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「
我

身

に
た
ど

る
姫

君
」

の

ユ
ー

モ

ア

今

井

源

衛

(
一
)

私
は
先

に

「
我
身

に
た
ど
る
姫
君
』

の
性
愛
表
現
に

つ
い
て
、
あ
る

い
は
、

(二
)

そ

の
巻
六

の
成
立

に
関
し
て
、
多
少

の
考
察
を
試
み
た
が
、

そ
の
い
ず
れ

の
場

合

に
も
当
然
触
れ
る

べ
く
し
て
、
果

し
得

な
か

っ
た

こ
と
が
若
干
残

っ
た
感
が

あ

っ
た
。

そ
の
尤
な
る
も

の
に
、

ユ
ー
モ
ア
の
問
題
が
あ
る
。
従
来

こ
の
作

品
に

つ
い

て
は
、
本
文

の
難
解

の
故

か
、
今

日
ま
で
現
代

語
訳
も
な
く
、

一
般
に
は
そ
の

内
容

に

つ
い
て
の
理
解
も
極
め

て
不
十
分

で
あ
り
、

そ
の
文
学
的
鑑

賞
の
域

に

は
未
だ
遠

い
状
態
と
い
う
ほ
か

は
な

い
。
そ
の
た
め
、

ユ
ー
モ
ア
に
関

す
る
論

の
如
き
は
、
ほ
と
ん
ど
見

ら
れ

な
い
と

い

っ
て
よ
い
。

一
般

に
王
朝

の
女
性

の
手

に
成
る
物

語
に
は
、
概
し
て

ユ
ー

モ
ア
が
乏
し

い

と
い
わ
れ
る
が
、
源
氏
物

語
以
降

に
な
る
と
、

こ
の
傾
向
は
ま
す
ま
す
濃
化
す

る

一
方

で
あ

っ
て
、
後
期
物
語

で
は
、

狭
衣
物
語

・
と
り
か

へ
ば

や

・
堤
中
納

言
物
語

な
ど

の
各

一
部
分

を
除

い
て
は
、

ユ
ー

モ
ア
は
ほ
と
ん
ど
見

る
こ
と
が

出
来

な
い
の
で
あ
り
、
鎌
倉
期

の
擬
古
物

語
で
は
、
描
写
が
痩
せ
細

る
の
と
比

例

し
て
、
心

の
余
裕

が
生
む

ユ
ー
モ
ア
は
、
極
度

に
乏
し
く
な
る
と
い

っ
て
よ

い
だ
ろ
う
。

ユ
ー
モ
ア
は

こ
の
時
代

に
は
む
し
ろ
、
軍
記
物

の
片
隅
と
、
主
と

し
て
は
説
話
集

の
世

界
に
、
か
な
り
品
下

っ
た
形
と
な

っ
て
姿
を
見
せ

て
い
る

の
で
あ
る
。

し
か
る
に
、

こ
の
物
語

で
は
、

そ
う
で
は
な
く
、

ユ
ー
モ
ア
が
顕
著
に
盛
り

こ
ま
れ

て
い
る
。

こ
の
作
品
は
、

明
ら
か

に
女
性

の
手

に
な
る
も

の
で
あ
る
に

拘
ら
ず
、

ユ
ー
モ
ラ
ス
な
傾
向
を
示
し

て
い
る
こ
と

は
、

そ
の
大
き
な
特
質

で

あ
る
と
い

っ
て
よ

い
。

私
は
、
今

そ
れ
ら

の
ユ
ー

モ
ア
を
、
便
宜
上

一
、
会
話

二
、
古
典

の
パ

ロ
デ
ィ

三
、
登
場
人
物
像

四
、
語
戯

と
分

け
て
、
論
を
進
め
る
こ
と

に
す
る
。

ユ
ー

モ
ラ

ス
な
会
話
は
、

こ
の
物

語
に
か
な
り
目
立

つ
こ
と
で
あ
る
。
今
、

そ

の
中

の

一
つ
を

例

に

挙
げ
る
こ
と

に
し
よ

つ
。
巻
八
、

第

三
段
、

左
大
臣

〉
が
、
我
が
子

破
姫

君
を
故
式
部
卿
宮
邸

で
見
付
け
る
条

で
あ

る
。

廉
の

中
将

、洋数
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〉

少
将

(

〉
と

い
ひ
し
そ
、
声
す
な

る
。
お
ど
ろ
く

べ
け
れ
ど
、

た
だ

扇
を
打
ち
鳴
ら
し
た
ま
ふ
に
、
疑

ひ
な
く
右

の
大

殿

)
の
立
ち
寄
ら
せ
給

へ
る
と
心
得
て
、
戸
を
押
し
開
け
た
る
。

〉
「
い
と
思
ひ
か
け
ず
思
す

べ
け
れ
ど
、
覚
え
な
き
道

の
た
よ
り

に
、

昔
物
語
も
き

こ
え
ま
ほ
し
く
て
」

と

の
た
ま
ふ
御

け
は
ひ
の
、

)
あ
ら

ぬ
に
、

い
み
じ
う
お
ど

ろ
か
れ
て
思
ひ
回
せ
ど
、
三
位
中

将

)
な
ど
き
こ
え
し
頃
、

馴
れ
き

こ
え
し
御

け
は
ひ
な
れ
ば
、
な
ほ
か
う
ま

で
入
ら
せ
た
ま

ふ
べ
し

と
も
思
ひ
寄
ら
ず
、

い
と
あ

や
し
く

て
、

(少将
)

「
む
げ
に
(
磁
〉
年

ふ
り
侍
り
け
る
に
や
、
あ

や
し
う
た
ど
た
ど
し
く

て
」

と
、
き

こ
ゆ
る
に
、

う
ち
笑

ひ
て
、

(眩
大
)
「
口
惜
し
う
も
思
し
忘
れ
に
け
る
か
な
。

『
水

の
白
浪
』

)

と

つ
け
た
ま

ひ
し
は
、

い
み
じ
く
御
覚
え
と

こ
そ
思

ひ
し

に
、
む
げ

に
名

残
な
く
も
」

)

と
の
た
ま
ふ

に
、
う
ち
笑
ひ
て

(紗
)

「
思
ひ
寄
る
程
の
こ
と
そ
。
あ
な
か

た
は
ら

い
た
。
箕
子

こ
そ
な
め

げ

に
」

と
、
騒
ぐ
を
、

)
「
さ
り
と
て
、

い
つ
こ
に
か
据
ゑ
た
ま

は
ん
。
そ
の
居
所

よ
り
は
、

問

ひ
き

こ
え
ん

こ
と
、
す
か
さ
で
、

の
た
ま

へ
よ
」

(少将
)

「
身

の
程

に
、
召
し
問

は
る
ば
か
り

の
事

こ
そ
思
ひ
た
ま

へ
ら
れ
ね

ど
、

い
か
で
か
」

と
き
こ
ゆ
。

字
は
、
金
子
氏

「物
語

文
学
の
研
究
」
の
頁
数

ノ
麗
景
殿
女
御

ノ
兄
デ
ア
ル

,左
大

「臣、左
大

「臣

昔
馴
染

ノ
女
房

=右
大
臣

うデ

ハ

、少
将
{

、
「
ノ

藍

、左
大
臣

ノ
昔

ノ

官

デ
ア

ロ
ウ

ズ

ッ
カ
リ
忘

レ
ラ
レ

一テ
シ

マ
ッ
タ
ト

ハ
ネ

宮

の
中
将

の
コ

'ト
、
姫
君

の
母

昔

ノ
左
大

「臣
ノ
潭
名

(眩
大
)
「
こ
れ
に
お
は
す
る
無

ぞ
.
女
御
馨

鰍
の
窪

)

移
ろ
は
せ
給

ひ
に
し
、

と
こ
そ
は
聞
き
し
か
」

と

の
た
ま

へ
ば
、

(紗
)
「
こ
れ

に
は
人
も
侍
ら
ず
」

と
き

こ
ゆ
。

)

「
こ
れ
や
す
か
し
た
ま
は
ぬ
。

そ
の
灯

の
光

の
見
ゆ
る
所

に
、
あ

は
(

)
。
お
は
す
め
る
は

(

」

と

の
た
ま

ふ
に
、
げ

に
や
見
え

つ
ら
ん
と
わ
び
し
う
て
、

(紗
)
「あ

れ
は
人
住
み
た
ま
ふ
と

聞

こ
ゆ
べ
き

に
も
侍

ら
ず
。

故

斎

宮

)

の
御

叔
母

に
も

の
し
た
ま
ひ
し
人

の
、

思
ひ
か
け

ず
と
ど
め
置
き

て
う
せ
給
ひ
に
し
人
を
、
御
齢

の
末

に
ら
う
た
く
せ

さ
せ

た
ま

ひ
て
、
さ
ぷ
ら
ふ
人

の

つ
ら

に
は
心
苦

し
き
ま

で
思
し
召

難

肌認
毅

解

囎
舗

侍
れく

)擁

さ
せ
た
ま

ひ
て
侍

る
」

と
き

こ
ゆ
。

)
「
幾

つ
ば

か
り

(
に
)
お
は
す
る
人
ぞ
。
ま
め
や
か

に
こ
の
御
行
方

)
語
り
た
ま

へ
。
か
の

御
叔
母

の
昔
知

る
よ
し
あ
り
し
か
ば
、

ま

こ
と
は
聞
か
ま
ほ
し
き
事

の
あ
り
て
問

ひ
き

こ
ゆ
る
ぞ
」

と

の
た
ま
ふ
が
、
わ
び
し
う
て
、

(紗
)

「
い
さ
、
(

)
わ
ざ
と
初

め
よ
り
は
見
ぬ
人
な
れ
ば
。
幾

つ
に
か
」

と
き

こ
ゆ
。

「
あ
な
う
た
三

さ
も
顕
は
る
飾
榔
り
か
な
・

そ
こ
ら

の

年

月

に

)
御
声
も
忘
れ
き

こ
え
ぬ
は
、
あ
は
れ
と
思
せ
か
し
。
昔
の
友

は
、

さ
ば
か
り
な
ら
ぬ
だ
に
浅

う
や
は
お
ぽ
ゆ
る
」

-左
大

「臣
、左
大

'臣-左

大

,

r臣

、

ア
レ

ハ
?

式
部
卿
宮
北
方
、

麗
景
殿
女
御
ノ
母

素

姓

「ノ
意

、
ア
ナ

タ̀

ノ

姫
君

ハ

イ

ラ
ツ
シ
ヤ

ル

,

ヨ
ウ
ジ
ヤ
ナ
イ
カ
」

痕

の
斎
宮
ト
共

二
初
斎
院

昌

-女
御

「
ハ

-初
斎
院

ヘ
ハ
連
レ
テ

rユ
カ
ズ

ニ
此
処

二

一2一



と
の
た
ま

ふ
に
、

げ
に
明
け
く
れ

通
ひ
た
ま

ひ
し

世

も

思
ひ
出

で
ら
れ

て
、
あ
は
れ
な
り
。

(少将
)
「
い
さ
、
(

)
ま
だ
片
な
り
な
る
程
に
な
ん
」

と
き

こ
ゆ
る
を
、

う
ち

思
し
合
は
す
る
に
、

こ
の
御
仲

(

の
絶
え

初
め
し
頃
な
る
べ
し
。

久
し
き

御

里
居

に

い
み
じ
う

悩
み
給

ひ
し
そ
か

し
。
思
ひ
寄
ら
ざ
り
け
る
よ
、
な
ど
思
し
続
く

る
も
、

い
と

あ
は
れ
な
れ

ば
、

)
「
さ
ら
ば
、
す
か
し

こ
そ
し
給
は
め
、
ま
た
聞

こ
え
ん
事
聞
き
た
ま

ひ
て
ん
や
」

(砂
)
「
そ
れ
も
い
か
が
。
心

の
及
び
侍

ら
ん
事
は
、

身
を
捨

て
て
も
」

と
き

こ
ゆ
。

(監

)
「
そ

の
君
見
せ
た
ま

へ
。
斎
宮
の
御
叔
母

の
留
め
置
き
た
ら
ん
人
、

女

御
殿
の
わ
ざ
と
思
し
と
ど
め
ざ
ら
ん
を
、
麿

に
君
の
見
せ
た
ま
は

ん
、
さ
ま
で
罪
重

か
る

べ
し
や
」

と

の
た
ま
ふ
に
、
う
ち
笑

ひ
て
、

(砂
〉
「
誰
留

め
置
き

た
り
と
て
も
、
心

一
つ
に
て
は

い
か
が
は
」

と
き

こ
ゆ
。

(竪

〉
「
あ
な
憎

や
。

こ
ち
寄
り
た
ま

へ
。
い
と
よ
く
知
り
た
る
は
。
い
か

に
、
さ
て
は
女
御
殿

の
御
姫
君
」

な
ど

の
た
ま
ふ

に
、

(砂
)
「
か
か
る
御
物
言
ひ

の
ま
だ
変

ら
せ

た
ま

は
ざ
り
け
る
。
あ
な
う
た

て
。
か
け
て
も
」

と
き

こ
ゆ
。

〉
「
憎
し
。
物

な
の
た
ま

ひ
そ
。
げ
に
め
ざ
ま
し
き
箕
子
も
。
御

許
し

あ

る
べ
き
ぞ
か

し
」

左
大

臣-左
大

臣

姫
君

ハ

麗
景
殿
女
.

御
ト
ノ
仲

(中
略
。
左
大
臣
は
戸
を
開
け

て
部
屋

に
入

り
、
姫
君

の
顔
が
女
御
と
自

分

に
似

て
い
る
の
を
見

て
、
我

子
と
確
認
す

る
)

(

)
「
ま

こ
と
は
(

)
、
思
ひ

の
外

に
も

の
狂
ほ
し
き
有
様
、
人

に

漏
ら
し

た
ま

ふ
な
よ
。

そ
こ
は

幾

つ
に

か
な
り
た
ま
ふ
。
五
十
余

か
」

と

の
た
ま

へ
ば
、

い
み
じ
う
笑
ひ
て
、

(砂
)
「
い
と
よ
く
覚
え
さ
せ
た
ま
ふ
ら

ん
も

の
を
。
昔
も
常

々
の
た
ま
は

せ
し
事
を
」

と
き

こ
ゆ
。

)
「
女
御

殿
な
ど

に
、
ま

こ
と
は
ゆ
め
ゆ
め
漏
ら
し
き
こ
え
給

ふ
な
。

も
し
さ
も

あ
ら
ば
、

麿

の
べ
聞

こ
え
ん
、

「
思
ひ

か
け
ず
=通
り
し

に
、
少
将

の
君

の
引
き
入
れ
て
、
女
御
殿

の
御

娘
見

よ
見

よ
と

の
た

ま

ふ
』
と
言
は
ん
よ
」

と
の
た
ま

ふ
。

(紗
)
「
た
だ
今

あ
ら
ん
こ
と

の
や
う
に
、
け
し
か
ら
ず
、
人
も

こ
そ
聞
き

侍
れ
」

と
、
わ

ぶ
る
も
を
か
し
。

長
文

の
引
用

で
恐
縮
だ
が
、
左
大
臣
と
昔
馴
染

の
老
女
房
と

の
、

冗
談

の
中

に

嘘
や
か
け
引
き
を
含
み
、
機
智

に
富
ん
だ
、
海
千
山
千

の
問
答

の
面
白

さ
は
格

別

で
あ
ろ
う
。
会
話

の
間

に
挿
ま
れ
た
地

の
文

は
、
極
端

に
短
か
く

な

っ
て
、

「
き
こ
ゆ
」

「
の
た
ま

へ
ば
」
が
く
り
か
え
さ
れ
て
い
る

の
も
、
余
計
な
説
明

を
省
い
て
、
会
話

の
応
酬

の
み
で
読
者
を
楽
し
ま
せ
、
用
を
足
そ
う
と
す

る
意

図

の
あ
ら
わ
れ
と
み
る
事
も

で
き
よ
う
。
近
世
末
期

の
人
情
本

の
会
話

の
形

に

近

い
も
の
を
す
ら
思
わ
せ
ら
れ

る
で
あ
ろ
う
。
源
氏
物
語
そ

の
他

の

物

語

に

も
、
長

い
会
話
文
が
あ
る
に
は
あ

る
が
、
そ
れ
は
そ
れ
ぞ
れ

一
つ
の
言
葉
が
長

左
大

臣、左
大

'臣

マ
ジ
メ
ナ

ハ
ナ
シ
ガ
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、

い
の
で
あ

っ
て
、

こ
れ

ほ
ど
ま
で
、
相
互

の
や
り
と
り
が
、
延

々
と
十
三
回

に

も
及

ぷ
の
は
珍
し
い
。

そ
れ
で
い
て
読
者
を
飽
き
さ
せ
な

い
腕
も
、
見
事
と

い

っ
て
よ

い
だ
ろ
う
。

も
う

一
つ
例
を
引

こ
う
。
巻

六
、
十

四
段
、
女
帝
が
近
習
女
房

に
、
お
守

り

厘
と
扇
と
を
分

け
与

え
る
条

で
あ
る
。

姿

に
、
濁

)の
方
を
(

)御
覧
じ
や
れ
ば
、
そ
れ
峡

「鐙

ひ
い
と
男
の
い
み
じ
く
覚
ゆ
れ
ば
」
(

)

と

て
平
胡
篠
な
ど

の
物

の
具

の
、
え
も

い
は
ず
目
も
あ
や
な
る
も

の
あ
る

を
取
り
て
、

扇
の
上

に
置
き
給

へ
れ
ば
、
ま
た
扇
賜
は
せ
た
る
、
開
け
て

す
け

見
給
ふ

に
、
新

宰
相

の
典
侍
を
、

(女
帝
)
「
い
か
に
」

と
御
け
し
き
あ
れ
ば
、
御
前
な
る
近
き
を
ば
取
ら

で
、
中

納
言

の
典
侍

の

扇
の
上
な
る
及
び
取

り
て
、
懐

に
引
き

人
れ
た
れ
ば

「
あ
ら
ね
た
や
、
例

の
、

や
は
ら
し
て
怖
ろ
し
か
る
ら
ん
」
と

(

さ

い
な
め
ば
、

「
我
と
は
え
見
知
ら
ね
ば

(

)
」

と

て
ゐ
た
れ
ば
、

「
あ
は
れ
、
さ
思
ひ

つ
る
も

の
を
。
か
か
る
心
し
た
る
人
を
近
く

据
ゑ

て

)
」

な
ど
、

申
し
た
ま

へ
ば
、

)
「
さ
思
ひ

つ
る
な
ら
ば
、
な
ど
か
さ
は

〉
」

と
笑
は
せ
た
ま
ふ
。

い
か

に
も
心

の
通

い
あ

っ
た
、
女
帝
を
中
心
と
し
た
親
し
い
朋
輩
ど
う
し

の
、

冗
談
を
交

え
た
楽
し

い
会

話
と
な

っ
て
い
る

で
は
な

い
か
。

こ
の
種

の
軽
妙
、

洒
脱

の
会
話

の
面
白

さ
が
、

こ
の
物

語
の

一
つ
の
魅
力

と
な

っ
て

い

る

こ

と

、中
納

言
.

'典
侍

、

新
宰
相

典
侍
ヲ

、新
宰

相

典

侍

、

、中

納
言

'典
侍女

帝

ー
ハ

損

ヲ

「シ
タ

艸
轡

女
帝

ガ

冗
談
デ

ア
ル

自
分

ヒ
ト
リ
デ

ハ
ヨ
シ
ア
シ

ノ
判
断
ガ

ツ
キ

マ
セ
ン
カ

ラ

ーナ
ゼ
ソ
ン
ナ
ニ
油

断

シ
テ
イ
タ
ノ

は
、

疑

い
な

い
。二

 

次
ぎ
に
触

れ
た
い
の
は
、
古
典

の
パ

ロ
デ

ィ
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。

鎌
倉
期

の
物

語
の
文
章
が
、

王
朝
古
典

の
詞
句

の
切
継
ぎ

に
過
ぎ
な
い
と
は

よ
く
云
わ
れ
る
事

で
あ

る
。
本

作
品
も
、
ご
多
分

に
漏
れ
ず
、
古
今
集
、
源
氏

物
語
、
伊
勢

、
狭

衣
な
ど
先
行
作

品
に
材
を
仰
ぐ

こ
と
甚
だ
多

い
。
ま
た
、

そ

の
多
く
は
、
ご
く

ふ

つ
う

の
模

倣
踏
襲
と

い

っ
て
さ
し

つ
か
え
あ
る
ま

い
。

し
か
し
、
そ

の
中

に
、
若
干
、
古
典
を

戯

画

化

す
る

こ
と
で
、
新
味

を
狙

い
、

ユ
ー
モ
ア
の
効
果
を
挙
げ
て

い
る
も
の
が
あ

る
。
た
と
え
ば
、
巻
六
、

十

二
段
、
斎
宮
が
、
源
中
将
と

い
う
男
と
深

い
仲

に
な
る
条
。

大
夫

の
君

)
、
知

る
ゆ
か
り
あ
り
て
、

い
か
が
構

へ
け
誘

源
中

将
と

て
、

い
み
じ
う
優

な
る
若
君
だ
ち
、

語
ら
ひ

つ
け
て
け
り
。
月
明
き
夜

参

.女房

②

り
て
、
笛
吹
き
な
ら
し
、
歌
う
た
ひ
な
ど
す
。
た
だ
天
人

の
降
り
来

た
り

た
ら
ん
や
う
に
て
、

こ
の
頃
も

て
騒
が
る
る
は
て
は

て
は
、

二
度
ば
か
り

◎
ー

参
り
け
る
に
、

い
み
じ
う
親

し
う
語
ら
ひ
な
り
に
け
る
。
中
将

は
、
そ
れ

④

も
人
な
れ
ば
、
行
幸
な
ど

の
空
の
け
し
き
は
、
高
き

い
や
し
き
目

の
見
え

⑤

ぬ

に
も
あ
ら
ね
ば
、
例

の
武
蔵

野
の
草

の
睦
し
さ
に

進

ま
れ
し

道

な
れ

◎

ど
、

い
み
じ
く
も

の
憂
き
を
、

ひ
ま
な
き
ひ
の
く
ま
か
は

の
捲
き
か
く

る

や
う
な
る

に
、

わ
び
し
け
れ
ど
、
情
深
く
ゆ
ゑ
あ
る
人

に
て
、
人

の
御
程

心
苦
し
か
り
け
れ
ば
、
待
ち
わ
び
ぬ
程

に
ほ

の
め
き

け
り
。

趣
旨

は
、
斎
宮

の
床
の
中

の
は
げ
し
さ
に
、
中

将
が
ほ
と

ほ
と
閉

口
し
た
と

い
う
の
で
あ
る
が
、
①
は
伊
勢
物

語
六
十

五
段

に
、

こ
の
男
、
人

の
国
よ

り
夜
毎

に
来

つ
っ
、
笛

を

い
と
面
白
く
吹
き
て
、
声
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は
を
か
し
う
て
ぞ
あ
は
れ

に
歌

ひ
け
る

と

あ
る
の
を
踏
ま
え
た
も

の
、
②
は
、

い
う
ま

で
も
な
く
竹
取
物

語
な
ど
に
見

え
る
天
人

の
伝

説
だ
が
、

「
い
み
じ
き

天
人
の

天

降
れ

る
を

見

た
ら
む

や
う

に
」

(源
氏
物

語
手
習
)
・

「
変
化

の
者
、
天
人

の
降
り
来
た
る
に
や
と
お
ぼ
え

て
」

(枕
草
子
、
宮

に
初

め
て
参
り
た
る
頃
)
な
ど

の
連
想
が
あ
ろ
う
。
③
は
、

先
記

の

「
天
人
」
扱

い
は
し
た
け
れ
ど
や
は
り
、
源
中
将
は
人
間

に
違

い
な

い

か
ら
、
と
い
う
滑
稽

で
あ
り
、
④

は
、
伊
勢
物
語
九
三
段
の
、

「
お

ふ
な
く

思

ひ
は

す
べ
し
な
ぞ

へ
な
く

高
き

い
や
し
き

苦
し
か
り
け
り
」

に
拠

っ
て
い

る
。
ま
た

⑤

の
引
歌

は
、

い
う
で
も
な
く
、

古
今
集
雑
上

の

読
み
人
し
ら
ず

「
紫

の

一
本

ゆ
ゑ
に

武
蔵
野

の
原

は
み
な
が
ら

あ
は
れ
と
そ

見

る
」
が
も
と

で
、
伊
勢
物

語
、
源
氏
物
語
な
ど
に
頻

用
さ
れ

る
古
歌
で
あ
る
。
さ
ら

に
⑥

の

「
ひ

の
く
ま
川
」

は
、
古
今

集
二
○
、
大
歌
所
歌
、

「
さ
さ

の
隈
日

の
く

ま
川

に
駒
と
め
て
し
ば
し
水
飼

へ
影
を
だ

に
見
む
」

に
拠

る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
と

「
黒
熊
革
」

と
を
掛
け

て
い
る
ら
し
い
。「
熊
革

の
財
布
」
は
、
近
世

小
話
や
川

(三

)

柳

に
顔
を
出
す
女
陰
を
連
想
さ
せ

る
も

の
で
あ
り
、

こ
こ
は
、
そ

の
縁
で
下

に

「
捲
き
か
く

る
」
と
云

っ
た

の
も
、

「
捲
き
」
は
、
腕

で
捲
く

で
男
女
交
接
を

意
味

す
る
事

い
う
ま
で
も
な
い
。

こ
う
し
て
見

る
と
、

一
見
古
典

の
雅
語
を

ふ
ん
だ
ん
に
引

い
て
、
錦
繍
を

綴

っ
た
か
に
見

え
な
が
ら
、
実

は
、
逆

に
卑
俗
な
滑
稽

を
狙

っ
た
も

の
で
あ

る
事

明
ら
か
で
あ
り
、

古
今

集
や

伊
勢
物
語

の

パ

ロ
デ
ィ
と

い

っ
て
よ
い
で
あ

ろ

う
。又

、

こ
の
物
語

に
は

「源
氏
」

「
紫

の
上
」
、

「
か
ぐ
や
姫

」
、

「
狭
衣

の

女

二
の
宮
」

な
ど

の
先
行
物

語
の

主
人
公

の
名

が

散
見
す
る

の
で
あ
り
、
竹

取
、
源
氏
、
狭
衣
な
ど
を
引
い
て
い
る
事

は
も
ち

ろ
ん
明
ら
か
で
あ

る
が
、
そ

の
引
き
か
た
を
見
る
と
、

た
と
え
ば
、

「源
氏
」
は
、
巻
六
、

十
八
段

に
、
斎

宮

の
女
房
、
中
将

の
こ
と
に

つ
き
、

な
か
ご
と
ざ
む

中
将

は
、
も
と
よ
り
心
ざ
ま

の
憎

い
け
、
も

の
挑
み
、
推
量
、
長
言
、
読

言
を

の
み
好

み
し
人

の
、
み
め
は
さ
ま

で
悪
し
か
ら
で
、
姿
な
ど
ゆ

ゑ
ゆ

ゑ
し
う
も
て

つ
け
た
る
を
、
そ

の
ゆ
ゑ
も
な
く
と
き
め
か
さ
せ
た
ま
ひ
し

か
た

に
、
伊
勢

の
男

の
影
形
も
見

え
ざ

り
し
と
き
、
中

臣
と

て
、

い
ふ
よ
し
な

く
痴
れ
た
り
し
者

の
、
鼻
高
く
背

は
低
な
り
し
が
、
心
を
や
り
て
、

「
言

な
が

ふ

べ
き
人

は

思
ほ
え
で
」

な
ど
放
ち
上
げ
て
、

吠
ゆ

る

や
う
に
詠
め
し

に
、
源
氏

の
御
た
め
も
口
惜

し
く
、
(艸
将
)
「袖
振

る
事
は
」
な
ど
、
詠
め

合

は
せ

な
ど
せ
し

に

(猶
p
)

伊
勢

に
在
住

の
こ
ろ
、
中
将
が
そ
の
地

の
神
人
ら
し
い
男
と
恋
仲

に
な

っ
た
次

第
を
叙
す
る
文

で
あ
る
が
、

「
云

ふ
べ
き
人
は
思
ほ
え

で
」
は
、

「
あ

は
れ
と

も

云
ふ
べ
き
人
は
思
ほ
え
で
身

の
い
た
づ
ら

に
な
り
ぬ

べ
き
か
な
」

(拾
遺
集

恋
五
、

一
条
摂
政
、
百
人

一
首
)

で
あ
り
、

「
袖
振
る
事

は
」

は
、
源
氏
物

語

紅
葉
賀
、
光
源
氏

に
贈

っ
た
藤
壺
中
宮

の
歌

「
唐
人

の
袖

ふ
る
事

は
遠
け
れ
ど

立
ち
ゐ

に
つ
け
て
あ
は
れ
と
は
見
き
」

に
拠

っ
た
も

の
で
あ
る
。

源
氏
物

語
の
中

で
、
藤
壺
か
ら

こ
の
歌
を
贈
ら
れ
た
光
源
氏
が
、

こ
こ
で
は

小
男

の
中
将
と
同
列
扱
い
を

さ
れ
た
わ
け
で
、

い
か

に
も
残
念
至
極
だ
、
と

い

う

の
で
あ
る
。

又
、

「
紫

の
上
」
は
、
巻

六
、
第

二
段
、

斎
宮

の
寵
を
新

参
の
小
宰
相

に
奪

わ
れ
た
中
将
が
機
嫌
を
悪
く
す
る
条

に
見

え
る
。

中
将

の
君
、
局

よ
り
来

て
、
障
子
を
引
き
開
け
た
れ
ば
、
(斎
宮
卜
小

宰
相

ト
ハ
)
い
と

荒

ら
か

に
這
ひ
起
き
て
、
何
と
な
く
御
顔
け
し
き
も
変
り
、

つ
つ
ま
し
き

に
や
、
ま
め
だ
ち
た
ま

へ
る
を
見

て
、

い
と
強
く

(障
子
ヲ

)
引
き
立

て
て
、

「
移
れ
ば
変
る
世

の
中
を
」
と
、
長

や
か

に
う
ち
詠

め
て
、
紫

の
上

よ
り

は
殊

の
外

に
も
の
荒
く
、
御
簾

も
ふ
た
り
と
う
ち
掛

け
て
、
局
ざ
ま

へ
往
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ぬ
。
(
識
p
)

斎
宮
と
小
宰
相
が
、
添

い
臥
し

て
い
る
と
こ
ろ
を
見

つ
け

て
、

そ
の
ま
ま
障
子

を
、
ば

た
ん
と
乱
暴

に
閉
め
て
、
中
将
は
立
ち
去

る
の
だ
が
、
そ
の
と
き

口
ず

さ
む

「移

れ
ば
変
る
世

の
中
を
」
は
、
源
氏
物

語
、
若
菜
上
で
、
女

三
宮
降
嫁

で
傷

つ
い
た
紫

の
上
が
歌

う

「目

に
近
く
移
れ
ば
変

る
世

の
中

を
ゆ
く
末
遠
く

た

の
み
け
る
か
な
」
を
引
く

の
で
あ
る
。
紫

の
上
な
ら
ば
、

腹
が
立

っ
て
も
障

子
を
中

将
の
よ
う
に
、

手
荒

く

閉
め
は
し
な
い
だ

ろ
う

に
、

と

の
譜
誰

で
あ

り
、
先

の
光
源
氏

の
場
合
と
同

巧
異
曲
で
あ
る
。
共

に
、
光

源
氏

や
紫
上
と
全

く
対
照
的
な
人
物
を
照
ら
し
出

す
為

の
皮
肉
な
道
具

と
し
て
、
そ
れ
ら
の
歌
詞

は
用

い
ら
れ
て
い
る
と

い
え
る
だ
ろ
う
。

ま
た
、

狭
衣
物
語

の

「女

二
の
宮
」
は
、
巻
七
に
所
見
が
あ
り
、
そ
の
十

三

段
、

一
品
宮

(皇
太

后
宮
)
が
少
年

の
悲
恋
帝

に
犯
さ
れ
た
後
、
煩
悶
の
末
、

断
食
自
殺
を
覚
悟
す

る
条

に
、
そ

の
心
中
を
叙
し
て
、

あ
ら
た
め
て
い
と
ゆ

ゝ
し
う
、

心
憂
く
恥
つ
か
し
く
、
女
院

(母
、
我

身
女
院
)

に

い
か

で
見
合

は
せ
ん
と
、
御
顔

の
置
き
所

な
く
、
す

こ
し
こ
と

い
た
く
お

は
し
ま
し
け
る
に
や
、
(母
女
院
ノ

顔
ヲ
タ
ダ
)
さ
し
仰
ぎ
ゐ
る

べ
き
心
ち
も
せ
さ
せ
た

ま

は
ず
。
さ
り
と
て
、
か
か
る
事

こ
そ
あ
り

つ
れ
と

て
、
狭
衣

の
女

二
の

矧

の
や
う

に
、

汗
水

に
て
(母
女
院
二
)
見
え
き

こ
え
ん
も
、

事

も

お
ろ
か
な
る

こ
と
や
あ
り
け
ん
。

恥
つ
か
し
く
心
う
き
を
、
と

に
も
か
く

に
も

い
か

に

せ

ん
い
か

に
せ
ん
と
、

思
し
め
し

こ
が
る
る
に
。
(禦
P
)

と
あ
る
。
狭
衣

の
女

二
の
宮

は
、
大
将

に
入
り
臥
さ
れ

た
翌
朝
、
母
大
宮

に
、

「夜

も
す
が
ら
泣
き
明
か
し
た
ま

へ
る
御

衣

の
け
し
き
も

い
と
し
ほ
ど
け
げ

に

て
、
ひ
き
か

づ
き
た
ま

へ
る
御

髪
は
い
た
う
漏
れ
た
る
」
(鰍
載
物
語
)
姿
を
見

つ

け
ら
れ
た

の
で
あ
る
。

こ
の
女

二
宮
の
姿
と
今

の

一
品
宮

の
そ
れ
と
を
二
重

写

し

に
し
な
が
ら
、

し
か
し
、

一
品
宮
に
は
、

こ
れ
と
は
別

の
自
殺
と
い
う
し
た

た

か
な
道
を
選
ば
せ
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、

一
個
所
、
重
ね

て
、

一
品
宮

の

心
中
を
叙

べ
て
、

さ
る
ゆ

ゝ
し
き
事
(懐
妊
ヲ

指
ス

)
の
あ
ら
ん
に
、
女
院
な
ど
に
思
ひ
歎
か
せ
た
て

ま

つ
ら
ん

に
、
常

の
た
め
し

に
思
す

二
の
宮
な
ど
の
や
う

に
て
永
ら

へ
ん

よ
。
た
だ
死

ぬ
る
よ
り
外

の
目
安
き

こ
と
は
あ
ら
じ

(備
p
)

と
あ
り
、
同
様

の
覚
悟
が
強
調
さ
れ
る
。
ぐ
ず
ぐ
ず
と
し
て
生
き
廷
び
た
女

二

の
宮

は
、

そ
れ
と
は
対

照
的
な
強
烈
な
生
き
方
を

一
品
宮

に
選
ば
せ

る
為

の
、

道
具

で
し
か
な

い
の
で
あ

る
。

こ
れ
ら
は
必
ず
し
も

ユ
ー

モ
ア
の
問
題

で
も
パ

ロ
デ
ィ
で
も
な

い
が
、
古
典
利
用

の
方
法

の
類

似
性

に
於

い
て
、
注
意
す

べ
き

こ
と
で
は
あ

ろ
う
。

三

し
か
し
、

こ
の
作
品

の
ユ
ー
モ
ア
と
し
て
、
最
も
目
立

つ
も

の
は
、
登
場
人

物

の
造
型
に
於

け
る
そ
れ
で
あ
る
。
源
氏
物

語
の
末
摘
花
、
近
江
君
、
源
内
侍

な
ど
や
、
狭
衣
物
語

の
今
姫
君
な
ど
、
先
行
作

品
に
も
道
化
役
は
不
可
欠

で
あ

っ
た
し
、

こ
の
作
品

に
も
、
そ
れ
は
顕
著

で
あ
る
。

そ
の
代
表
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
前
斎
宮

で
あ
り
、

そ
の
他
は
、
巻
六
、
巻

八
等

に
登
場
す
る
若
干
の
端
役
女
房
や
男
た
ち

で
あ
る
。

も

っ
と
も
巻
六

の
成
立

に

つ
い
て
は
、
従
来
問
題
と
さ
れ
て
い
る
。
私
は
こ

れ
を
、

現
在

の
巻
序
通
り
に
、
作
者

に
依

っ
て
執
筆
さ
れ
た
も

の
と
考
え
て
さ

(四
)

 し

つ
か
え
な

い
と
、
今
「
の
と
こ
ろ
考
え
て
い
る
。

斎
宮
と

い
う
人
物

の
造
型

は
、
ま

こ
と

に
興
味
が

ふ
か
い
。

こ
の
人
物

の
い

わ
ば
色
情
症
的
な
異
常
人
で
あ
る
事
は
、

す
で
に
周
知

で
あ
り
.
私

も
、
そ
の

面

に
つ
い
て
は
、
別

の
論
文
で
述

べ
た
事

も
あ
る
。

こ
こ
で
は
、

そ
う
し
た
面

一6一



を
な
る
べ
く
避
け

て
、
他

の
面
か
ら
述

べ
る
事

に
し
た

い
。

斎
宮
は
嵯

峨
院

の
子
で

あ
る
が
、

母
は

御

厘
殿
で
、
既

に
亡

く
な

っ
て
い

る
。
父
院
か
ら
は
あ
ま
り
顧
み
ら
れ
ず
、
然
る

べ
き
後
見
も
な

い
ま
ま

に
育

っ

て
、

伊
勢

の
田
舎
住

い
の
中

に
、
放
恣
と
ぜ
い
た
く

の
悪
癖
が
身

に
つ
い
た
ら

し
く
、
万
事

に
非
常
識

で
あ
り
、

身
勝
手

で
あ
る
。
ま
た
、

そ
の
奇
嬌

さ
が
育

ち

に
の
み
由
ら
な
い
こ
と
は
、

む
や
み
に
人
を
怖
が

っ
て
、

た
と
え
ば
、
中

将

が
恨
ん

で
い
る
か
ら
と

い

っ
て

「
怖
ぢ
嘆
き
、
と
も
す
れ
ば
声
を
立

て
て
ひ
め

か
せ
給
ふ
」
(謝
p
)
た
り
、
「御

も
の
の
け

こ
は
き
と

て
、南

面
の
妻
戸
押
し
放
ち

て
、
草

の
露
し
げ
き
庭

に
ふ
は
り
と
伏
し

な
ど
」
(獅
p
)
し
た
り
、
「御

も
の
の

け
起
り

て
、
お
う
お
う
と

の
み

の
の
し
ら
せ
給
」
(揃
p
)
う
た
り
す
る
な
ど
、
や

は
り
、
何
か
先

天
的

な
精
神
病
質
を

思
わ
せ
る
と

こ
ろ
で
あ
る
。
そ
し
て
、例

の

色
情
症
も
、

も
と
よ
り
、

そ
の
種
の
も

の
で
あ
ろ
う
。
巻

頭
か
ら
再
三
あ
ら
わ

れ

る
レ
ス
ビ

ア
ン
の
情
熊
も
、
た
し
か
に
た
だ
事

で
は
な
い
し
、
男
持
ち

の
扇

を
見

つ
け

て
、
む
や
み
に
そ

の
持
主

に
関
心
を
持
ち
、

口
で
は
、
「
男

に
の
ぞ
か

れ

て
い
た
と
は
怖
い
」
と
か

「
門
に
錠
を
下
し

て
」
と
か
云

い
な
が
ら
、

あ
べ

こ
べ
に
、
部

屋

に
は
そ
ら
だ
き
も

の
を
た
き
、
心
う
き
う
き
と
、
今
か
今

か
と

男

の
来
訪
を
待

っ
て
い
る
な
ど
も
、

た
し
か

に
異
様
と
い
え
ぱ
異
様

で
あ
る
。

し
か
し
、
そ
れ
ら
が
、

そ
れ

で
は
そ
れ
ほ
ど
不
自
然

な
印
象
を
与
え
る
か
、

と
い
え
ば
、
そ
れ
は
問

題
な
の
で
あ
る
。
た
し
か

に
異
様
、
非
常
識

で
は
あ
る

が
、

こ
う
し
た
女
性

と
し
て
、
決
し
て
あ
り
得

べ
か
ら
ざ
る
情

態
と

い
う
わ
け

で
は
な
い
。

こ
の
種

の
女
性
像

に
や
や

誇
張
を
加
え
、
典
型
化

し

て
み
せ
れ

ば
、

か
な
り
自
然

に
、

こ
う
し
た
叙
述
は
生
れ

る
よ
う
に
思
わ
れ

る
。
も
し
、

斎
宮
を
狂
人
と
見

る
な
ら
ば
、
狂
人

の
中

で
は
、
も

っ
と
も
穏

や
か
な
部

類

に

入

り
そ
う
で
あ

る
。
斎
宮

は
ま
だ
、
人

の
言
葉
を
理
解
す
る
事

が
出
来

る
し
、

自
ら
も
他

と
会
話
を
交
え
る
事
が
出
来
る
。

ヒ

ス
テ
リ
ー
症
あ
る
い
は
燥
病
的

で
は
あ
る
が
、
分
裂

病
的

で
は
な
い
。
狂
人
と
常
人
と

は
、
程
度
の
差
だ
と

い

う
が
、
斎
宮
も
ま
た
そ
の
例

で
あ
る
。

ま
た
斎
宮

は
、
勝
手
極
ま
る
世
間
知
ら
ず

の
女

で
あ
る
が
、

し
か
し
何
処
と

な
く
憎
め
な
い
無

邪
気
さ
が
あ
る
。
気
が

い
い
の
で
あ
る
。

た
と
え
ば
、
斎
宮
は
小
侍
従

の
も
と

に
届

い
た
兄
の
兵
衛
佐
か
ら

の
贈
物
を

見

て

「
私

の
父

の
嵯
峨
院
も
姉

の
女
帝
も
、

こ
ん
な
ふ
う

に
私

の
こ
と
を
か
ま

っ
て
く
れ
た
こ
と
が
な

い
」
と
愚
痴
を

こ
ぼ
し

て
は
、

そ
の
品
物
を
手
で
い
じ

く
り
回
し
て
、
羨

し
が
り
、
そ

の
中

の
い
く
ら
か
は
、
自
分

の
物

に
し
て
し
ま

う
。
し
か
し
、

欲
深
な

の
か
と

い
え
ば
、

そ
う
で
は
な
い
。

彼
女
は
、

第

七

段
、
例

の
扇

の

一
件

の
時
、
甲
斐
太
夫
が
、
ま
だ
今
年

は
扇
を
斎
宮
か
ら
支
給

さ
れ
て
い
な

い
旨

こ
ぼ
し
て
い
る
と
聞
く
と
、

「
あ
な
ふ
び
ん
、
今
「
年

い
ま
だ

と
ら
せ
ざ

り
け
る
な
。
持
た
せ

て
こ
そ
又
も
落

さ
せ
め
」
と
云

っ
て
、
事
実
、

甲
斐
太
夫
が
衣
服

に
も
困

っ
て
い
る
事

を
聞
く
と
、
さ

っ
そ
く
そ
れ
を
支
給
し

た
よ
う
で
、

「
殊

の
外

に
、
太
夫
も

の
良
け
れ
ば

(

)
」
と

い
う

こ
と

に
な
る
。
ま
た
、

こ
れ
は
道
楽
半
分

に
し
ろ
、
出
入

の
祈
祷
僧
の
衣

服
に
上
等

の
も

の
を
調
え
さ
せ

て
、

「
呉
服
よ
呉
服
よ
、

と
も

て
騒
」
ぎ
、
母

の
遺
産
も

乏
し
く
父
院
の
面
倒
見
も
手
薄

な
中

で
、
女

房
た
ち

に
は
、

「何

で
も
注
文
が

あ

っ
た
ら
、
少
納
言

に
お

っ
し
ゃ
い
」
と
、
無

責
任

な
こ
と
を
云

っ
て
は
、
裁

縫
係
り

の
老
尼
を
困
ら
せ
て
し
ま
う
。
決
し
て
性
悪
女

や
、
ケ
チ
な
女

で
は
な

い
。
巻
末
に
近
く
、
斎
宮
邸
前
を
、
人

々
が

「
腰
礼
」
を
し

て
通
り
過
ぎ

て
い

る
と
聞
く
と
、
大
喜
び
で
、
女
房
た
ち

に
、

わ
ざ

わ
ざ
そ

の
真
似
を

さ
せ

て
見

て
い
る
。
だ
か
ら
伯
母

の
大
納
言

の
尼
が
、
斎
宮
を
見
限

っ
て
、
品
物
を
持

っ

て
邸
か
ら
出

て
い

っ
て
も
、

そ
の
悪

口
を

い
う
の
は
、
斎
宮
で
は
な
く
、
周
囲

の
大
弐
を
筆
頭
と
す

る
口
さ
が
な
い
女
房
連
中

で
あ
る
。
ま
た
だ
か
ら
、
中
将

が
機
嫌
を
悪
く
す

る
と
、
主
人

と
し

て
叱
り

つ
け
る
ど

こ
ろ
か
、

恐
が

っ
て
ば

モ
ウ
ケ
モ
ノ

ヲ
シ
タ
ノ
デ
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か
り
い
る
。
釘
を
七
本
も
打

っ
て
、
呪
誼
を
し
た
こ
と
が
明
白
に
な

っ
て
か
ら

あ
と
も
、
怖
が

る
だ
け
で
、
邸
か
ら
追
出

し
た
ふ
う
に
は
見
え
な
い
。
胸
が
圧

え
ら
れ
る
よ
う

に
痛
ん
だ

の
は
斎
宮
自
身
だ
か
ら
、
中
将
は
斎
宮
の
人
形

を
作

っ
て
、

そ
れ

に
釘
を
打

っ
た
に
相
違
な

い
、
に
も
拘
ら
ず
、

で
あ
る
。

小
宰
相
が
邸
を
出

る
と
き
に
も
、
斎
宮
は
、
無
理
矢
理

に
引
き
止
め

る
事

は

し
な
か

っ
た
け
れ
ど
、
と
て
も

つ
ら
か

っ
た

の
で
、
「
常

に
見
ざ
ら
ん
こ
と
を
、

手
引
き
よ
せ
て
、
泣
き
か
け
な
ど
し
て
、
許
し
」
(八
・
伽
p
)
た

の
で
あ

っ
た
。
小

宰
相

が
そ
の
後
も
、

斎
宮
を

し
ば
し
ば

訪
れ
た
り
、

何
か
と

贈
物
を
す

る
の

も
、

小
宰
相
本
人

の
人
が
ら
の
良
さ
も
あ
る
が
、

こ
う
し
た
斎
宮

の
無
邪
気

で

お
人
よ
し
の
と

こ
ろ
が
、
放

っ
て
お
け
な

い
気

持
に
さ
せ
る
た
め
で
は
な
か
ろ

う
か
。
裁
縫

に
追

い
立

て
ら
れ
た
少
納
言

の
尼
が
、

そ
ん
な
目

に
あ

っ
て
い
て

も
、

斎
宮

の
幼
時

に
乳
母

の
代
理

で
授
乳
し
た
時

の
可
愛
ら
し
か

っ
た
思

い
出

の
た
め
に
、
今
も

っ
て
、
見
捨

て
ら
れ
な

い
で
、

「
い
た
は
し
げ
に
思
ひ
き

こ

え
」
(謝
p
)

て
い
る

の
と
通
ず

る
、
憐
欄
と
同

情
の
心
理

で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
女
帝
が
斎
宮

に
同
情
し

て
、
暖

い
配
慮
を
加
え
る
と
、
斎
宮
は
有
頂

天

に
な

っ
て
喜
び
、

聖
旨
を

伝

え
た

勅
使

の
来
訪
を
記
念
し
て
、

「
勅
旨

の

間
」
を

設
け
た
と

い
う
。
そ
れ
も
む
し
ろ
快
い
話
と
し
て
受
取

れ
る
だ
ろ
う
。

斎
宮
は
た
し
か

に
道
化

役
で
あ
り
、
愚
か
で
滑
稽

そ
の
も

の
で
あ

る
が
、
し

か
し
「
彼
女
は
、
単

な
る
唾
棄
す

べ
き
不
愉
快

な
人
物

で
は
な
い
ら
し

い
。
右

の
よ
う
な
、
好

ま
し
さ
の

半
面
を
暗

に
注
意

ぷ
か
く

附
け
加

え
て

い
る

こ
と

が
、

こ
の
人
物

の
救

い
と
な

っ
て
お
り
、
ま
た

そ
の
人
間
像
に
は
、
必
ず
し
も

頽
廃
と
か
奇
矯

の
語
を
以

て
片
附
け
き
れ
な
い
も

の
を
含

ん
で
い
る
よ
う

に
思

う
。
む
し
ろ
、

こ
う
し
た
二
面
的
で
複
雑

な
造
型

こ
そ
が
、
斎
宮
像

に
リ

ア
リ

テ
ィ
を
与
え
、
読
者
を
納
得
さ
せ
る
も

の
と
な

っ
て

い
る
事

に
注
意
し

な
け
れ

ば
な
る
ま
い
。

巻
六

に
は
、
斎
宮
の
ほ
か
に
も
滑
稽

な
人
物
が
多

い
。
斎
宮

の
女
房

の
中
将

・
大
弐

・
新
大
夫
な
ど
そ
れ
ぞ
れ
個
性

の
相
違
は
あ
り
な
が
ら
、
滑
稽

な
人
物

で
あ
る
事
を
免
れ
ず
、
中
将

は
前
述

の
如

く
、
嫉
妬

の
た
め

に
物

の
怪
と
な

る

よ
う
な
人
物

で
あ
り
、
大
弐

は
、
出

し

ゃ
ば

り
で
お
せ

っ
か

い
な
、
図

々
し

い

中
年
女
。
新
大
夫
は
、

主

人
の

ご
き
げ
ん
取

り
に

汲
々
と

し
て
い
る
若
女
房

で
、
す

こ
し
智
恵
が
足
ら
な

い
た
め
に
、
男
運

に
恵
ま
れ
な
い
。
ま
た
女
帝
付

き
の
女
房

の
中

に
も
、

い
つ
も
人

の
口
真
似
を
し

て
喜
ん
で
い
る
三
笠

野
が

い

る
。
ま

た
女
房
以
外
で
は
、
斎
宮

に
仕
え
て
い
た
遠
仲
は
、
酒
以
外

に
は
無
欲

な
男
で
、

の
ん
き

に
細
工
物

な
ど
を
作

っ
て
い
る
が
、
扇

(
「
蚊
払

ひ
」

の
呼

び
方

が
面
白

い
)

の
件

な
ど
巧
ま
ざ
る

ユ
ー

モ
ァ
が
あ
る
。
そ
の
後

日
諏

に
、
彼

は
、
兵

衛
佐

の
斡
旋
で
信
濃
権
守
ま

で
昇
進
し
た
が
、
昔
関
係

し
た
伊
勢

の
女

が
、

必
要
あ

っ
て
彼

の
こ
と
を
思
い
出
し
、
押
掛

け
女
房
で
や

っ
て
来

る
と
、

と
う
と
う
素
姓
も
知
れ
な
い
連
れ
子

の
父
親

に
さ
れ
て
し
ま
う
。

こ
れ
も
な
ん

と
も
間

が
抜
け

て
い
て
、
楽
し

い
。

次
ぎ

に
、
好
色
者

の
宮

の
中
将

(右
大
臣
)
も
、
後
涼
殿
女
御
、

一
品
宮
、

女
帝

ら
に

つ
ぎ

つ
ぎ
恋
慕

し
な
が
ら
成
功

せ
ず
、
悶

々
と
し
た
揚
句

に
、

心

よ
り

ほ
か

に
永

ら

へ
給

へ
れ
ど
、

た
だ
昔

の
中

将
の
御
住
居
な
が
ら
、

夜

と
し
な
れ
ば
、
月

に
の
み
あ
く
が

れ
、
昼
は
物

も
言
は
ぬ
文
机
ば
か
り

に
向

ひ
て
、
う
ち
眠
り

つ
つ
明
か
し
暮
し
給

ふ
。
(七
・
謝
p
)

と
あ
る
。
右
大
臣
に
し
て
は
、
誇

張
が
過
ぎ

る
感
は
否
め
な
い
が
、

一
種

の
と

ぼ
け
た
味
が
お
も
し
ろ
い
。

四

ま

た
、

こ
の
作

品
に
は
、
言
葉
遊
び
と
も

い
う

べ
き
も

の
が
か
な
り
見
受

け
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ら
れ
る
事
も
、
見
落
せ
な

い
で
あ
ろ
う
。

そ
の

一
つ
の
方
法
は
、

一
旦
先
に
記

し
た
語
句
を
受

け
て
、
後

に
譜
誰
的
表
現
を
試

み
る

こ
と
で
あ

る
。

巻
七
に
は
、
冒
頭
部
か
ら
、
小

宰
相
と
斎
宮
と

の
女

の
同
性
愛
が
露
骨

に
描

き
出
さ
れ
て
、

「
息
も
せ
ざ
ら
ん
と
見
ゆ

る
程

に
、
頸
を
抱
き

て
ぞ
臥
し
た
る
」

(謝
p
)
と
あ
り
、

「
頸
を
抱
き

て
」

が
印
象
的
な

文
字

な
の
で
あ
る
が
、
そ
れ

を
受
け

て
、

十

一
段

で
は
、

宰
相

の
君

は
、
暑
き

に
頸
も

痛
く
、
物
な
ど
も
安

ら
か

に
も
え
喰
は
ず
、

御

箸
に
て
(塒
宮
)
く
く
め
な
ど
せ
ら

る
れ
ば
、

痩
せ
た
く
わ
び
し
き
に
、

(蹴
P
)

と
あ

っ
て
、

思
わ
ず
読
者
を
ふ
き
出

さ
せ

る
。
ま
た
同
十
七
段

で
、
近
習
女
房

の
事
を
記

し
、
勅
勘
が
解
け
た
後

の
丹
波
内
侍

の
か

い
が
い
し

い
姿
を

か
た
ち

今

日
よ
り
ぞ
声
も
容
貌
も
出

で
来

て
、
女
官
呼
び

て
台
盤

の
上

拭
は
せ
、

先
先
も

語
ら
ひ
つ
け
た
る
女

嬬
に
、
「
南
殿
め
で
た
く
掃

け
」
と
、
言
ひ
知

ら

と
の
も
り

ぎ
よ

せ
、
唐
衣
と
ら
せ
、
主
殿

の
官
人

の
朝
潔
め
心
に
入

れ
た
る
に
(鍬
p
)

と
あ

っ
た
が
、
第
六
巻
巻
末
、
死
後

の
兜
率
天

で
の
日
常
に
も
、

今

も
髪
上
姿
ま
し

て
清

げ
に
て
、
如
意
殿
掃
き
廻
り
て
、
主
殿

の
官
人
、

女
官
、
女
嬬
ま

で
も
捨
て
ず
、
尋
ね
求
め
導
き
給
ひ
け
り
と
な
む
、

と
あ

っ
て
、
右

の
文
と
ぴ

っ
た
り
と
照
応

さ
せ
、
落
語
の
オ
ト
シ
の
よ
う
な
滑

稽
な
結
末
を

示
し
て
い
る
。

こ
れ
は
、
先
述

の
古

典

の
パ

ロ
デ
ィ
化
と

一
脈
通

ず
る
方

法
と
い
う
べ
き

で
あ
ろ
う
か
。

ま
た
、
巻

六
、
六
段

に
、
兵
衛
佐
が
妹

の
小
宰
相
を
訪

ね
て
来

て
、
御
簾

の

下
か
ら

の
ぞ
く
と
、

「
二
重
織
物

の

い
た
く

花
や
か
な
る

紅
梅
な
ど
の

見
ゆ

る
」
(
讃
p
)の
で
、
そ

の
ま
ま
閉
口
し

て
立
帰
り
、

そ
れ
以
後
は

文
だ
け
を

よ
こ

し
た
、
と
あ
る
。

二
重
織
物

は
、
豪
華
な
衣
裳

で
斎
宮

の
召
料

で
あ
り
、
斎
宮

と
、
小
宰
相
と
が
重
な
り
合

っ
て
い
た
も

の
か
。

そ
れ
を
受

け
て
、
巻
六
巻
末

に
は
、
兵

衛
佐

は
、

二
重
織
物

は
怖

ろ
し
う
て
、
学
問
を
の
み
夜

昼
し
け
れ
ば
、

い
み
じ
う
ま

め
な
る
公
人
に
て
、

立
身
し
た
と
あ
る
。

そ
れ
も
巧
妙
な
照
応
で
あ

る
が
、
滑
稽

の
効
果
も
大
で
あ

る
。

こ
の
事

は
、
む
し
ろ
、
小
道
具

を
巧
み
に
使
う
作
者

の
構
想
力

の
卓
越
を

示
す
材
料
か
も
し
れ
な

い
が
、

そ
れ
ら
の
照
応
が
、
常

に

ユ
ー
モ
ア
を
伴
な

っ

て
い
る
事

は
、
見
落
せ
な

い
で
あ
ろ
う
。

同
様
、

第
六
巻

の
結
末

の
部
分

に
、
あ

の
性
悪
な
女
房
中
将

の
最
期
を
伝

え

て
、

(六
)

ひ
す
ま
し
(七
)

中
将
の
君

は
俄
か

に
悩
み
け
れ
ば
、
肥
え
車
求
め

て
、

樋
洗
が
家

へ
出

で

い
き
に
け
り
。
あ

つ
ち
死

に
と
か
や
、

う
た
て
げ

に
て
、

日
の
見

や
う
な

ど
恐
ろ
し
く

て
ぞ
死
に
け
る
、

と

い
う
。

こ
の
第

六
巻

の
人

々
の
後
日
談
か
ら
、
引
続
く
兜
率
天

の
歌
会

の
こ
と
が
、

作
者

に
と

っ
て
、
ど

の
よ
う
な
発
想

の
下

に
生

れ
た
も

の
で
あ
る
か
は
、

こ
れ

ら

に
よ

っ
て
も
お
お
よ
そ
察
せ

ら
れ

る
の
で
は
あ
る
ま

い
か
。
そ
れ
ら
を
、
何

か
、
作
者

が
大
ま
じ
め

に
、
人

々
の
最
後
や
、
後
世
安
楽

の
姿
を
仏
教
信
仰

の

ま
ま
に
読
者

に
伝
え
よ
う
と
し
た
も

の
と
は
受

け
取
れ
な

い
。
多
少

は
、

そ
う

い
う
意
味

も
あ

っ
た
か
も
し
れ
な
い
け
れ
ど
、
そ
れ

よ
り
も
む
し
ろ
、

こ
の
種

の
譜
誰
が
眼
目

で
あ
ろ
う
。

巻

六
で
は
、
女
帝
が
死
後
に
備
え

て
、
近
習
女
房
た
ち

に
遺
言
し
、
死
去

し

た
あ
と
、
斎
宮
、
中

将
、
小
宰
相
、
新
太
夫
、
遠
仲

の
話
が
続
き
、
さ

ら
に
こ

の
中

将
の
最
期
が
伝

え
ら
れ
、

そ
れ

に
次
い
で
、
兜
率
天
の
歌
会
が
続
く
わ
け

で
あ
る
が
、
お
よ
そ
そ
れ
ら
の
中

に
、
譜
誰

の
気
が
皆
無

の
も

の
は

一
つ
と
し

て
な
い
。
す

べ
て
何
が
し
か
、
滑
稽

な
の
で
あ

る
。
歌
会
も
ま
た
な
か
ば
は
、
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戯
れ

に
過
ぎ
ま
い
。

そ
の
十

一
首
の
和
歌
は
と
も
か
く
も
、
右
近

の
内
侍
が

「

光

を
さ
さ
と
放
ち

て
、
舞
ひ
遊
び
合

は
れ
け
る
」
と
は
無
邪
気
な
文

で
あ
り
、

そ
れ
に
次
ぐ
、

「
丹
波

天
人
」
も
、
右

の
通
り
で
あ
る
。
第
六
巻
は
、
巻
頭
か

ら
滑
稽

に
始
ま

り
、
滑
稽

に
終
る
。
要
す

る
に
当
時

の
言
葉
で

い
わ
ゆ
る
誹
譜

の
巻

と
い
え

る
で
あ
ろ
う
。

こ
の
物
語

の
ユ
ー

モ
ア
に

っ
い
て
は
、
な
お

こ
の
外

に
、
当
時

の
あ
る
い
は

俗

語
か
と
思
わ
れ
る

「
く
し
め
く
」
「
て
て
く
る
」
「
ひ
め
く
」
「
鼻
脇
」
「
い
し

い
し
」

「
き
り
者
」

「
む

つ
く
」

「
目
弱
」

「不
覚
げ
」

な
ど

の
用
語
、
あ
る

い
は
、
斎
宮
が
頻
り
に
用
い
る
同
語
反
復
、
た
と

え
ば

「
呉
服
よ
呉
服
よ
」

の

如
き

に
つ
い
て
も
考
え
る

べ
き
で
あ

ろ
う
が
、
そ
れ
等

に

つ
い
て
は
他
日
を
期

し
た

い
。

〔
注

〕

(
一
)
拙
稿

「
「我
身
に
た
ど
る
姫
君
」
の
性
愛
表
現
に
つ
い
て
」
文
学

昭
和
五
七
年
二
月

(二
)
拙
稿

「
「我
身
に
た
ど
る
姫
君
」
巻
六
の
成
立
に
つ
い
て
」
南
波
浩
教
授
古
稀
記
念
刊
行

「王

朝
物
語
と
そ
の
周
辺
」
所
収

(昭
和
五
七
年
九
月
刊
行
予
定
)

(三
)

「聞
き
上
手
」

(安
永
二
年
刊
)
。

「熊
の
革
見
て
女
房
の
義
理
を
い
ひ
」

(川
柳
、
宝
暦
十
三
年
)
。

(四
)
前
記

(二
)
拙
馳胴
。

(
五
)
前
記

(
一
)
拙
稿
。

(六
)

「肥
え
車
」
は
、
諸
本

「
こ
し
車
」
で
あ
る
が
、
輿
車
で
は
下
文
に
通
じ
な
い
の
で
、
改
訂
し

た
。

「肥
え
車
」
の
語
は
、
水
蛙
眼
目
に
見
え
る
。

(七
)

「
ひ
す
ま
し
劉

」
は
.
金
子
本

「ひ
す
ま
し
か
い
つ
、
」。
・尊
経
閣
本

「
か
い
ゑ
へ
」

・

書
陵
部
本

「
い

へ
ゝ
」
。
今
、
改
訂
し
た
。
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