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女

に

て

見

奉

ら

ま

ほ

し

笹

淵

友

一

源

氏

物

語

帝

木

巻

の
所

謂

「
雨

夜

の
品
定

」

の
条

に

、

光

源

氏

が

左

馬

頭

の
女

性

論

に
耳

を
傾

け

て

ゐ
る

場

面

と

し

て

次

の

一
節

が

あ

る
。

①

白

き

御

衣

ど
も

の
な

よ

よ

か

な

る

に

、

直

衣

ば

か

り

を

、

し

ど

け

な

く
著

な

し
給

ひ

て

、

紐

な

ど

も

う

ち
棄

て

て

、

添

ひ
臥

し
給

へ

る
御

火

影

、

い
と

め

で

た

く

、

女

に
て

見

奉

ら

ま

ほ

し
。

こ

の
御

為

に

は

、

上

が

上

を

選

り

出

で

て
も

、

な

ほ
飽

く

ま

じ
く

見

え
給

ふ
。

と

こ

ろ

で
右

の
文

中

の

「
女

に
て
見

奉

ら

ま

ほ

し
」

と

い
ふ

一
句

の
解

釈

に

つ

い
て

は
古

く

か
ら

論

が

あ

つ
て

、

ま
だ

定

説

と

い

ふ

べ

き

も

の
が

出

て

ゐ
な

い
や

う

で

あ

る
。

そ

こ

で

こ

の
解

釈

に

つ

い
て

多

分

の
吟

味

を

試

み

、

そ

の
解

釈

を
前

提

と

し

て

こ

の

一
句

か

ら

源

氏

の

文

芸

性

に

つ

い
て

ひ

と

つ

の
示
唆

を

ひ

き
出

し

て

み
た

い
と

思

ふ
。

湖
月
抄
以
前
の
古
註
が

「
女
に
て
見
奉
ら
ま
ほ
し
」

に
つ
い
て
述

べ
て
ゐ
る
と
こ
ろ
を
見
る
と
、
孟
津
抄

の

源

の
躰
よ
く
ま
し
ま
せ
ば
上
が
上
の
女
を
撰
て
も
あ
く
ま
じ
き
と

の
心
也
。

と
い
ふ
説
は
、
右

の

一
句

に
つ
い
て
ど
ん
な
解
釈
を
下
し
た
の
か
明

瞭
で
な
い
が
、
宗
祇
は

源
氏
君
を
、
女
に
我
が
な
り
て
見
奉
り
な
ば
、
猶

た
ぐ
ひ
な
く
思

ふ
べ
き
心
也
。
此
下
の
詞
に
あ
ら
は
な
り
。

(
眠
江

入

楚

に
よ

る
。
)

と
述
べ
、

「
女
に
て
」

は

「
女
に
我
が

な
り
て
」

の
意
に
解
し
て

ゐ
る
。
眠
江
入
楚
所
引
の
箋

(
三
光
院
)

も
亦

「
愛
は
見
る
人
が
女



に
成

て

、

源

を
見

た

き

と

な

り

。

」

と

註

し

、
砥

註

と

同

説

で

あ

る
。

た

だ
箋

は

「
所

に
よ

り

て

、

心

か

は

る
」

と

い
ひ

、

「
源

を

女

に

な

し

て
見

た

き

と

云

所

も

あ

る

な

り

。

」

と

述

べ

て

、

「
女

に

て
」

に
両

様

の
場

合

が

あ

る
と

見

て

ゐ

る
。

た
だ

「
源

を
女

に

な

し

て
見

た

き

と

云

所

」

と

い

ふ

の
は
何

を

さ
す

の
か

判

ら

な

い
。

そ

れ

ら

し

く

思

は

れ

る

個

所

は

紅

葉

賀

巻

の

②

兵

部

卿

の
宮

ま

ゐ
り

給

へ
り

、

こ

の
君

お

は
す

と
き

・
給

ひ

て

、

対

面

し
給

へ
り

、

い
と

よ

し

あ

る

さ
ま

し

て

、

い

う

め

か

し

う

な

よ
び

給

へ
る

を

、

女

に

て

見

ん

は

を

か

し

か

り

ぬ

べ
く

、

人

し

れ

ず

見

奉

り

給

ふ

に
も

、

か

た
が

た

む

つ
ま

じ

う

お

ぼ
え

給

ひ

て

、

こ

ま

や
か

に
御

も

の
が

た

り

な

ど
聞

え
給

ふ
。

宮

も

こ

の
御

さ

ま

の

つ
ね

よ

り
殊

に
な

つ

か

し

う

う

ち

と

け
給

へ
る

を

、

い
と

め

で

た

し

と
見

奉

り

給

ひ
て

、
婿

に

な

ど

は

お

ぼ
し

よ

ら

で

、

女

に
て

見

ば

や

と

い
う

め

き

た

る
御

心

に

は

お

も

は

す

。

と

あ

る
条

の
、

末

尾

の

「
女

に

て
見

ば

や
」

で

あ

る

が

、

右

の
個

所

に

つ

い
て
箋

は

兵

部

卿

宮

の
女

に
成

て

、

源

を
夫

に
見

た

き

と

也

。

と
註

し

て

ゐ

る
。

眠

江

入

楚

も

前

半

の

「
女

に

て

み
ん

は

」

に

つ

い
て

、

凡

、
女

に

て

み
ば

や
と

い
ふ

こ

と

に

二

つ
心

あ

り

。

女

に

な

り

て

と

、
女

に

な

し

て

と

の
義

也

。

こ

ゝ
の
源

の
心

は

、

我
身

を

女

に

な

し

て

、
兵

卿

卿
宮

を

夫

に

み

た

き

と

い

ふ
義

、

然

る

べ
き
鰍

。

と
箋

の
両
義

説

を

踏
襲

し

て

ゐ

る

が

、

.
「
女

に
て
見

ぼ

や
」

に

つ

い

て
も

「
箋
の
義
然

べ
し
。
」
と
述

べ
て
ゐ
る
。

た
だ
眠
江
入
楚
引
用

の
聞
書
は

「
源
を
女
に
な
し
て
見
た
き
也
。
」

と
こ
れ
ら
と
異
な
る

新
説
を
出
し
て
ゐ
る
。

湖
月
抄
以
後
の
新
註
は
殆
ど
す
べ
て
祇
註
系

の
解
釈
を
襲

っ
て
ゐ

る
が
、

そ
の
中
で
ひ
と
り
聞
書
系
に
属
す
る
の
は
石
川
雅
望
の

「
源

、

注
籐
滴
」
で
あ
る
。
即
雅
望
は
砥
註
を
非

と
し
て
、

こ
ゝ
は
源
氏
の
し
ど
け
な
く
お
は
し
て

も
と
よ
り
う
つ
く
し
き
か

た
ち
し
給

へ
る
を

ほ
め
て
女
と
も
い
は
ま
し
女
な
り
と
も
か
ば
か

り
な
る
は
上
の
品
な
る
べ
し
と
い
へ
る
也
紅
葉
賀

の
巻
に
も

「
女

に
て
み
ば
や
」

と
有
そ
こ
に
て
も
細
流

・
孟
津

の
説
あ
や
ま
り
と

き
た
り
絵
合

の
巻

に
も
「限

の
御
有
さ
ま
女
に
て
見
奉
ら
ま
ほ
し
」

と
有
皆
こ
ゝ
と
同

と
述
べ
て
ゐ
る
。

紅
葉
賀

の
巻

の
本

文

に

つ
い
て
の
細
流
抄
、
孟

津
抄
の
説
と
い
ふ
の
は
、
細

流

が

「
女

に
て

(
見
ん
は
を
か
し
か

り
ぬ
べ
く
)
」
に
つ
い
て
、

「
我
を
女
に
て
兵
部
卿
を
見

は

や

と

也
」
、

「
む
こ
よ
な
と
は
」
に
つ
い
て
、

「
是
も
女
に
な
り
て
源
に

向
ひ
た
き
と
也
紫
上
の
こ
と
は
か

け
て
も

思
よ
り
給
は
ぬ
也
」
と
そ

れ
ぞ
れ
註
々
加

へ
、

孟
津
抄
も
後
者
に
つ
い
て

紫
を
源
の
と
り
て
置
給

ふ
と
は
し
り
給

は
で

源
の
う
つ
く
し
き
に

つ
き
て
好
色

の
心
よ
り
女
に
な
り
て
み
た
き
と
也

と
述

べ
、

両
者
共
に

「
女
に
て
」

を

「
我
女
に
な
り
て
」

の
意
に

解
し
て
ゐ
る
の
を
さ
し
て
ゐ
る
。

こ
れ
ら

の
古
註
に
対
し
て
雅
望
は



③

お
と
な
び
給

ふ
ま
ま
に
た
だ
か
の
御
顔
を
ぬ
ぎ
す
べ
給

へ
り
。
御

は

の
す
こ
し
く
ち
て
口
の
う
ち
く
ろ
み
て
う
ち
ゑ
み
給

へ
る
か
を

り
う
つ
く
し
き
は
女
に
て
見
奉
ら
ま
ほ
し
う
き
よ
ら
な
り
。
(賢
木
)

を
誰
文
と
し
て
、

冷
泉
院

の
い
と
き
な
き
さ
ま
の
う
つ
く
し
く
て
女
子
と

な
し
て
見

奉

る
と
も
に
げ
な
か
ら
ず
と

い
へ
る
也
皆

う
つ
く
し
き
す
が
た
を

ほ
め
て
い
へ
る
也
見

る
人

の
み
つ
か
ら

の
女
に
な
り
て
源

氏
に
む

か
ひ
た
く
思
也
と
と
け
る
は
い
と
お
ろ
か
な
る
書
の
見
ぎ
ま
也

と
述

べ
た
。
し
か
し
江
戸
時
代

の
註
は
お
し
な
べ
て

「
我
女
に
な
り

て
」
説
が
優
勢
で
あ
る
。

賀
茂
真
淵
の
源
氏
物
語
新
釈
が

「
女
に
な
り
て
見
奉
ら
ま
ほ
し
と

な
り
」
と
註
し
た

の
を
初
め
、
鈴
木
眠

の
玉
の
小
櫛
補
遺
は
籐
滴

の

説
を
評
し
て
、

江
戸
人
石
川
雅
望
が
源
注
絵
滴
に
云
此
語

い
つ
く
に
あ
り
て
も
皆

そ

の
人
を
女
に
し
て
と
い
ふ
事
也
わ
が
女
に
な
る
に
は
あ
ら
ず
と

い
へ
り
さ
れ
ど
葵

の
巻
に
④
女
に
て
は
見
す
て

ゝ
な
く
な
ら
ん
た

ま
し
ひ
必
と
ま
り
な
ん
か
し
又

榊

の
巻

に
藤

壺

の
宮

の
東

宮

の
御
事
を
ば

の
給

ふ
事
あ
る
な
ど
を
見

れ
ば

此

説

ひ

が

ご

と

也
と
い
ひ
、
祇
註
に
従

つ
た
。

榊
巻

の
本
文
は
恐
ら
く
触
滴
が
自
説
の

誰
文

と
し
た
本
文
を
さ
し
て
ゐ
る
で
あ
ら
う
と
思
は
れ
、
而
も
補
遺

は
そ
れ
を
除
滴

と
反
対
の
意
味
に
受
取

つ
て
ゐ
る
が
、

こ
の
解
釈
の

相
違
は
む
し
ろ
補
遣
の
読
み
の
誤
り
に
原

因
し
て
ゐ
る
。
た
だ
葵

の

巻

の
本
文
は
饒
滴
説

へ
の
反
誰
と
な
り
う
る
も

の
で
あ
る
。
萩
原
広

道

の
評
釈
も
亦
補
遺
を
支
持
し
て
ゐ
る
。

し
か
し
明
治
以
後

の
註
釈
書
は
金
子
元
臣
氏

「
　
源

氏

物

語

新

解
」
佐
成
謙
太
郎
氏

「
対
訳
源
氏
物
語
」

吉
沢
義
則
氏
監
修

「
　
源

氏
物
語
」
宮
田
和

∵
郎
氏

「
　
対

訳

源

氏

物
語
」

等
す
べ
て

「
源

氏
を
女
に
し
て
」

説
で
あ
る
。

た
だ
谷
崎
潤

一
郎
氏

「
新
訳
源
氏

物
語
」
が

「
女

の
身
に
な
つ
て
も
拝

み
た

い
や
う
で
す
」

と
訳
し
て

ゐ
る
の
は
祇
註
系
統
で
あ
る
。

(
元
訳

に
は

「
女
に
し
て
も
拝
み
た

い
や
う
で
」
と
訳
さ
れ
て
ゐ
る
。
)
吉
沢
義
則
氏
の

「
源
語
釈
泉
」

(
昭
和
二
五

・
七
)
も
亦
同
説
で
あ
る
が

、
そ
れ
に
つ
い
て
や
や
詳

し
く
述

べ
、

薄
雲
巻
に
、
紫
上
が
、
明
石
姫
君
を
養
女
と
し

て
愛

撫

し

な
が

ら
、
そ

の
実
母
明
石
上
の
心
中
を
お
も

ひ
ゃ
つ
て
、

⑤

い
か
に
思
ひ
お
こ
す
ら
む
と
、

我
れ
に
て
い
み
じ
う
恋
し
か
り

ぬ
べ
き
さ
ま
を
と
う
ち
ま
も
り
つ

ゝ
、
懐
に
入
れ
て
う
つ
く
し

げ
な
る
御
乳
を
く
ゝ
め
給
ひ
て
、
た
は
ぶ
れ

ゐ

給

へ
る
御

さ

ま
、
見
ど
こ
ろ
多
か
り

と
あ
る
。
こ
の

「
我
れ
に
て
」
と

「
雨
夜
の
品
定
め
」

の

「
女
に

て
」
と
は
全
く
同
じ

「
に
て
」
の
用
例

で
あ
る
。

「
我
れ
に
て
」

は
河
内
本
に
は

「我
れ
に
な
り
て
」

と
な
つ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

湖
月
抄

の
説
は
正
し
い
。
即
ち

「
自
分
が
情
婦
で
あ
つ
て
、

こ
の



源

氏

を
見

た

な

ら

ば

、

幾

倍

の
美

男

に
見

え

る

だ

ら

"つ
。

さ

う
し

た
眼

で

、
源

氏

の
美

が

味

は

つ

て
見

た

い
も

の
だ

。

」

と

釈

く

べ

き

も

の
だ

。

と

説

い

て

ゐ

る
。

以

上

の
や

う

に

「
女

に
て

」

の
解

釈

は

「
我

女

に

な

り

て

」

(
A

)

「

(
源

氏

を

)

女

に

し

て

」

(
B

)

の
両

説

に
分

れ
、

互

に
他

を
認

め

な

い
も

の
が

多

い
。

こ

の
間

に
あ

つ
て

A

B
両

説

共

に
成

立

つ

と
見

る

の
が

、

さ

き

に
あ

げ

た

三

光

院

、

眠

江

入

楚

の
説

及

び

こ

れ

を
襲

つ
た

と

見

ら

れ

る
島

津

久

基

氏

の

「
源

氏
物

語

講

話

」

で

あ

る

。

島

津

氏

は

一
般

論

と

し

て

三

光

院

説

の
妥

当

性

を
認

め

、

更

に
三

光

院

が
A

説

に
賛

成

し
た

帯

木

巻

の
例

に

つ

い
て

も

(
A

)

(
B

)

両

様

の
解

と
も

当

嵌

ら

ぬ
こ

と

は

な

い
。

何

れ

で

も

甚

だ

し

い
不

自

然

さ

な

し

に
許

さ

れ
得

る
。

特

に
其

の
源

氏

の

姿

態

は

葵

巻

に

於

け

る

そ

れ

の
描

写

と
殆

ど

同

じ

印

象

と
言

つ

て

い

ゝ
か

ら

、

そ

の
聯

想

か

ら

も

(
A

)

説

の
解

に
導

か

れ

易

い

の

で

あ

る

が

、

「
女

に

て
見

る

」

特

に

「
女

に
て

見

奉

ら

ま

ほ

し

う

」

と

い

ふ
口

気

は

(
B

)
説

の
常

套

の
形

の
や

う

で

あ

り

、

姿

態

の
似

た

と

い

ふ
場

合

で
も

葵

巻

に
限

ら
ず

、
須

磨

巻

に
も

、

白

き
綾

の
な

よ

ゝ
か

な

る

…

こ
ま

や

か

な

る
御

直

衣

、

帯

し
ど

け

な

く
打

乱

れ
給

へ
る
御

さ

ま

に

て

…

…

御

涙

の
零

る

ゝ
を
掻

払

ひ
給

へ
る
御

手

つ

き

…

…

故

郷

の
女

恋

し
き

入

々

の
心

地

皆

慰

み

に
け

り

。

ヒ
あ
つ
て
、

こ
れ
は
家
来
達
が
源
氏
の
印
象
中
に
女
ら
し
さ
、
女

性
的
な
も

の
を
感
じ
て
　
即
ち
源
氏
を

「
女
に
し
て
」
　

の
事
で

あ
る
か
ら
、
や
は
り
此
処
の
本
文
は

(
B
)
説
に
従

つ
て
解
し
て

置
く
が
自
然
で
あ
ら
う
と
思
ふ
。

と
い
ひ
、
A
B
両
説
共
に
成
立
ち
う
る
こ
と
を
認
め
た
ト
で
、

帯
木

巻

の
場
合
は
B
説
を
穏
当
と
認
め
て
ゐ
る
。

た
だ
島
津
氏
も
補
遺
が

引

い
た
例
や
手
習
巻

の
、
紀
伊
守
が
匂
宮

の
こ
と
を
語
る
条
の

⑥
兵
部
卿
宮

ぞ
い
と
い
み
じ
く
お
は
す
る
や
。

女
に
て
馴
れ
仕
う
奉

ら
ば
や
と
な
む
覚
え
侍
る
。

の

「
女
に
て
」
な
ど
は
明
ら
か
に

「
我
女
に
な
り
て
」

の
意
で
な
け

れ
ば
な
ら
な

い
こ
と
を
指
摘
し
て
ゐ
る
。

以
上
に
よ
つ
て
ほ
ぼ
推
察

出
来

る
や
う
に
、
従
来
の
説
は
論
拠
と
な
る
資
料
が
不
十
分
で
、
且

観
点
も
限
ら
れ
て
を
り
、

そ
の
た
め
に

一
面
的
な
結
論
に
陥

つ
た
こ

と
が
多

い
。

従

つ
て
正
確
な
理
解
を
う
る
た
め
に
は
更
に
誰
交
を
充

実
す
る
と
共
に
観
点
を
拡
大
す
る
必
要
が
あ
る
。

二

 

従
来

の
諸
註

の
問
題
は
殆
ど
す
べ
て

「
女
に
て
見
奉
ら
ま
ほ
し
」

の

「
女
に
て
」
の
解
釈
に
集
中
し
、

更
に

「
女
に
て
」
は

「
に
て
」

の
用
法

の
穿
墾
に
終
始
し
て
ゐ
る
。

と
こ
ろ
で
単
に

「
に
て
」

の
用

法
の
上
か
ら

い
へ
ば

「
女
に
な
り
て
」

「
女
に
な
し
て
」
両
説
共
に



成

立

し

う

る
。

た

と

へ
ば

A

説

の
詮

文

と

し

て

あ

げ

ら

れ

た
④

⑤

⑥

な

ど

は

何

れ
も

動

か

し

が

た

い
も

の

で

あ

り

、

同
様

の
例

は
他

に
も

見

出

し

う

る
。

た

と

へ
ば

か

や

う

に
音

つ

れ
聞

え

ん

人

を

ば

、

人

選

し

て
答

な
ど

は

せ

さ

せ

よ

。

す

き
ず

き

し

う
あ

ざ

れ

が

ま

し

き
今

様

の
事

の
便

な

い
事

し

出

で

な
ど

す

る

、
男

の
餐

に

し

も

あ

ら

ぬ
事

な
り

。

我

に

て
思

ひ

し

に

、

あ

な

情

な

、

怨

め

し

う
も

と

、

其

折

に

こ
そ

無

心

な

る

に

や
。

(
胡

蝶

)

少

将

殿

に

お

き
奉

り

て

は

、

故

大
将

殿

に
も

若

く

よ
り

参

り

仕

う

'

奉

り

き

。

家

の
子

に

て
見

奉

り

し

に
、

い

と
警

策

に

、

仕

う
奉

ら

ま

ほ

し

と
心

付

き

て

思

ひ
聞

え

し
か

ど

、
…

…

(
東

屋

)

な

ど

⑤

と
同

じ

「
に
て

」

の
用
法

で

あ

る
。

だ

が

B

の

例

も

多

い
。

殊

に
動

詞

「
み
る

」

と
接

続

す

る
場

合

は
源

氏

物

語

大

成

索

引

に

よ

れ
ば

む

し

ろ

B

の
例

が
多

い
。

尚

侍

の
君

は

、
婿

に

て
も

(
薫

ヲ
)

見

ま

ほ

し

う
思

し

た
り

。
(
竹

河

)

ゆ

ゝ
し

き

ま

で
白

く

美

し

う

て
、

高

や
か

に
物

語

し

、

打

笑

み
給

へ
る
顔

を
見

る

に

、
我

物

に
て

見

ま

ほ

し

う

」

(
宿

木

)

い
つ

れ

も

わ

が
物

に

て

み
奉

ら

む

に

と

が
む

べ
き

人

も

な

し

。
(
総

角

)

こ

れ
ち

の

「
婿

に

て

」

「
我

物

に

て

」

は
何

れ

も

「
婿

に

な

し

て

」

「
我

物

に

な

し

て

」

と
解

す

べ
き

も

の

で
あ

る
。

従

つ
て

「
女

に
て
見
奉
ら
ま
ほ
し
」
は

「
相
手
冷
女
に
な
し
て
見
奉
ら
ま
ほ
し
し

で
あ
る
公
算
が
大
き

い
こ
と
に
な
る
が
、
し
か
し

「
に
て
」

の
用
法

に
両
義
が
あ
る
以
上
、
そ
れ
だ
け
で
は
結
論
は
下
し
が
た
い
。

そ
こ

で
更
に
「女
」
及
び
「見
る
」
の
意
義
に
つ
い
て
考

へ
る
必
要
が
あ
る
。

従
来
の
諸
註
は
A
B
両
説
に
分
れ
て
も

「
女
」

を
単
に
女
性
と
見

る
点
で
は

一
致
し
て
ゐ
た
。

そ
の
中
で
吉

沢
義
則
氏
だ
け
が

「
女
」

を

「
愛
人
」
の
意
味
に
解
し
て
ゐ
る
。

即

「
源
氏
物
語
評
釈
」
巻

一

の

「
女
に
て
」

の
頭
註
に
於
て

「
を
ん
な
」
は

「
を
と
こ
」
に
対
す
る
語
で
、

関
係
あ
る
男
女
の

間
に
い
ふ
語
で
あ
る
。
愛
人
と
し
て
。

但
し

「
を
ん
な
」
は

一
般

女
子
と
し
て
の
意
に
も
用
ひ
ら
れ
る
。

と
述
べ
、
更
に
源
語
釈
泉
に
於
て
も

「
情
婦
と
し
て
」

と
訳
さ
れ
て

ゐ
る
。
源
氏
物
語
の
用
語
例
に
つ
い
て
実
際
検
討
し
て
み
て
も
吉
沢

氏
に
従
ふ
べ
き
こ
と
が
多

い
。
既
出
例
文
②

の

「
女
に
て
見
ぼ
や
」

の

「
女
」

は
婿
と
対

照
さ
れ
て

を
り
、

更

に
そ
れ
が
色
め
き
た
る

心
の
空
想
で
あ
る
こ
と
等
か
ら
単
な
る
女
性
で
な
く
て
愛
人
と
見

る

べ
き
で
あ
る
。
②

の
前
半
の
部
分
は
源
氏

の
気
持
が
主

に
な
つ
て

ゐ

る
が
、
そ
の

「
(兵
部
卿
宮
が
)
い
と
よ
し
あ
る
さ
ま
し
て
、

い
う

め
か
し
う
な
よ
び
給

へ
る
を
、
女
に
て
見

ん
は
を

か

し
か

り

ぬ

べ

く
」
源
氏
が
空
想
す
る
、

そ
の

「
女
」
も
愛
人
と
見
る
の
が
適
当
で

あ
ら
う
。
又
葵
巻

の

「
雨
と
な
り
雲
と
や
な
り
け
ん
、
今
は
知
ら
ず
。
」

と
打
独
言
ち



て
、
頬
杖
つ
き
給

へ
る
御
様
、
女
に
て
は
見
捨
て

ゝ
亡
く
な
ら
ん

塊

、
必
ず
留
り
な
ん
か
し
と
、
色
め
か
し
き
心
地
に
打
守
ら
れ
つ

ゝ
、
近
う
っ
い
居
給

へ
れ
ば
、
…
…

こ

の

「
女
」
も
恋
愛
関
係

の
相
手
で
な
く
て
は
執
着

の
理
由
が
判

ら
な

い
。
そ
れ
が

「
色
め
か
し
き
心
地
」

の
想
像
に
か
か
は
る
こ
と

も
こ

の
解
釈

に
有
利
で
あ
る
。

勿
論
吉
沢
氏
が
言

つ
て
を
ら
れ
る
や

う
に
す
べ
て
の
女
が
愛
人
を
意
味
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
例
文
③
は

冷
泉
院

の
年
齢
や
御
母
藤
壷

の
気
持
が
主

に
な
つ
て
ゐ
る
点
か
ら
考

へ
て
当
然
単
な
る

「
女
性
」
で
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。

つ
ぎ
は

「
見
奉
ら
ま
ほ
し
」
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、

こ
こ
、で
注
意

を
要
す
る
の
は
、
恋
愛
や
夫
婦
関
係

の
男
女
の
位
置
が
源
氏
物
語
で

は
そ

れ
ぞ
れ
か
な
り
は
つ
き
り
と
書
き

わ
け
ら
れ
て
ゐ
る
こ
と
で
あ

る
。必

ず
し
も
我
思

ふ
に
適
は
ね
ど
、
見
初
め
つ
る
契
ば
か
り
を
、
捨

て
難
く
思
ひ
留

る
人
は
、

物
ま
め
や
か
な
り
と
見
え
、
さ
て
保
た

る
る
女
の
為
も
心
に
く
く
お
し
は
か
ら
る
る
な
り
。

(帯
木
)

大
方

の
世

に
付
け
て
見
る
に
は
餐
な
き
も
、
我
物
と
打
頼
む
べ
き

を
撰
ば
ん
に
、
多
か
る
中
に
も
得
な
ん
思
ひ
定

む

ま

じ

か
り

け

る
。

(
帯
木
)

宮
を
ば

い
ま
す
こ
し
の
宿
世
及
ぼ
ま
し
か
ば
、
わ
が
も
の
に
て
見

奉

り
て
ま
し
。

(若
菜
下
)

以
上
に
よ
れ
ば
、
女
は
男
に
と
つ
て

「
我
物
」
で
あ
り
、

又

「
保

た
る
る
」
も
の
で
あ
る
。
宇
津
保
物
語
初
秋
巻

に
も

⑦
か
の
兵
部
卿

の
み
こ
、
は
ら
か
ら
と
も

い
は
じ
。
す
こ
し
見
ど
こ

ろ
あ
る
人
な
り
。
ま
つ
う
ち
見
る
に
も
、

か
の
君
を
女
に
な
し
て

も
た
ら
ま
ほ
し
く
、

さ
な
ら
ず
ば
わ
れ
も
た
ら
ま
ほ
し
く
な
む
み

ゆ
る
。

と
あ
る
。
右

の

「
女
に
な
し
て
」

は

「
女

に
て
」

の
解
釈

の
参
考

資
料
と
な
る
も
の
で
あ
る
が
、
更

に
こ
こ
で
も
女

は

男

か

ら

「
も

た
」
れ
る
も
の
と
さ
れ
て
ゐ
る
。

(
こ
の

一
節

の

「
さ
な
ら
ず
ば
」

以
下
に
は
本
文
の
誤
が
あ
る
ら
し
い
。

九
大
図
書
館

の
細
井
貞
雄
校

本

に
は

「
も
た
ら
ま
ほ
し
く
」
の
ら
の
傍

に
れ
と
書
入
れ
ら
れ
、
又

彼
の
玉
琴
に
は

「
わ
れ
も
た
ら
ま
ほ
し
く
」

が

「
わ
れ
女
に
て
向
は

ま
ほ
し

く
」
と

な

っ
て

を
り
、
有
明
堂
文
庫
、
古
典
全
書
本
共
に

玉
琴
を
探

っ
て
ゐ
る
が
、
校
本
、
玉
琴
共

に
そ

の
資

料
的
根
拠
に
は

疑
問
が
あ
る
。
)
こ
の
や
う
な
観
点
か
ら
す
れ
ば

「
女
に
て
見
奉
ら

ま
ほ
し
」
の

「
見
る
」
は
男
性

の
立
場
を

あ
ら
は
す
も

の
で
あ
り
、

男
女
関
係
に
お
け
る
女
性

の
立
場
を
個
性
化
す
れ
ば
そ
れ

は
「
見
ゆ
」

で
あ
る
。
こ
れ
は
い
ふ
ま
で
も
な
く
恋
愛

、
結
婚
に
於

け
る
両
性

の

ア
ク
テ
ィ
ー
ヴ
、
パ
ッ
シ
ー
ヴ
の
ち
が
ひ
に
よ
る
。
(尤
も
女
に
単
な

る
女
牲
を
意
味
す
る
こ
と
が
あ
る
や
う
に
、

「
見
る
」
も
単
純
な
視

覚
的
意
味
に
過
ぎ
な
い
こ
と
が
あ
る
。
む
し
ろ
そ

の
場
合
が
多

い
。

し
か
し

一
方
馴
染
む
、
夫
婦
と
な
る
こ
と
を
意
味
す
る
こ
と
が
あ
り
、

そ
れ
は
主
と
し
て
男
性

の
立
場
を
現
は
す
。
)



源

氏

の
君

は

、

上

の
局

に
召

し
纒

は

せ
ば

、

心

安

く
里

住

も
得

し

給

は
ず

、

心

の
中

に

は

、

唯
藤

壷

の
御

有

様

を
、

類

な

し

と
思

ひ

聞

え

て

、

さ

や
う

な

ら

ん
人

を

こ

そ
見

め

、

似

る
者

な

く

も

お

は

し

け

る

か

な

。

大

殿

の
君

、

い
と

を

か

し
げ

に
伝

か

れ

た

る

人

と

は

見

ゆ

れ

ど

、
心

に

も
着

か
ず

お

ぼ

え
給

ひ

て

…
…

(
桐

壺

)

の
藤

壺

に
対

す

る

感

情

、

特

に

「
さ

や
う

な

ら

ん

人

を

こ

そ

見

め

」

は

妻

の
葵

の
上

に
対

す

る

気

持

と
対

照

さ

れ

て

ゐ

る

点

か

ら

見

て

も

、

「
そ

の
や

う

な

人

を

妻

と

し

た

い
」

と

い

ふ
意

味

に
解

す

べ

き

で

あ

ら

う

。

更

に
見

る

、
見

ゆ

の
関
係

は

か

く

お

ぞ

ま

し

く

ば

、

い

み

じ

き
契

り

深

く

と

も

、

絶

え

て
又

見

じ

。

限

り

と
思

は
ば

、

か

く
わ

り

な

き

物

疑

ひ

は

せ

よ
。

行

く
先

長

く

見

え

む

と

思

は
ば

、

つ
ら

き

事

あ

り

と

も

念

じ

て

、

…

(
帝

木

)

に
見

る

こ
と

が

で
き

る
。

(
た

だ

「
見

え

む

」

が

「
見

む

」

と

な

つ

て

ゐ

る
本

も

あ

る

。

)

(
夕

顔

ハ
)
世

の
人

に

似
ず

、

物

つ

つ

み

を

し
給

ひ

て

、
人

に
物

思

ふ
気

色

を
見

え

む

は

、

恥

か

し

き

も

の
に

し
給

ひ
て

、

つ

れ

な

く

の
み
も

て

な

し

て

、

(
頭

中

将

二
)

御

覧

ぜ
ら

れ
奉

り

給

ふ
め

り

し

か

。

(
夕

顔

)

か

く

御

夫

な

ど

ま

う

け
奉

り

給

ひ

て

は

、

あ

る

べ

か

し

う

し

め

や

か

に

て

こ
そ

見

え
奉

ら

せ
給

は

め

。

(
紅
葉

賀

)

姫

君

は

年

頃

聞

え

わ

た
り

給

ふ
御

心

ば

へ
の
世

人

に

似

ぬ

を

な

の

め
な
ら
む
に
だ
に
あ
り
、

ま
し
て
か
う
し
も

い
か
で
と
御
心
と
ま

り
け
り
。
い
と
近
く
て
見
え
む
ま
で
は
お
ぼ
し
寄
ら
ず
。

(紅
葉

賀
)

右

の
御
覧
ぜ
ら
れ
、
見
え
は
何
れ
も

結

婚

生

活
に
於
け
る
女
性

の

立
場
を
示
し
た
も

の
で
あ
る
。
尤
も
男
性

の
立
場
を

「
見
ゆ
」

そ
の

反
対
に
女
性

の
立
場
を

「
見
る
」
と
表
現

し
た
例

も

な

い
で

は

な

い
。大

人
し
く
見
な
し
て
ば
、
ほ
か

へ
も
更

に
い
く
ま
じ
。

人

の
恨
み

負
は
じ
な
ど
思
ふ
も
、
世
に
長
う
あ
り
て
、

思
ふ
さ
ま
に
見
え
奉

ら
む
と
思
ふ
ぞ
。

(紅
葉
賀
)

こ
れ
は
源
氏
の
紫

の
上

に
対
す
る
詞

で

あ
り
、
従

つ
て
、

こ

の

「
見
ゆ
」
は
源
氏

の
紫

の
上
に
対
す
る
特
別

な
気
持

を
現
は
し
て
は

ゐ
る
。
た
だ
こ
の
表
現
は
地
の
文
で
な
く
て
詞
で
あ
る
。

(
地
の
文

に
於
て
客
観
的
な
表
現
を
行
ふ
場
合
は
自

か
ら
別
で
あ
る
。
)

女
性

の
立
場
が

「
見
る
」
と
し
て
表
現
さ
れ
る
稀
な
例

の
一
二
と
し
て

此
君
も
人
よ
り
は
い
と
異
な
る
を
、

か
の
つ
れ
な
き
人
の
御
慰
に

と
思
ひ
つ
れ
ど
、
見
ま
ほ
し
き
は
、
限
り
あ
り
け
る
世
と
や
、
(紅

葉
賀
)

み
し
は
な
く
あ
る
は
か
な
し
き

よ
の
は
て
を
そ
む
き
し
か
ひ
も
な

く
な
く
そ
ふ
る

(須
磨
)

の
中
、
前
者

に
源
内
侍

の
源
氏
に
対
す
る
恋
、

後
者
は
藤
壺
の
桐
壷

帝

へ
の
追
憶
で
あ
る
。
前
者
は
好
色
の
老
女
の
恋
で
あ
り
、
後
者
は



和
歌

の

一
節
で
あ
つ
て
、

ど
ち
ら
も

一
般
的
な
場
合
で
は
な
い
。

以
上
の
理
由
か
ら
帯
木
巻

の

「
女
に
て
見
奉
ら
ま
ほ
し
」

と
い
ふ

表
現

は

「
自
分
が
女
に
な
つ
て
源
氏
を
見
た
い
」

と
い
ふ
の
で
は
な

く
、
源
氏
を
女
、
愛
人
と
し
て
見
た
い
、

換
言
す
れ
ば
源
氏
を
愛
人

と
し

て
む
つ
み
た
い
と
い
ふ
意
味

で
あ
る
と
い
ふ
公
算
が
大
き
い
こ

と
に
な
る
。

三

 

「
女
に
て
見
奉
ら
ま
ほ
し
」
と
い
ふ
感
情
が
、
さ
き
に
解
釈
し
た

や
う

に
、
相
手

の
男
性
を
女
性

に
し
、

更
に
自
分

の
愛
人
に
し
た
い

と
い
ふ
意
味
で
あ
る
と
す
れ
ば
、

そ
れ
は
言
ふ
ま
で
も
な
く
現
実

に

は
あ
り
え
な
い
空
想
と
結
び
つ
い
た
感
情
で
あ
る
。
或

い
は
そ
の
た

め
に
こ
の
解
釈
自
体
を
否
定
し
よ
う
と
す
る
人
が
あ
る
か
も
知
れ
な

い
程
そ
れ
は
常
識
的
で
は
な
い
。

し
か
し
平
安
朝
貴
族
社
会

に
於
け

る
こ

の
や
う
な
感
情

の
リ
ア
リ
テ
ィ
そ
の
も

の
は
、

さ
き
に
引
用
し

た
宇
津
保
物
語
初
秋
の
巻
の
本
交

⑦
に
よ
つ
て
も
立
誰

さ
れ

て

ゐ

る
。
従
つ
て
源
氏
が
兄
に
当
ら
れ
る
朱
雀
院
に
対
し
て
、

「
わ
が
愛

人
と
し
た
い
」
と
い
ふ
意
味
で

「
女
に
て
見
奉
ら
ま
ほ
し
」

と
感
じ

た
こ
と
も
、
朱
雀
院
が
源
氏
に
対
し
て

「
わ
れ
女
な
ら
ば
、

同
じ
兄

弟
な
り
と
も
、
必
ず
結
び
寄
り
な
ま
し
。」(
若
菜
上
)
と
考

へ
ら
れ
た

こ
と
も
亦
ー
あ
り
え
な
い
こ
と
で
は
な
く
、
同
様
な
意
味
で
馬
頭

や

藤
式
部
等
が
源
氏
を

「
女
に
て
見
奉
ら
ま
ほ
し
」
と
感
じ
た
の
も
、

更

に
源
氏
が
兵
部
卿
宮
の

「
い
と
よ
し
あ
る
さ
ま
し
て
、

色
め
か
し

う
な
よ
び
給

へ
る
を
」
見
て

「
女
に
て
見
む
は
を

か
し

か
り

ぬ

べ

く
」
思
ひ
、
兵
部
卿
宮
も
亦

「
智
に
な
ど
は
お
ぼ
し
寄
ら
で
、

女
に

て
見
ぼ
や
」

と
好
色
の
心
を
起
し
た
の
も

、
す

べ
て
当
時

の
社
会
に

於
て
十
分
リ
ア
リ
テ
ィ
が
あ
つ
た
の
で
あ
る
。
作
者
が
こ
の
や
う
な

空
想
を
も
の
ぐ
る
ほ
し
き
事
と
し
て
批
判

し
て

ゐ
な
い
こ
と
も
こ
れ

を
裏
書
し
て
ゐ
る
と
思
ふ
。
だ
が
こ
の
感
情
そ
の
も
の
は
、

そ
の
空

想

の
内
容
が
現
実
に
あ
り
得
な
い
こ
と
で
あ
る
点
か
ら
み
て
も
、

現

実
的
な
、
従

つ
て
倫
理
的
な
　
倫
理
的
と
い
ふ
の
は
普
通
に
い
ふ
道

徳
的
と
い
ふ
意
味
で
は
な
く
、
人
格
と
人
格
と
の
交
渉
と
い
ふ
位

の

意
味
で
あ
る
が
　
人
間
関
係
か
ら
生
れ
て
来
る
も

の
で
は
な
く
、

こ

の
や
う
な
人
間
関
係
か
ら
美
的
側
面
だ
け
を
抽
象
し
、

こ
の
純
粋

に

美
的
、
感
覚
的
な
世
界

へ
の
放
恣
な
耽
溺

、
陶
酔
か
ら
生
れ
て
来
た

も
の
と
い
ふ
べ
き
で
あ
ら
う
。
従

つ
て
こ
の
唯
美
的
感
情
は
完
全
に

非
現
実
的
な
空
想
の
中
に
と
ど
ま
り
、
現
実
的
な
人
聞
関
係
に
働
き

か
け
、
こ
れ
に
何
ら
か
の
作
用
、
変
革
々
起
さ
う
と
す
る
創
造
的
意

志
に
訣
け
て
ゐ
る

(
現
実
的
人
聞
関
係
は
常
に
こ
の
や
う
な
創
造
的

意
志
と
結
び
つ
い
て
ゐ
る
が
)
。

こ
の
や
う
に
純
粋
に
美
的
感
情
、

感
覚

へ
の
陶
酔
に
止
ま
つ
て
倫
理
性
を
歓

く
と
い
ふ
と
こ
ろ
に
こ
の

感
情
の
頽
廃
性
が
あ
る
。

「
女
に
て
見
奉
ら
ま
ほ
し
」
と
い
ふ
感
情
の
今

一
つ
の
特
色
は
、



そ
れ
が
現
実
的
、
倫
理
的
体
験
に
伴
な
ふ
感
情

の
緊
張
を
訣
い
て
ゐ

る
こ
と
で
あ
る
。
現
実
的
な
恋
愛
ー
た
と

へ
ば
源
氏
の
藤
壷
、紫

の
上

或
い
は
空
蝉
そ
の
他

に
対
す
る
感
情
に
は
そ
れ
ぞ
れ
に
情
熱
や
苦
悩

が
伴

な
ひ
、
或

い
は
新
鮮

な
感
情

の
動
き
が
見
ら
れ
る
が
、

「
女
に

て
見
奉
ら
ま
ほ
し
」
に
は
こ
の
や
う
な
緊
張
感
が
な
い
。

た
と

へ
ば

光
源
氏
葱

「
女
に
て
見
奉
ら
ま
ほ
し
」
く
感
じ
た
左
馬
頭
等
は
、

そ

の
や
う
な
感
情
を
抱
く
と
同
時
に

「
此
御
為
に
は
、

上
が
上
を
え
り

出
で
て
も
、
猶
飽
く
ま
じ
」
と
思
つ
て
ゐ
る
。
源
氏
も
朱
雀
院
の
御

有
様

を

「
女
に
て
見
奉
ら
ま
ほ
し
」

く
感
ず
る
と
同
時
に
前
斎
宮

の

「
御
容
子
も
似
げ
な
か
ら
ず
、

い
と
よ
き
御
あ
は
ひ
」
と
考

へ
る
。

面
も
そ
の
感
情

の
推
移
変
化
に
つ
い
て
何
の
矛
盾
も
苦
悩
も
感
じ
て

ゐ
な

い
。
こ
れ
は

「
女
に
て
見
奉
ら
ま
ほ
し
」

と
い
ふ
感
情
が
単
に

恋
愛

の
対
象
と
し
て
相
手
を
見
る
だ
け
で
な
く
、

同
時

に
容
貌
、
容

姿

の
め
で
た
さ
を
讃
美
す
る
意
味
を
含
み
、

い
は
ば
女
性
的
な
も

の

の
中

に
美
の
理
想
的
な
姿
を
認
め
て
ゐ
る
こ
と
を
も

示
唆
す
る
で
あ

ら
う
。
だ
が
、
こ
の
感
情

の
矛
盾
、
苦
悩
の
乏
し
き
は
、

そ
れ
が
緊

張
、
切
実
を
献

い
た
、
非
現
実
的
、
遊
戯
的
感
情
で
あ
る
こ
と
を
示

す
も

の
に
外
な
ら
な
い
。

(
「
女
に
て
見
奉
ら
ま
ほ
し
」

が
容
貌
、

容
姿

へ
の
単
な
る
讃
美
に
近
づ
く
の
も
、

こ
の
欲
求
と
し
て
の
感
情

が
緊
張
、
切
実
を
舐
く
か
ら
で
あ
る
。
)

そ
れ
は
女
婿
た
る
べ
き
源

氏
に
対
し
て

「
女
に
て
見
ば
や
」

と
い
ふ
感
情
を
動
か
し
た
兵
部
卿

宮
の
場
合
に
よ
つ
て
明
ら
か
な
や
う
に
、

「
色
め
き
た
る
」

心
の
す

さ
び
な
の
で
あ
る
。
こ
の
や
う
な

「
す
さ
び
心
」

は
そ
れ
が
官
能

へ

の
惑
溺
に
終
始
す
る
と

い
ふ
意
味
で
、

デ

カ
ダ
ン
ス
の
感
情
と
い
ふ

べ
き
で
あ
る
。

で
は
こ
の
や
う
な
唯
美
的
感
情
は
源
氏
物
語

の
文
芸
精
神
に
と
つ

て
ど
ん
な
意
義
を
も
つ
て
ゐ
る
か
、

と
い
ふ
こ
と
が
実
は
わ
た
し
の

こ
の
小
論
を
書
か
う
と
し
た
動
機
で
、
以

上
は
そ
の
前
置
き
に
過
ぎ

な
か
つ
た
が
、
与

へ
ら
れ
た
紙
数
を
既

に

遙
に
超
過
し
て
し
ま
っ
た

の
で
、
そ
の
肝
心

の
部
分
は
割
愛

せ
ね
ば

な
ら
な
く
な
つ
た
。

た
だ

そ
の
要
点
だ
け
を
つ
け
加

へ
て
お
く
と
す
れ
ば
、

こ
の
感
情
が
人
生

的
、
美
的
理
念
と
し
て
の

「
も
の
の
あ
は
れ
」

の
崩
壊
過
程
に
現
は

れ
た
感
情
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
、
更
に
源
氏
物
語
論
の
中
に

は
近
代

芸
術

の
方
法
に
傾
き
す
ぎ
た
も
の
が
あ
る
と
思
ふ
の
で
、

以
上
の
理

解
を
も
と
に
こ
れ
ら
の
方
法
論

に
吟
味
を

加

へ
た
か
つ
た
こ
と
等
で

あ
る
。
機
会
を
え
て
詳
論
し
た
い
と
思
ふ
。


