と
、
大
き

く
二
通
り

に
分
け
る

こ
と
が

で
き
る
。
そ
し

て
、

b
系

の
本
文

に
依

拠
す

る
と
、
そ
の
指
定
す

る
と

こ
ろ

の
人
物

は
薫

で
は
な
く
、
「在

(五
)
中
将
」

す

な
わ
ち
在

原
業

平
と

い
う

こ
と

に
な

っ
て
く
る
。

こ
の
両
者
を
比
較

す

る

に
、
筆
者

は
b
系
本
文

の
方

が
優
れ
て
お
り
、
問
題

の
人
物

は
薫
な
ら

ぬ
業
平

で
あ

っ
た
と
判
断
す
る
が
、

そ
の
主

た
る
根
拠

は
以
下

に
列
挙
す

る
と
お
り

で

あ
る
。

イ

「
宰
相
中
将
」

で
は
な
く

「在

(
五
)
中
将
」
と
あ

る
こ
と

に
よ
り
、
表

記

・
意
味

の
両
面

に
お

い
て
、
直
前

の

「仲
澄

の
侍
従
」
と

の
等
質
性
を

は
じ
め

て
獲
得

す
る

こ
と
に
な
る
。

ま
ず
呼
称
表
記

の
あ

り
か
た
自
体
、

官
職
名

の
み
を
記
し
た

「宰
相
中
将
」

よ
り
名
前

+
官
職
名

の
形
を
と

っ

た

「
在

(五
)
中
将
」

の
方
が
、
「
仲
澄

の
侍
従
」
と

い
う
書
き
様
と
よ
く

対
応
す
る
。
次

い
で
意
味

の
上

か
ら
は
、
『宇
津
保
物
語
』
の
仲
澄
も

『
伊

勢
物
語
』
の
業

平
も
、

と
も

に
実

の
妹

に
禁
忌

の
恋
情
を
抱

い
た
と

い
う

(
注
9
)

点

で
共
ハ通
し
、
執
筆
者

が
対
等

な
例
証

の
併
記
を
意
図
し
た
も

の
と
見

て

と
る

こ
と
が

で
き
る
の

で
あ

る
。

ロ
右

に
関
連

し

て
、

「宰
相
中
将
」

U
薫

と
解
す

る
従
来

の
読
み

に
従

っ
て

は
、
不
明
瞭
と
い
う
ほ
か
は
な
か

っ
た
傍
線
部
本
文

の
意
味
す
る
と

こ
ろ

が
、

こ
れ
を

「在

(
五
)
中
将
」
と
認
め

る
こ
と

に
よ

っ
て
非
常

に
明
快

に
伝

わ

っ
て
く
る
。

つ
ま
り
、

こ
こ
で
行
わ
れ

て
い
る

の
は
、
実

妹
恋
慕

の
例

と
義
妹
恋
慕

の
例

と
の
単
純
な
対
比
な

の
で
あ
り
、
要
す
る
に
、
実

の
妹

に
恋

を
し

た
仲
澄

や
業
平

の
先
例
さ
え
あ
る

の
だ
か
ら
、

ま
し

て
、

狭
衣

が
義

理
の
妹
源
氏

の
宮

に
恋
心
を
抱

い
て
煩
悶
す
る

に
至

っ
た
の
は

(注
10
)

当
然

で
あ

る
と
述

べ
て
い
る

の
で
あ
る
。

ハ
仲
澄
も
業
平
も
と
も

に
以
後

の
物
語

の
展
開

の
中

で
、

ど

の
系
統

の
本
文

に
お

い
て
も
、
狭
衣

の
源
氏

の
宮

へ
の
恋

を
象
る
素
材

と
し
て
再
登
場
し

(注
11
)

て
お

り
、

そ
こ
に
確
か
な
内
部
照
応

を
看
取

で
き
る
。

一
方
、
薫

の
場
合

は
、
第

一
系
統

に
の
み
存
す
る

「源
氏

の
女

一
宮
も
、

い
と
か
く
ば
か
り

は
、
え

こ
そ
お
は
せ
ざ
り
け
れ
ば
に
や
、
薫
大
将

の
、

さ
し
も
心
と
ど
め

ざ
り
け
ん
」

云
々

の

一
条

に
対
応
す

る
と
解
釈
さ
れ

て
い
る
が
、
前
者

に

比
し

て
問
題

な
し
と
し
な
い
。

こ
の
こ
と

に

つ
い
て
は
、
次
節

で
改
め

て
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触
れ
る
。

二
こ
れ
ま
で
は
、

B
部
分
中

の

「
か
か
ら

ん
人
を

こ
そ
わ
が
も

の
に
せ
め
。

こ
れ
に
劣

り
た
ら

ん
人
を
ば
見
じ
」

と

い
う
狭

衣

の
決
意

が
、

『源
氏
物

語
』
匂
宮
巻

の

「
同
じ
く
は
、
げ

に
、
か
や
う
な
ら
む
人

を
見
む
に
こ
そ
、

生
け
る
か
ぎ
り

の
心
ゆ
く

べ
き

つ
ま
な
れ
」

と
い
う
、
冷
泉
院
女

一
宮

に

関
わ
る
薫

の
思
惟

に
相
通
じ
る
も
の
と
し
て
、

こ
れ
と

「宰
相
中
将
」
と

あ
る

こ
と
と
が
有
機
的

に
関
係
づ

け
ら
れ
て
解
釈

さ
れ

て
き

た
よ
う

で
あ

る
が
、

二
者

は
い
わ
れ
る
ほ
ど
近
似

し
た
内
容
を
持
ち
あ
わ
せ

て
い
る
と

は
思
え
な
い

(
む
し
ろ
、
桐
壷
巻

の

「
(光
源
氏

ハ
)
た
だ
藤
壷

の
御
有
様

を
、

た
ぐ
ひ
な
し
と
思

ひ
き

こ
え
て
、
さ

や
う
な
ら
む
人
を

こ
そ
見
め
。

似

る
人

も
な

く
お

は
し

け
る
か
な
」
云

々
等

の
方
が
、
狭
衣

の
心
中

に
は

よ
ほ
ど
近

い
)
。
し
た
が

っ
て
、
「
か
か
ら
ん
人
を

こ
そ
」
云
々
を
、
「宰
相

中
将
」
と
あ

る
の
に
惹
か
れ

て
、
匂
宮
巻

の
叙
述

に
影
響

さ
れ
た
行
文
と

(注

12
)

見

る
必
要
は
、
毫
も
な

い
の
で
あ
る
。

以
上

の
諸
点
を
勘

案
す
れ
ば
、
従
来
薫

を
指
す

と
し

て
疑

わ
れ
る
こ
と

の
な

か

っ
た

「
宰
相
中
将
」
は
転
化
本
文
と
お
ぼ
し
く
、
「
在

(五
)
中
将

」
の
方

こ

そ
が
、
第

一
系
統
独

自
異
文

の
本
来
的

な
形

で
あ

る
と
認
め
な

け
れ
ば
な

る
ま

い
。
か
く
し
て
、
こ
れ
ま

で

『
狭
衣
物
語
』
(第

一
系
統
)
に
お
け

る

〈
薫
取
り
〉

の
第

}
例

と
見

な
さ
れ

て
い
た

こ
の
箇
所

は
、
そ

の
根
拠
を
全
く
失
な

っ
て
し

ま

っ
た
こ
と
に
な
る
。

い
わ
ば
、
今
日

の
誤
読
が
将

来
し
た
幻

の

〈薫

取
り
〉

だ

っ
た
わ
け
で
あ

る
。

二
ー

2

加
筆
さ
れ
た
薫

そ
れ

で
は
次

に
、
先

の
理
由

ハ
で
触

れ
た
二
番
目

の

〈薫
取

り
〉
を
見

て
み

よ

う

。
A
月
も
立
ち

ぬ
れ
ば
、
暑
さ

の
わ
り
な
き
頃

は
、
水
恋
鳥

に
も
劣

ら
ず
、
心

ひ
と

つ
に
思

ひ
焦
れ
給
ふ
を
知
る
人
な
し
。

つ
れ
づ

れ
な
る
昼

つ
方
、
源

氏

の
宮

の
御
方

に
参
り
給

へ
れ
ば
、
白

き
薄
物

の
単
衣
を
着
給

ひ
て
、

い

と
赤
き
紙
な
る
文
を
見
給

ふ
と
て
、
そ
ば
み

て
ゐ
給

へ
る

に

〈中
略
〉
、
隠

れ
も
な
き
御
単
衣

に
透
き
給

へ
る
美

し
さ
、

「
い
と
か
か

ら
ぬ
人

も

こ
そ

多
か
ん
め
れ
」

と
、

な
ほ
、

い
か

で
心
あ
る
ら
ん
人

の
、

う
ち
見
放

ち
た

て
ま

つ
る
は
あ
ら
む
や
。
ま
し

て
、
か
ば
か

り
御
心

に
染
み
給

へ
る
人

は
、

見

た
て
ま

つ
る
た
び

に
、
胸

つ
ぶ

つ
ぶ
と
鳴

り

つ

つ
う

つ
し
心
も
な
き
や

う
に
お
ぼ
え
給

ふ
を
、

よ
く
ぞ
忍
び
給

ひ
け
る
。

B

「
源
氏

の
女

一
宮
も
、

い
と
か
く
ば
か
り
は
、

え
こ
そ
お
は
せ
ざ

り
け

れ

ば

に
や
、
薫
大
将

の
、
さ
し
も
心
と
ど
め
ざ
り
け
ん
」
と
そ

お
ぼ

さ
る

る
。

C

「
い
と
暑
き

に
、
い
か
な
る
御
文
御
覧

ず
る
ぞ
」
と
聞

え
給

へ
ば
、
「
斎
院

よ
り
、
絵
ど
も
賜
は
せ
た
る
」

と
て
、

く
ま
な
き

日
の
気
色

に
、
は
な
ば

な
と

に
ほ
ひ
満

ち
給

へ
る
御
顔
を
、
見
あ
は
せ
た

て
ま

つ
り

て
、

ま
ば
ゆ

げ

に
お
ぼ
し
て
、

こ
の
御
文

に
紛

ら
は
し
給

へ
る
御
も

て
な
し
、

ま
み
、

額
髪

の
か
か
り
、
面

つ
き
な
ど
、

い
ひ
知
ら
ず
め

で
た
し
。

例

の
、
涙

も

落
ち

ぬ

べ
き

に
、
絵
ど
も
取
り
寄
せ

て
見
給

へ
ば
、
「
在
五
中
将

の
恋

の
日

記
を
、

い
と
め

で
た
う
書
き
た
る
な
り
け
り
」
と
見
る
に
、
味
気

な
く
、

ひ
と

つ
心
な

る
人

に
向
か
ひ
た
る
心
地

し
て
、
目

と
ど
ま
る
と
こ
ろ
に
、

忍
び
も
あ

へ
で
、
「
こ
れ
は
、
い
か
が
御
覧

ず
る
」
と
て
、
さ
し
寄

せ
給

ふ

ま
ま

に
、

よ
し

さ

ら
ば
昔

の
跡
を

尋

ね
見

よ

わ
れ

の
み

ま

よ
ふ
恋

の
道

か

は

(
A

・
B

・
C
は

一
連

の
文
章

巻

一
。
五
五
頁
)
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猛
暑

の

一
日
源
氏

の
宮

の
も
と
を
訪

れ
た
狭
衣

は
、
斎
院

よ
り
贈
ら
れ
た
絵

ど
も

の
中

に

「
在
五
中
将

の
恋

の
日
記
」

を
見
出
し

た
こ
と

に
よ
り
、
彼
女

へ

の
積
年

の
思

い
を
押
さ
え
る

こ
と
能

わ
ず
、

つ
い
に
己
が
心
中
を
告
白
す
る
。

右
引
用
本
文

の
う
ち
、
A

・
C
両
部
分

が
、

か
な

り
の
異
同
が
あ
る
も

の
の
諸

系
統

に
備
わ

っ
て
い
る

の
に
対

し
、

B
部
分

は
、
深
川
本
グ

ル
ー
プ

に
の
み
見

(注

13
)

え
る
第

～
系
統
独
自
異
文
と
判
定

さ
れ
、
問
題

は
そ
こ
に
あ

る
。

ま
ず
正
し

て
お
き
た

い
の
は
、

三
谷
栄

一
氏

の
所
説

で
あ
る
。
氏
は
、

こ
の

部
分
を
原
態
と
認
定
し
、

こ
こ
に

「
源
氏

の

(冷
泉
院

の
)
女

一
宮
」
を
駆
り
出
し
た

の
は
、

こ
の

物
語

の
冒
頭

で
、
男
女
主
人
公

の
情
景
を
叙
述
し
た
最
後

の
締

め
く
く
り

と
し

て
、
〈中
略
〉
第

一
系
統

に
の
み
み
た
作
者

の
狭
衣

へ
の
視
点

(
前
節

引
用

の
B
部
分
傍
線
部
本
文
を
指
す
-
後
藤
注
)
が

こ
こ
に
お
い
て
も
照

応
し

て
い

て
、

こ
の
物
語

の
作
者
や

そ
の
サ

ロ
ン
の
人
々
の
物

語
教
養

の

様
相

が
窺

わ
れ
る
。
薫
大
将
が
冷
泉
院

の
女

一
宮

を
理
想
的
女
性
と
思
慕

す
る
以
上

に
、
狭
衣

の
源
氏
宮

へ
の
恋
慕
は
強

烈
で
あ

っ
て
、

そ
れ
だ
け

に
源
氏
宮

の
容
姿

は
す
ば
ら
し
く
美
し

い
の
だ
と
強

調
す

る
の
で
あ

る
。

(注

14
)

と
論

じ

て
い
る
。
こ
の
う
ち
、
物
語
冒
頭
部

の

「早

う
は
」
云
々

の

一
条

に

〈薫

取
り
〉
を
認
あ

よ
う
と
す

る
こ
と

の
非
は
、

す
で
に
指
摘

し
た
と
お
り
だ
が
、

そ
れ
と
こ
こ
の
例
と
が
照
応
す
る
と
し
て
付
会
し
、

B
部
分

の

「
女

一
宮
」
を

「冷
泉
院

の
女

一
宮
」
と
す

る
解
釈
も
ま

た
誤
り
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
場
面
は
、

前
半

(A
部
分
)
を

『
源
氏
物
語
』
蜻
蛉
巻

で
薫
が
明
石

の
中
宮
所
生

の
今
上

帝
女

一
宮
を
垣
間
見
る

一
場

に
、
後
半

(
C
部
分
)
を
総
角
巻

で
匂
宮
が
実
姉

に
あ
た
る
同
じ
女

一
宮

に
戯

れ
か
か
る

一
節

に
負

っ
て
形
成
さ
れ

て
い
る
と
考

え
ら
れ
、
作
者

は

こ
こ

で
、
源
氏

の
宮
を

一
貫
し

て

『
源
氏
物
語
』
宇
治
十
帖

(注

15
)

の
今
上
帝
女

一
宮

に
比
定

し
て
描

い
た
も

の
と
思
わ
れ
る
か
ら

で
あ

る
。

薫

が
理
想

の
女
性
と
し

て
の
偶
像
視
し
た

の
は
、
冷
泉
院

の
女

一
宮

で
は
な

く
今
上

帝

の
女

一
宮

の
方

で
あ

り
、
三
谷
論

の
背
景

に
は
ど
う
や
ら
こ
の
両
皇

女

の
混
同

が
存
在
し

て
い
る
ら
し

い
が
、
氏

の
誤
解

は
そ
れ
と
し
て
、

B
部
分

を
保
有

す
る
の
が
原
文

の
本
来
的
な
姿
だ
と

い
う
見
解
そ

の
も
の
に
も
と
も

と

疑
問

が
あ
る
と

い
え
、

そ
の
理
由
を
示
せ
ば
左

の
ご
と
く
で
あ
る
。

イ
B
部
分

「
源
氏

の
女

一
宮
」
の

「
源
氏

の
」
は
、
明
ら
か

に

「
『源
氏
物
語
』

の
」
の
意

で
あ
り
、
そ
れ
な
ら
ば
、
狭
衣
は

『
源
氏
物
語
』
の
読
者

で
あ

っ

て
、
薫

や
女

}
宮
を

そ
れ

に
登
場
す
る
作
中
人
物

と
把
握

し
て
思
惟
を
め

ぐ
ら
せ
た
こ
と

に
な
る
が
、
こ
れ
は
、
は
じ
め

に
確
認
し
た

『
狭
衣
物
語
』

作
者
の
基
本
的
創
作
態
度
i

『源
氏
物
語
』
の
世
界
を
自
作
の
時
空
に

連
接
し
た
過
去
の
事
実
と
し
て
抱
摂
す
る
ー

に
、
著
し
く
抵
触
す
る
筆

法

で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。

ロ
A
部
分
末
尾

の

「
よ
く
ぞ
忍
び
給

ひ
け
る
」
と
、
C
部
分

は
じ
め

の

「
『
い

と
暑
き

に
、

い
か
な
る
御
文
御
覧
ず

る
ぞ
』
と
」
云

々
と

の
間

に
、
B
部

分
が
置
か
れ

て
い
る

こ
と
に
よ

っ
て
、
文
章

の
流
れ

に
淀

み
が
生
じ

て
い

る
感
が
あ
る
。

つ
ま
り
、

A
↓

C
と
続
く
な
ら
ば
、

そ
の
連
な
り
ぐ
あ

い

が
き
わ
め
て
自
然

で
あ

る
と

こ
ろ

へ
、

B
部
分
が

い
か

に
も
唐
突

な
感

じ

で
介
在
し
て
お
り
、
少

な
か

ら
ず
違
和
感
を
抱
か
し
め
る

の
で
あ
る
。

ハ
狭
衣

が

「在
五
中
将

の
恋

の
日
記
」
を
見
出
す
C
部
分

の
ひ
と
く
だ
り
は
、

静
嘉

堂
文
庫
蔵
為
秀
本

で
は
、

「在

五
中
将
が
妹

に
琴
教

へ
た
る
と

こ
ろ

書
き

た
る
は
、
匂
兵
部
卿
な
ら
ね
ど
、
目
と
ま
り
給

ひ
て
、
あ

い
な

う
ひ

と

つ
心
な

る
心
地
し
給

ひ
て
」

云
々
と
な

っ
て
い
る
が
、

こ
れ
は
、

こ
の

場
面
が
総
角
巻

に
準
拠
す
る
も

の
で
あ
る
こ
と
を
感
得

し
た
後
人

の
、
さ

か
し
ら
な
加
筆

で
あ
る
と
見

て
よ
い
。

そ
し

て
、

こ
の

〈匂
宮
取
り
〉

の

例
は
、
蜻
蛉
巻

で
今
上
帝
女

一
宮
を
垣
間
見
し

た
薫
を
慮

る

一
文
、
す
な
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わ
ち
B
部
分

の

〈薫
取
り
〉
と
、
意
識

の
上

で

}
脈
通

じ
る
も

の
が
あ

る

よ
う
に
思
わ
れ

る
。

無
論
、
断
定
し

て
し
ま
う

こ
と
は

で
き
な
い
け
れ
ど
も
、

こ
う
し
た
疑
点
を

孕
む
B
部
分

は
、

三
谷
氏

の
所
説
と
は
逆
に
、

む
し
ろ
後
世

に
な

っ
て
補
わ
れ

た
可
能
性
が
高

い
と
判
断
す

べ
き

で
あ
ろ
う
。

そ
う
す

る
と
、

こ
れ
ま

で

〈
薫

取
り
〉

の
第

二
例
と
考
え
ら
れ

て
来

た
こ
の
箇
所
も
、
原
作
者

の

一
切
関
知
し

な
い
次
元

の
も

の
と
な
る
。

二
ー

3

将
外
の
薫

さ

て
、
大
系
本

の
本
文

に
は
、
も
う

一
箇
所
薫

の
名
が
見
え
る
。

あ
は
れ
に
も
を
か
し
く
も
、
若
き
身

の
上

に
て
思

ひ
し
み
に
け
る
こ
と
ど

も
を
ぞ
、
片
端
も
書
き
置
き
た
め
る
。

こ
れ
は
、

は
か
ば

か
し
く

ゆ
ゑ
あ

る
こ
と
を
、
見

ぬ

「
蔭

の
朽
木

」

に
な
り
に
け
れ
ば
、

つ
ゆ
ば
か
り
見
ど

こ
ろ
あ

る
べ
き
や
う
も
な
き
に
、
「
た
だ
、
男
の
心

は
薫
大
将
、
か
ば
ね
尋

ね
る
三
宮
ば
か
り

こ
そ
、
あ
は
れ
に
め
や
す
き
御
心
な
め
れ
」
と
、
か
ら

う
じ

て
思
う
給

へ
つ
れ
ど
、
「男
も
女
も
、
心
深
き

こ
と

は
こ
の
物
語
に
侍

る
」
と
そ
、
本

に
。

(巻
四

・
四
六
七

頁
)

(注
葱

え
よ
う
。
筆
者
は
、

こ
の
践
文
中

の

「
男

の
心

は
薫
大
将
」
云
々
に
窺
え
る
意

識
が
、
『
無
名
草
子
』

・

『源
氏

四
十
八
も

の
た
と

へ
の
事
』

・

『源
氏
解
』
等

(注
17
)

鎌
倉
期
の
物
語
評
論
書
に
見
え
る
薫
賞
揚
の
姿
勢
に
通
じ
る
の
で
あ
る
と
す
れ

ば
、
石
川
徹
氏
の
主
張
す
る
よ
う
に

「読
者
が
こ
の
物
語
の
読
後
感
を
ご
く
印

(注
18
)

象
的

に
書

き
附

け
た
程
度

の
も

の
」
と

い
う

の
が
真

相

で
あ
る
よ
う
な
気
も
す

る
が
、
現
在

の
と
こ
ろ
両
説

の
い
ず
れ

に
左
祖
す

べ
き
か
、
明
確

な
態
度

は
示

し
え
な

い
。

し
か
し
、

こ
の
部
分
が
原
作
者

の
手

に
由
来
す
る
も

の
か
否

か
に
か
か

わ
ら

ず
、
こ

こ
に
見

ら
れ
る

〈薫

取
り
〉
が
ほ
か

の

〈
『
源
氏
物

語
』
人
物
取
り
〉

の

例

と
大
き

く
性
質
を
異

に
し

て
い
る
点

に
は
、

留
意
す

る
必
要

が
あ

ろ
う
。

そ

れ

は
、
こ
れ
以
外

の

〈
『
源
氏

物
語
』
人
物
取

り
〉
が
ど

れ
も
物
語
世
界
内
部

に

お

い
て
行
な
わ
れ

て
い
る

の
に
対

し
て
、
本
例

の
場
合

は
、
す

で
に
話
が
閉
じ

ら
れ
た
あ
と

で
登

場
し

て
い
る
と
い
う
次
元

の
相
違

で
あ
り
、

こ
の
薫
は
、

い

わ
ば
物
語
世
界

の
将
外

に
い
る
わ
け
で
あ

る
。
し
た
が

っ
て
、
『
狭
衣
物
語
』
践

文

に
現
わ
れ
た

〈薫
取

り
〉

の
第
三
例

は
、
そ
れ
が
物
語
内
部

の
自
律

す
る
世

界
と
何
ら
関
わ
り
を
持

た
な

い
と
い
う
点

で
、
と
り
あ
え
ず
本

稿
に
お
け
る
考

察

の
対
象

か
ら
は
除
外

し
て
よ
い
と
考
え
る
。

㊨

『狭
衣
物
語
』
に
取
り
込
ま
れ
た
光
源
氏
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右
は
、
物
語
の
践
文

と
で
も

い
う

べ
き
部
分

で
、
伝
本

に
よ
り
内
容

に
少
な

か

ら
ぬ
異
同
が

認
め
ら
れ

る
ほ
か
、

流
布
本

な
ど

は
全

く

こ
れ

を
欠

い
て
い

る
。
し
た
が

っ
て
、
従
来

の
見
解
が
、

こ
う
し
た
祓
文

の
存
在

を
原
作
者

に
よ

る
轄
晦

の
言
辞

と
し
て
肯
定
的

に
評
価
す

る
立
場

と
、
後
人

の
書
き
添

え
と
見

て
否
定
的

に
評
価
す

る
立
場
と

に
分
か
れ

て
い
る
の
も
当
然

の
成

り
行
き
と

い

見

て
き

た
と
お
り
、
『
狭
衣
物
語
』
に
宇
治
十
帖

の
主
人
公
薫

は
不
在
な

の
で

あ

る
。
こ
れ

に
対

し

て
、
『
源
氏
物
語
』
正
篇

の
主
人

公
光
源
氏

は
過
去

の
人
物

と
し

て
確
か

に
回
想
さ
れ

て
い
る
。

こ
こ
で
は
、
原
作
者

に
よ
る
三
例

の

〈光

源
氏
取
り
〉

の
様
相
を
念

の
た
め
に
検

証
し

て
お
く

と
し
よ
う
。
-



一
少
年

の
春

は
惜

し
め
ど
も
と
ど
ま
ら
ぬ
も

の
な
り
け
れ
ば
、

弥
生

の
廿

日

あ
ま
り
に
も
な

り
ぬ
。
御
前

の
木
立
何
と
な
く
青
み
渡

れ
る
中

に
、
中
島

の
藤

は

「松

に
と
の
み
も
」
思
は
ず
咲
き
か
か
り

て
、
山
ほ
と
と
ぎ
す
待

ち
顔

な
る
に
、
池

の
み
ぎ

は
の
八
重
山
吹
は

「
井
手

の
わ
た
り

に
や
」
と

見
え
た
り
。

「光
源
氏

の
、
『
身
も
投
げ

つ
べ
き
』
と

の
た
ま

ひ
け
ん
も
、

か
く
や
」

と
、

ひ
と
り
見
給

ふ
も
飽
か

ね
ば

(巻

一
.
二
九
頁

)

⇔

「
韓
泊
底

の
水
屑

と
な
り
に
し
を
瀬

々
の
岩
間
も
尋
ね

て
し
が
な

甲
斐
な
く
と
も
、

か
の
跡

の
自
波
を
見

る
わ
ざ
も
が
な
」
と
お
ぼ
せ
ど
、

都

の
中
だ
に
心

に
任

せ
ぬ
御
有
様
な
れ
ば
、

い
か
が
。
光
源
氏

の
須
磨

の

浦

に
し
ほ
た
れ
わ
び
給

ひ
け
ん
さ

へ
、
う
ら
や
ま
し
う
お
ぼ
さ
る
。

あ
さ
り
す
る
海
上

と
も

が
な

や
わ

た

つ
海

の
底

の
玉
藻
を
か
づ
き

て

も
見
ん

(巻
二

・

一
八
二
頁
)

口
あ
り

つ
る
唐
櫃

を
引
き
寄
せ
さ

せ
給

ひ

て
、

「
こ
れ
や
昔

の
跡
な

ら
ん
。

『
見
れ
ば
か
な
し
』

と
や
、
光
源
氏

の
の
た
ま
は
せ
た
る
も

の
を
」
と
は

の
た
ま
は
す
れ
ど
、
御
覧
ず

る
に
、

み
つ
か
ら
書
き
集
め
給

へ
け
る
絵

ど

も
な
り
け
り
。

(巻
四

・
四
五
九
頁
)

以
上

の
う
ち
、
第

二
例

・
第
三
例
は
諸
系
統

の
本
文

に
存
し

て
お
り
、

原
態

と
考

え

て
さ
し

つ
か
え
な

い
。
ま
ず
第

二
例

で
は
、
飛
鳥
井
女
君
を
せ
め

て
入

水

の
地

ま

で
尋

ね
行
き

た
い
と
願
う
狭
衣

の
哀
切
な
心
情
が
、
光

源
氏
生
涯

の

苦
境

と
も
い
う
べ
き
須
磨
流
講

の
生
活
を
さ
え
羨
望

す
る

に
至
る
や
、
読

む
者

に

『源
氏
物
語
』
須
磨
巻

の
情
趣
を
想
起
さ
せ
る

こ
と

で
光

源
氏

の
悲
愁
と
相

ま

っ
て
増
幅

さ
れ
、
次

の
独
詠
歌

へ
と
流
れ

こ
ん

で
ゆ
く
構
造
を
持

っ
て
い

る
。
次

い
で
第

三
例

で
は
、
飛
鳥
井
女
君
が
遺
し
た
絵

日
記
を
見

て
悲

し
み
を

新

た
に
す

る
狭
衣

の
心
中

が
、
光
源
氏

の
亡
き
紫

の
上
追
慕

の
情

(
「見

れ
ば
か

な
し
」
は
、
『
源
氏
物
語
』
幻
巻

の
光
源
氏

の
歌

「
か
き

つ
め

て
見
る
も
か
ひ
な

し

(
か
な
し
き

イ
)
藻
塩
草

お
な
じ
雲

ゐ
の
煙
と
も
な
れ
」

の
第

二
句

を
引

い

た
も
の
と
思

わ
れ
る
)
と
重

ね
合
わ
さ
れ
る
形

で
描
き
出
さ
れ

て
い
る
。

こ
こ

で
も
光
源
氏

云
々
の
措
辞

は
、
『
源
氏
物
語
』
全
巻
中
最
も
哀
れ
深
い
名
篇

の
ひ

と

つ
に
数

え
ら
れ

る
幻
巻

の
世

界
を
読

者

の
脳
裏

に
直
ち

に
去

来
さ

せ

て
、

『狭
衣
物

語
』

の

こ
の
場
面

に
含
蓄
を
与
え

る
効
果
を
発
揮
し

て
い
る
わ
け

で

あ
る
。

が
さ
ら
に
、

こ
の
両
例

に

つ
い
て
い
え
る
肝
要
な
事
柄
は
、

い
ず
れ
も
が
飛

鳥
井

女
君
に
関
わ
る
物
語
部
分

で
あ

る
と

い
う

こ
と

の
ほ
か
、
両
者
が
構
造
上

互
い
に
有
機
的

な
結

び

つ
き
を
持

っ
て
い
る
点

で
あ

る
。
な
ぜ
な
ら
、

光
源
氏

が
狭
衣

の
回
想

し
た

「見

れ
ば
か
な
し
」

の
歌
を
書
き

つ
け
た

の
は
か

つ
て
彼

が

「
須
磨

の
浦

に
し
ほ
た
れ
わ
び
給
」
う
た
ま
さ

に
そ
の
さ
な
か
、
紫

の
上
か

ら
寄

せ
ら
れ
た
懐
か

し
い
手
紙

の
傍
ら
だ

っ
た
か
ら

で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
、

次

に
掲
げ

る
巻

二
の

一
節
を
参
照
す
れ
ば
、

い

っ
そ
う
確
実
と
な
る
。

か

の

「道
芝

の
露
」
も
、

こ
の
列

に
思
ふ

べ
き

に
は
あ
ら
ね
ど
、

「
『
見
る

目
渚
』

に
は
思

ひ
や
は
か
け
し
」
な
ゼ
、
物
思

ひ
の
数

に
は
お
ぼ
し
出

で

ら
る
る
に
や
、
扇
取

り
出

で
て
見
給
ふ

に
、
げ

に
こ
そ
千
年

の
形

見
な
り

け
れ
。
な

か
な
か
な

る
も
よ

ほ
し
な
り
。

(巻
二

・

一
九
九
頁
)

か

つ
て
自
ら

が
乳
母
子
道
成

に
下
賜
し
た
扇

に
、
は
か
な
く
も
遺

る
飛
鳥
井

女
君

の
手
蹟
を
見

て
、
新
た
な
涙
を
誘
わ
れ
る
狭

衣
。
右

に
お
け
る

「げ

に
こ

そ
千
年

の
形
見
な
り
け
れ
」
と

い
う
言
辞

も
、
ち

ょ
う
ど
件

の
光
源
氏
詠

に
先
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立

つ
幻
巻
終
末
部

の
本
文

、

沈

み
し
も
忘
れ

ぬ
も

の
を

こ
り
ず
ま

に
身

も
投
げ

つ
べ
き
宿

の
藤
波

か

の
須
磨

の

こ
ろ
お
ひ
、
所
ど

こ
ろ
よ
り
た

て
ま

つ
り
給

ひ
け
る
も
あ

る

中
に
、
か
の
御
手
な

る
は
、

こ
と

に
結

ひ
あ
は
せ

て
ぞ
あ

り
け
る
。

み
つ

か
ら
し
置
き

給

ひ
け
る

こ
と

な
れ
ど
、
た
だ
今

の
や

う
な
る
墨

つ
き
な

ど
、
げ

に
千
年

の
形
見

に
し

つ
べ
か
り
け
る
を
、
見
ず
な
り

ぬ
べ
き
よ
、

と
お

ぼ
せ
ば
、
甲
斐

な
く

て
、
疎
か

ら
ぬ
人
び
と

;

二
人
ば
か
り
、
御

前

に
て
破
ら
せ
給
ふ
。

(
日
本
古
典
文
学
全
集
d

・
五
三
二
～
五
三
三
頁
)

(注
20
)

よ

り
引
き
出
さ
れ
た
も

の
な
の
で
あ

っ
た
。

こ
う
し
た
事
実

か
ら
、
第

二

・
第

三

の
両
例

に
見
る

〈光
源
氏
取

り
〉

は
、
『
狭
衣
物
語
』
作
者

の
手
法
と

し
て
、

飛
鳥

井
女
君
物
語

の
上

に
も
と

よ
り
計
算
さ
れ
た
も
の
だ

っ
た
こ
と
が
わ
か

る

で
あ
ろ
う
。

そ
れ
で
は
、
物
語
冒
頭
部
分

に
現
わ
れ
る
第

一
例

の
機
能

は
ど
う
か
。
は
じ

め
に

「身

も
投
げ

つ
べ
き
」
(深
川
本

「
投
げ

つ
べ
し
」

・
蓮
空
本

「
投
げ

つ
べ

く
」
)
が

『源
氏
物
語
』
胡
蝶
巻

で
、
玉
婁

に
心
を
寄

せ
る
螢
兵
部
卿

の
詠

「紫

の
ゆ
ゑ
に
心
を
し
め
た
れ
ば
ふ
ち
に
身
投
げ
む
名
や

は
惜
し
け
き
」

に
対

す
る

光
源
氏

の
答
歌
、

ふ
ち

に
身

を
投
げ

つ
べ
し

や
と

こ
の
春
は
花
の
あ
た
り
を
立
ち
去
ら

で
見

よ

を
引

い
た
も

の
で
あ
る
点
を
押
さ
え

て
お
こ
う
。

こ
れ

に

つ
い
て
は
今
日
、
光

源
氏

が
若
菜
上
巻

で
朧
月
夜
尚
侍

に
激
烈

な
恋
慕
を

こ
め

て
詠

ん
だ
別

の

一
首
、

を
も
典
拠
と
見

て
、
両
方

を
合

わ
せ
た
引

用
と
説
か
れ

る
こ
と
が
多

い
よ
う

で

(注
21
)

あ
る
が
、
結
果
と
し

て
そ
う
し
た

〈解
釈
〉

は
可
能

で
あ
る

に
せ
よ
、
作
者

の

意
図
は
決

し

て
そ
こ
ま
で
深
長
な
も

の
で
は
な
か

っ
た
は
ず

で
あ
る
。

な
ぜ
な

ら
、

『狭
衣
物
語
』

の
冒
頭

は
そ
の
多
く
を

『
源
氏
物

語
』

胡
蝶
巻

の
描

写
に

(注

22
)

拠

っ
て
お

り
、

そ
れ
を
主
人
公
狭
衣

の
想
起

と

い
う
形

で
作
品
内
部

に
同
化

で

き

た
な

ら
ば
、
作
者
と
し

て
は
も
は
や
十
分

だ

っ
た
と
思

わ
れ

る
か
ら
だ
。

つ

ま

り
、
件

の

〈光
源
氏
取
り
〉

の
主
意

は
、
山
吹

や
藤

の
咲
き
乱
れ

る
晩
春

の

六
条
院
庭
園

の
情
趣
全

般
を
自
作

の
冒
頭
場
面

に
重
層
さ

せ
る
と

こ
ろ
に
あ

っ

た
と
見

て
よ
く
、
ひ

い
て
は
そ

の
こ
と

が
、
光
源
氏

の
養
女
玉
婁

に
寄
せ
る
押

さ
え
が
た

い
恋
慕

の
情

を
さ
え
、
心
象
と
し

て
こ
の
場

に
揺
曳
さ
せ
る

こ
と

に

も

つ
な
が

っ
て
ゆ
く

の
で
あ

る
。

と

こ
ろ

で
、

こ
の

〈光
源
氏
取

り
〉

の
第

一
例
が
、
先

の
二
例

に
比

べ
本
文

批
判
上
微
妙

な
問
題
を
含

ん
で
い
る

こ
と

に
は
、
ひ
と

こ
と
触
れ
て
お
か
な
け

れ
ば

な
る
ま

い
。
と

い
う
も

の
、
「
光
源
氏

」
云
々
の
引

用
が
、
多
く

の
伝
本

に

は
存
す

る
も

の
の
、
た
と
え
ば
流
布

本

に
お

い
て
は
、

少
年

の
春
は
惜
し
め
ど
も
と
ど
ま
ら
ぬ
も
の
な
り
け
れ
ば
、
弥
生

の
廿
日

あ
ま
り

に
も
な
り
ぬ
。
御
前

の
木
立
な

に
と
な
く
青

み
渡
り

て
木
暗
き
な

か

に
、

中
島
の
藤

は

「松

に
と
の
み
」
思

は
ず
咲
き
か
か
り

て
、
山
時

鳥

待

ち
顔

な
る
に
、
池

の
み
ぎ

は
の
八
重
山
吹
は
、
井
手

の
わ
た
り
に

こ
と

な
ら
ず
見
渡

さ
る
る
夕
映
え

の
を
か
し
さ
を
、

ひ
と
り
見
給
ふ
も
あ
か
ね

ば

(日
本
占
典
全
書

巻

一
・
一
八

五
頁
)
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と

い
う

ぐ

あ

い

に
全

く

欠

け

て

い
る

か

ら

で
あ

る
。

だ

か

ら
、

そ

の

オ

リ
ジ

ナ

(注

23
)

リ
テ

ィ
を
疑

う
立

場
が

あ
る

の
は
も

っ
と
も
な

こ
と
と

い
わ
ね
ば

な
ら
な

い

し
、
筆
者
も
目
下

の
と

こ
ろ
、

こ
の
例

が
必
ず
原
態

で
あ
る
と
確
信
し

て
い
る

わ
け

で
は
な

い
。
た
だ
、
今
は
右

の
よ
う
に
考

え
て
、

一
応

は
こ
れ
も
原
作
者

の
手

に
よ

っ
て
書
か
れ
た
も

の
と
判
断

し

て
お
き
た
い
。

以
上
、
三
箇
所

の

〈光

源
氏
取

り
〉

は
、

い
ず
れ
も

『
狭
衣
物
語
』
作
者

の

『
源
氏
物

語
』

を
積
極
的

に
取
り
込

ん
で
ゆ
く
創
作
態
度

の

一
端
を
窺
わ
せ

る

も

の
と
し

て
、
す

べ
て
そ
の
オ
リ
ジ

ナ
リ

テ

ィ
を
信

じ

て
よ
い
と
思

わ
れ

る

が
、
か
り
に
そ
の
う
ち
の
第

一
例

が
後
世

の
加
筆

で
あ

っ
た
と
し

て
も
、
〈
光
源

氏
取

り
〉

の
手
法

そ
の
も

の
が
原
態

に
お

い
て
す

で
に
確
立
さ
れ

て
い
た

こ
と

に
何
ら
変

わ
り
は
な

い
の
で
あ
る
。

な
お
、
第

一
例

・
第

二
例

で
用

い
ら
れ
た
過
去
推
量

(伝

聞
)
の
助
動

詞

「
け

む
」

は
、
『
狭
衣
物
語
』
作
中

に
お

い
て

「
『
袖
濡
ら
す
」

と
い
ふ
物
語
の
承
香

殿

の
女
御

は
、
あ

は
れ
な

る
心
ば

へ
を
見

つ
け
給
ひ
け
れ
ば
に
や
、
『根

に
さ
は

る
』
と
も

い
ひ
出

で
け
ん
」
(巻
三

・
三
二
三
頁
)
の
ご
と
く
、
明
ら
か

に
物
語

と
し

て
の
引
用

に
関
わ

っ
て
い
る
場

合
も
あ
る
が
、

一
方

で
、

・

「
寝
ぬ

に
明
け
ぬ
」

と

い
ひ
置
き
け
ん
人

(重
之
)
も

う
ら
や
ま
し
き

に

(巻

一
・
五

二
頁
)

・
貫
之
が
、
「
妹
が

り
行
け
ば
」
と
詠

み
け
ん
も
う
ら
や
ま
し
う
、
な
が
め
や

り
給

ふ
に

(同

・
一
六
八
頁
)

・

「池

の
玉
藻
」
(人
麿
歌
)
と
見
な
し
給

ひ
け
ん
帝

(奈
良

の
帝
)

の
御
思

ひ
も
、

な
か
な
か
目

の
前

に
い
ふ
か

ひ
な
く

て
、
忘
れ
草

も
繁

り
ま
さ
り

け
ん
。

(
巻
二

・
二
二

一
頁
)

・
「
逢

ふ
に
し
か

へ
ば
」
(友
則
歌
)
と
か
や
、

い
と
か
ば
か
り
な

る
人

に
し

も

い
ひ
置
か
ざ
り
け
ん
か
し
。

(巻

四

・
四

二
○
頁
)

な
ど
、
歴
史
上
実
在

し
た
人
物

の
詠
歌

・
事
跡
を
引
き
合

い
に
出
す
文
脈

に
も

同
様

に
見
え

て
お
り
、
光
源
氏
引

用
の
意
識

が
後
者

に
通
底
す
る
も

の
で
あ
る

と
読
む

こ
と

は
可
能

で
あ
ろ
う
。

四

も
う
ひ
と
り
の
薫

以
上

の
検

証
の
結
果
、
『
狭
衣
物
語
』
に
お

い
て
は
光
源
氏
及
び
そ

の
子
の
世

代

(夕
霧

・
柏
木
)

が
過
去

の
人
物
と
し

て
回
想
さ
れ
る

一
方

で
、
薫

ら
実
質

的

に
は
孫

の
世
代

に
属
す

る
人
物
が

一
度
も
そ

の
名
を
現
わ
さ
な
い
と
い
う
事

実

が
確
認

さ
れ

た
と
思
う
。
そ
し

て
そ
の
こ
と
は
、
『
狭
衣
物
語
』
の
語

り
手
が

往
時
六
条
院

の
蹴
鞠
を
実
見
し
た
体
験

の
持
主

で
あ
る
と
い
う
設
定

と
絡

め
る

時
、
『狭
衣
物
語
』
作
者
が
自
作

の
連
な

っ
て
ゆ
く
基
盤

と
し
て
た
て
ま
え
的

に

撰
び
と

っ
た

の
が
、
『
源
氏
物
語
』
全
体

で
は
な
く
光

源
氏
の
物

語
、
今

日
い
う

と

こ
ろ
の
正
篇

の
世
界
だ

っ
た

こ
と
を
暗
示

す
る
も
の
と
了
解

さ
れ

る
の
で
あ

る
。

つ
ま
り
、
両
物
語
間

の
形
式
上

の
設
定

と
し
て
、
狭
衣

は
薫
と
同
じ
時
間

を
生
き

て
い
る
と
い
う

こ
と
に
な
る
。
も
ち

ろ
ん
、

こ
と
を
あ
ま
り

に
リ

ア
リ

ス
テ
ィ

ッ
ク

に
受

け
と
め

て
は
な
ら
な
い
。
夕
霧

は
薫

の
時
代

に
も
存
命

で
あ

る
し
、
ま
た
、
『狭
衣
物
語
』
の
人
物
系
図

は
当
然

の
こ
と
な
が
ら

『源
氏
物

語
』

の
そ
れ
と
は
全

く
無
関
係

で
あ

る
。
要

は
あ
く
ま

で
も
た

て
ま
え
上

の
約
束
事

と
い
う
意
味

で
、

そ
う
し
た
設
定
を
想
定
し

て
み
る

こ
と
が

で
き
る
の
で
は
な

い
か
と
い
う
点
な

の
で
あ

る
。

狭
衣

の
造
型

に
薫

の
影
響
が
著
し

い
こ
と
は

こ
こ
で
改

め
て
述

べ
る
ま

で
も

な

い
が
、
『
狭
衣
物
語
』

の
作
者
は

こ
の
作
品

を
手
掛

け
る
に
あ

た
り
、
『
源
氏
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物
語
』
正
篇

の
時
空
を
継

承
す
る
と
い
う
形
を
か
り

て
、

そ
こ
に
自
分
な

り
の

〈
も
う

ひ
と
り

の
薫

〉
狭
衣

を
創
造
活
躍

せ
し
め
る
こ
と

で
、
「光
隠
れ
給

ひ
に

し

の
ち
」

の
物

語
ー

光
源
氏
没
後

の
世
界
-

を
再
構
築
し

よ
う
と
し
た

の
で
は

あ
る
ま

い
か
。

(
一
九
八
九
年

一
月
稿
)

注

(1
)
『狭
衣
物
語
』
の
本
文
異
同
は
大
変
に
複
雑
で
あ
り
、
三
谷
栄

一
氏
の
伝
本
論
に
よ

れ
ば
巻

一
は
四
つ
の
、
巻
二
以
下
は
三

つ
の
系
統
に
大
別
さ
れ
る
が
、
全
体
的
に
見

て
そ
の
う
ち
の
ど
の
系
統
の
本
文
が
い
ち
ば
ん
原
型
に
近
い
の
か
は
、

い
ま
だ
十
分

に
判
明
し
て
い
る
と
は
い
え
な
い
状
態
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、
上
記
の
ご
と
き

〈源
氏

取
り
〉
を
最
も
多
く
含
む
と
い
う
理
由
で
、
便
宜
上
、
第

一
系
統

(三
谷
氏
分
類
、
以

下
同
じ
)

所
属
の
内
閣
文
庫
本
を
底
本
と
す
る
日
本
古
典
文
学
大
系
本
に
依
拠
し
、

以
下
の
論
を
進
め
て
ゆ
く
こ
と
に
す
る
。
な
お
、
論
中
に
お
い
て
異
文
を
参
照
す
る

場
合
は
、
中
田
剛
直
編

『校
本
狭
衣
物
語
』
(巻

一
～
巻
三
、
昭
五

一
～
五
五

・
桜
楓

社
)
を
用
い
た
ほ
か
、
巻
四
で
は
次
の
諸
本
に
拠

っ
た
。
蓮
空
本

(古
典
文
庫
)、
大

島
本

(未
刊
国
文
資
料
刊
行
会
)
、
宝
玲
本

(古
典
文
庫
)、
為
定
本

(古
典
聚
英
)
、

為
家
本

(古
典
聚
英
)、
京
大
五
冊
本

(京
都
大
学
文
学
部
蔵
)、
鎌
倉
本

(古
典
研
究

会
)、
永
青
本

(永
青
文
庫
叢
刊
)
、
細
川
本

(九
州
大
学
中
央
図
書
館
蔵
)
、
承
応
版

本

(九
州
大
学
文
学
部
蔵
)
。
ま
た
、
『狭
衣
物
語
』
の

〈『源
氏
物
語
』
人
物
取
り
〉

を
め
ぐ
る
先
行
論
文
に
は
、
三
谷
栄

一
「『
源
氏
物
語
』
の

『狭
衣
物
語
』
へ
の
影
響
」

(古
典

と
近
代
文
学
、
昭

四
三

・
三
)
、
久
下
晴

康

「
『狭
衣
物
語
』
の
形
成
「

「
源

氏
取

り
」

の
方
法
か
ら
=

」
(国
文
学
研
究
、
昭
五
五

・
十
)
[
▽
『
平
安
後
期
物

語

の
研
究

狭
衣
浜
松
』

(昭
五
九
、
新
典
社
)

な
ど
が
あ
る
。

(2
)
『狭
衣
物
語
』
に
は
、
お
よ
そ
十
数
篇

の
先
行
物
語
及

び
登
場
人
物
名
が
見
え

る
が
、

そ
れ
ら

は
皆

〈物

語
〉
と
し

て
引
用

さ
れ

て
い
る
も

の
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
し
、
『宇

津
保
物
語
』

の
仲
澄

に

つ
い
て
は
、

い
ず
れ
と
も
断
じ
が
た
い
。

(
3
)

日
本
古
典
全
書

『狭
衣
物
語
』
上
巻
解
説
、
七
九
頁
。

(
4
)
『研
究
資
料

日
本
古
典
文
学

①
物
語
文
学
』
(昭
五
八
、
明
治
書
院
)
、
二
四
五
頁
。

(
5
)

ロ
傍
線
部
及
び
そ

の
周
辺
の
本
文

に
は
、
次

の
よ
う
な
異
同
が
認
め
ら
れ
る
。

a
そ

の
折
は
見
し
か
ど
ー
内
閣
本

・
宝
玲
本

ゴ
そ
の
折

(は
)

を
か
し
と
見
し
か
ど
ー
大
島
本

・
京
大
本

・
永
青
本

・
承
応
本

b
花

の
下

に
や
す
ら

ひ
給

ひ
し
御
様

よ
り
も

こ
よ
な
く

な

つ
か
し
う
い
ま
め
か
し

き
こ
と
ま
さ
り
給

へ
り
と
そ
見
ゆ
る
「
蓮
空
本

・
鎌
倉
本

ぜ
花

の
下
に
や
す
ら

ひ
給

へ
り
し
様
よ
り
も
け
し
き

こ
よ
な

う
な

つ
か

し
き
所

は

(は
ー

々
)

ま
さ
り
給

へ
り
と
そ
見
ゆ
る
ー
細
川
本

・
為
家
本

b
系
本
文

に
は
、

六
条
院

で
の
蹴
鞠
を
目
撃
し
た

こ
と
を
直
接

に
証
す
る
言
辞

は
見

出

せ
な

い
が
、

そ
の
内
容

は

a
系
本
文

に
準
じ
る
も

の
と
考
え
て
差

し
支

え
な

い
で

あ
ろ
う
。

な
お
、

巻

四
の
み

の
零
本

で
あ
る
為
定
本

は
こ
の
あ
た
り
脱
文
を
含

み
、

「
(
一
行
脱
)
と
し

の
ひ
や
か

に
く
ち
す
さ
み
て
か
う
ら

ん
に
を

し
か

ゝ
り
給

へ
り
御

こ
ゑ
け

は
ひ
は
し
め

て
み
る

や
う

に
め

つ
ら
し
く

そ
思

ひ
あ

へ
り
」
と
大

き
く
異

な

っ
て
い
る
が
、
特

に
問
題
と
す
る
必
要

は
な
い
と
考

え
る

(吉
田
幸

一
著

『

深
川

本

狭
衣
物
語
と
そ

の
研
究
』
「
昭
五
七
、
古
典

文
庫
「
第
六
章

「為
定
本
狭
衣
巻
四

と

そ
の
性
格
」
参
照
)。

(
6
)
事
実
、
三
谷

・
久
下
注

1
論
文
等

は
大
系
本
優
位
を
説
く
○

(
7
)

深
川
本
は
こ
の
部
分
を
欠

い
て
い
る

(吉
田
幸

一
氏
前
掲
注

5
書
、

四
二
三
頁
参

照
)

が
、

こ
れ
は
同
本

も
し
く
は
そ
の
祖
本
段
階

に
お
け

る
書
写
上

の
単
純
な
脱
落

と
考
え
ら
れ
る
。

(8
)
前
掲
注

1
論
文

の
ほ
か
、
た
と
え
ば
、
土
岐
武
治
著

『狭
衣
物
語

の
研
究
』

(昭
五

七
、
風
間
書
房
)

な
ど
。

(9
)
仲
澄

は
同
母
妹

の
貴
宮
を
恋
慕
し
、
つ
い
に
悶
死
す

る
に
到

る
。
ま
た
、
業
平

が
妹

に
思

い
を
寄

せ
た
こ
と

は

『
伊
勢
物
語
』

四
十
九
段

に
見
え

る
。

さ
ら
に
後
者

の
場

合
、
初
段

の

「女

は
ら
か
ら
」
を
妹
と
解
す
る
説

(吉

田
達

「『伊
勢
物
語
』
初
段
を

考
え
る

(下
)
1

第
皿
部

「を
ん
な
は
ら
か
ら
口
い
も
う
と
」
論
ー

」
平
安
文
学

研
究
、
昭
五
五

・
七
5

『伊
勢
物
語
大
和
物
語

そ
の
心
と
か
た
ち
』
昭
六
三
、
九
州
大

学
出
版
会
)
に
従
え
ば
、
同
段

も
付

け
加
え

て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
筆
者

は
こ

の
解
釈

に
賛
意
を
表
す
る
も

の
で
あ
る
が
、
そ
う

で
あ
る
な
ら
ば
、
『
狭
衣
物
語
』

に

お

い
て
主
人
公
狭
衣

の
源
氏

の
宮

へ
の
恋

を
象
徴
す

る
歌
語

「忍

ぶ
も
ち
ず
り
」

に
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も
、

単
に
人
知

れ
ぬ
恋

の
煩
悶
と

い
う
以
上

の
意
味
が
付
与
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

(10
)
久
下
氏
前
掲
注

1
論
文

は
、

こ
の
文
脈
を
、

仲
澄
の
よ
う
に
実

兄
で
は
な

い
に
し

て
も
、

薫
と
女

一
宮

の
間
柄

の
よ
う
な
血

統

で
は
な
い
系
図
上

の
従
兄
妹
と
し

て
も
す
ま
さ
れ
な

い
狭
衣
と
源
氏
宮
と

の

関
係
を

そ
の
中
間

に
位
置
す

る
と
す
れ
ば
云
々

と
理
解

す
る
が
、
無
理

で
あ

ろ
う
。

(11
)

と
も
に
巻

一
。
う
ち
仲
澄

の
例

は
狭
衣

に
対
す
る
春
宮

の
言
葉
、

世

と
と
も

に
も

の
嘆
か
し
げ
な
る
気
色

こ
そ
、

心
得
ら
れ
ね
。

何

ご
と
の
さ
は

あ
る
べ
き
。

い
み
じ
か
ら
ん
か
ぐ
や
姫
な
り
と
も
、

そ

こ
の
思
は
ん
こ
と
は
さ

る
べ
き

や
う
な
し
。
・仲
澄

の
侍
従

の
ま
ね
す
る
な
め
り
。
人
も
さ
ぞ

い
ふ
な
る
。

(巻

一
・
六
四
頁
)

に
現

わ
れ
る
。
業
平
に

つ
い
て
は
、
次
節
引
用
本
文

(C
部
分
)
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(12
)
薫

が
冷
泉
院

の
女

一
宮

に
抱
く
感
情

の
描
写
は
、
匂
宮

巻
で
、

三
の
宮

の
年

に
そ

へ
て
心
を
く
だ
き
給
ふ
め
る
院

の
姫
宮

の
御
あ
た
り
を
見

る

に
も
、
ひ
と

つ
院

の
う
ち

に
明
け
暮
れ
立
ち
馴
れ
給

へ
ば
、

こ
と
に
ふ
れ

て
も
、

人

の
有
様
を
聞
き
見
た

て
ま

つ
る

に
、
「げ

に
、

い
と
な

べ
て
な
ら
ず
、
心

に
く

く

ゆ
ゑ
ゆ

ゑ
し
き
御
も

て
な
し
か
ぎ
り
な
き
を
。
同
じ
く
は
、
げ

に
、
か
や
う
な

ら
む
人
を
見
ん

に
こ
そ
、

生
け
る
か
ぎ
り
の
心

ゆ
く
べ
き

つ
ま
な
れ
」

と
思

ひ

な
が
ら
、

お

ほ
か
た

こ
そ
隔

つ
る

こ
と
な
く
お
ぼ
し
た
れ
、

姫
宮

の
御
方
ざ
ま

の
隔

て
は
、

こ
よ
な
く
気
遠
く
な
ら
は
せ
給

ふ
も
、

こ
と
わ
り
に
わ
づ
ら
は
し

け
れ
ば
、

あ
な
が
ち
に
も
ま
じ
ら
ひ
寄

ら
ず
。

も
し
心

よ
り
ほ
か

の
心
も

つ
か

ば
、

わ
れ
も
人
も

い
と
あ
し
か
る
べ
き

こ
と
と
思

ひ
知
り

て
、

も

の
馴
れ
寄
る

こ
と
も
な
か
り
け
り
。

(日
本

古
典
文
学
全
集
⑤

・
二
四
頁
)

と
あ
る

の
が
そ

の
す

べ
て
で
、

総
角
巻

で
の
点
出
を
最
後

に
、

さ
し

て
重
要
な
役
割

を
演
じ
な

い
ま
ま
物

語

の
舞
台

か
ら
姿
を
消
す

こ
の
女
性

へ
の
薫

の
思

い
は
、

恋
情

と

い
う

に
は
あ
ま
り
に
灰

か
な
も

の
で
し
か
な

い
。

さ
ら

に
い
え
ば
、

冷
泉
院
女

一

宮
を
恋

う
る
の
主
体

は
、
あ
く
ま
で
も

「年

に
そ

へ
て
心

を
く
だ
き
給
ふ
め

る
」
匂
宮

の
方

で
あ
り
、
先

の
薫

の
心
中
も
、
こ
れ
に
同

調
し

「げ

に
」
と
諾

っ
て
い
る
も
の
に

す
ぎ
な
い
。
ゆ
え
に
何

よ
り
も
、
薫
が

「冷
泉
院

の
女

一
宮

を
理
想
的
な
女
性

と
思
慕

し
、
『か
や
う
な
ら
む
人
を
見
む
に
こ
そ
、
生
け
る
か
ぎ
り
の
、
心
ゆ
く

べ
き

つ
ま
な

れ
』
と
思
考

し

て
い
る
」
と

い

っ
た
認
識

(三
谷

栄

一
「狭
衣
物
語
巻

一
冒
頭
部
分

の

異
本
と
諸
相

の
文
学
的
意
義
」
実
践
国
文
学
、
昭
五
八

・
十
)
は
訂
正
さ
れ
ね
ば
な
ら

な

い
し
、
ま
た
、
B
部
分

に
見
え

る
狭
衣

の
思
惟
が
、
匂
宮
巻

に
お
け
る
薫

の
そ
れ
を

「基
点

に
し

て
形
成
さ
れ

て
い
」
る
と
い
う
見
解

(久
下
氏
注
1
論
文
)
も
卸
げ
ら
れ

ね
ば
な
ら
な

い
の
で
あ
る
。

(
13
)

校
本
巻

一
で
深
川
本
グ

ル
ー
プ
に
属
す

る
伝
本

に
は
、

ほ
か

に
平
出
本
と
内
閣
本

が
あ
る
。

こ
こ
で
興

味
深
い
の
は
、

前
節

で
問
題
に
し
た
箇
所

の
本
文

が

「宰
相
中

将
」

と
あ

っ
た

の
が
、

ほ
か

で
も
な
く
平
出
本

・
内
閣
本

の
二
本

(深
川
本
は
欠
)

だ

っ
た

こ
と

で
あ
る
。
両
者

の
間
に
は
何

ら
か
の
因
果
関
係
が
あ

る
の
だ
ろ
う
か
。

(
14
)
「狭
衣
物
語

に
お
け
る
源
氏
宮
像

の
形
成
と

そ
の
異
本
文
学
論
的
研
究

(
一
)

改
変
と
改
作
と
か
ら
み

て
ー

」

(実
践
国
文
学
、
招
五
九

・
一
)

(
15
)

こ
の
場
面

の
源
氏

の
宮
に
は
、

さ
ら
に
玉
髪

の
イ
メ
ー
ジ
も
重
ね
合
わ
さ
れ

て
い

る
。
森
下
純
昭

「
狭
衣
物
語

の
贈
答
歌
ー
ー

そ
の
変
則
性

に

つ
い
て

」

(国
語
国

文
学
、
昭
五

一
・
二
)、
土
岐
氏
前
掲
注
8
書
、
拙
稿

「
『狭
衣
物
語
』
作
中
歌
の
背
景

(
一
)」

(文
献
探

究
、

昭
六

三

・
九
)
等
参
照
。

(
16
)
前
者

に
は
、
三
谷

・
久
下
両
氏

(前
掲
注
1
論
文
等
)
の
ほ
か
、
土
岐
氏

(注

8
書
)

ら
が
、
後
者

に
は
石

川
徹
氏

(注

3
書
)
ら
が

い
る
。

(17
)
『
無
名
草
子
』
が

「薫
大
将
、
は
じ
め
よ
り
終

は
り
ま

で
、
さ
ら

で
も
と
思
ふ
ふ
し

ひ
と

つ
も
見
え
ず
、
か

へ
す
が

へ
す
め
で
た
き
人
な

ん
め

り
。
〈中
略
〉
す
べ
て
物
語

の
中

に
も
、
ま
し

て
う

つ
つ
の
中

に
も
、
昔

も
今

も
、
か
ば
か
り
の
人

は
あ
り
が
た
く

こ
そ
」

と
絶
賛

し
て
い
る
の
を
は
じ
め
、

『源
氏
四
十
八
も

の
た
と

へ
の
事
』

に
は

「薫
大
将

の
わ
れ

か
ら
心
づ
か

ひ
は
、

な
ほ
た
ぐ
ひ
な
く
こ
そ
」
、

『源
氏
解
』

に
は

「男
、
薫
大
将
」
と
あ

る
。

(18
)
前
掲
注

3
書
、
下
巻

二
九
三
頁
。

(19
)
第

二
例

で
は
、
第
三
系
統

に
属
す
る
大
島
本
が

「
甲
斐

な
く
と
も
」
以
下

「あ
さ
り

す

る
」

の
歌
ま

で
を

そ

っ
く
り
欠

い
て
い
る
が
、

こ
れ
は
書

写
上

の
単
純
な
脱
文
と

考
え
ら
れ

る
。
ま
た
、
京
大
本

は
、
第
三
例
の
部
分

が

「
こ
れ

や
む
か
し

の
あ
と
な
ら

ん
見
れ

は
か
な
し
と
や
と

て
あ
け
さ
せ
給

へ
る
に
」

云

々
と
あ
り
、

光
源
氏

の
引
用

「24「



を
含
ま
な

い
が
、

こ
れ
も
脱
落

で
あ
ろ
う
。

(
20
)
「千
年

の
形
見
」
の
典
拠

は
、
『古
今
和
歌
六
帖
」
所
収
歌

「か

ひ
な
し
と
思

ひ
な
消

ち
そ
水
茎

の
跡
ぞ
千
年

の
形
見
と
も
な

る
」
。

(21
)
大
系
本
補
注
四
う
四
六
九
頁
、
久
下
晴
康

「
『狭
衣
物
語
』
冒
頭
部
の
考
察
=

藤

と
山
吹
を
め
ぐ

っ
て
ー
「
」
(中
央
大
学
国
文
、
昭

四
九

・
三
)
■
同
氏
前
掲
注

1
書

所
収
な
ど
。

(22
)
吉
田
幸

一

「狭
衣
物
語
冒
頭
の

一
考
察
ー

和
泉
式
部
日
記
冒
頭
や
源
氏
物
語
胡

蝶
巻
と
の
関
係
ー

」
(文
学
論
藻
、
昭
三
二

・
一
二
)
、
土
岐
武
治

「狭
衣
物
語
冒
頭

の

一
節

に

つ
い
て
」

(論
究

日
本
文
学
、
昭

三
五

・
六
)
[
▽同
氏
注
8
書
等
参
照
。

(23
)
森
下
純
昭

「狭
衣
物
語
と
山
吹
」
(岐
阜
大
学
教
養
部
研
究
報
告
、
昭
五
二

・
七
)

な
ど
。
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