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は
じ
め
に

貞
享
三
年
（
一
六
八
六
）
刊
『
好
色
一
代
女
』（
井
原
西
鶴
作
）
は
、

二
十
四
章
の
短
編
か
ら
成
る
。
本
作
で
は
、「
好
色
庵
」
に
住
む
老
女
（
主

人
公
の
一
代
女
）が
二
人
の
若
者
に
身
の
上
話
を
す
る
と
い
う
形
式
の
下
、

そ
の
波
乱
に
満
ち
た
人
生
が
順
番
に
語
ら
れ
て
い
く
。

本
稿
で
取
り
上
げ
る
巻
三
の
二
「
妖

わ
ざ
わ
い
の孽

寛か
ん
か
つ
お
ん
な

𤄃
女
」
は
、
女
盛
り
を
過
ぎ

た
頃
の
一
代
女
が
大
名
屋
敷
に
奉
公
す
る
話
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
大
名

の
奥
方
が
女
中
た
ち
に
嫉
妬
話
を
語
ら
せ
つ
つ
、
側
室
に
瓜
二
つ
の
美
女

人
形
を
攻
撃
さ
せ
る
「
悋
気
講
」
の
有
様
が
、
滑
稽
か
つ
克
明
に
描
か
れ

て
い
る
。
先
行
研
究
で
は
、
従
来
、
本
章
が
持
つ
「
武
家
の
内
情
暴
露
的

性
質
」
に
言
及
す
る
も
の
が
多
か
っ
た
。
し
か
し
、
管
見
に
よ
る
と
、
本

章
に
は
『
源
氏
物
語
』
若
菜
巻（

１
（を

ふ
ま
え
た
趣
向
が
各
所
に
存
在
し
、
そ

の
翻
案
に
も
大
い
に
見
る
べ
き
も
の
が
あ
る
。

本
稿
で
は
、
こ
う
し
た
見
地
か
ら
、
典
拠
利
用
に
着
目
し
て
隠
さ
れ
た

趣
向
を
読
み
解
き
、「
妖
孽
寛
𤄃
女
」
に
お
け
る
西
鶴
の
創
作
方
法
を
考

察
す
る
。
ま
た
、
そ
こ
で
得
ら
れ
た
知
見
を
も
と
に
、『
源
氏
物
語
』
を

素
材
と
す
る
他
章
と
の
関
係
性
に
つ
い
て
も
言
及
し
た
い
。

一　

嫉
妬
す
る
奥
方

は
じ
め
に
、「
妖
孽
寛
𤄃
女
」
の
あ
ら
す
じ
を
確
認
し
て
お
く
。

《
序
盤
》

武
家
の
表
使
い
と
な
っ
た
私
（
一
代
女
）
は
、
浅
草
の
下
屋
敷
で
女

中
た
ち
が
蹴
鞠
に
興
じ
る
様
子
を
眺
め
て
い
た
。
夕
暮
れ
時
、
急
に

機
嫌
を
悪
く
し
た
奥
方
に
対
し
、
古
参
女
中
が
恒
例
の
悋
気
講
（
恋

「
妖
孽
寛
𤄃
女
」
典
拠
考

―
『
好
色
一
代
女
』と
『
源
氏
物
語
』
―

長　

谷　

あ
ゆ
す
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に
ま
つ
わ
る
嫉
妬
を
語
り
合
う
会
）
を
開
く
よ
う
勧
め
る
と
、
奥
方

は
た
ち
ま
ち
浮
か
れ
出
し
た
。

《
中
盤
》

女
中
た
ち
が
集
う
中
、
謎
の
美
女
人
形
を
前
に
悋
気
講
が
始
ま
る
。

三
人
の
女
中
が
嫉
妬
話
を
披
露
し
て
人
形
を
痛
め
つ
け
た
後
、
私
の

番
と
な
っ
た
。
そ
こ
で
「
妾
を
恨
む
本
妻
」
を
熱
演
す
る
と
奥
方
は

大
喜
び
し
、
人
形
が
恋
敵
の
側
室
を
象
っ
た
も
の
だ
と
告
白
す
る
。

す
る
と
、
そ
こ
で
突
然
人
形
が
動
き
出
し
、
大
騒
動
に
な
る
。

《
終
盤
》

そ
の
後
奥
方
は
病
に
倒
れ
る
。
人
形
は
焼
却
さ
れ
た
が
、
灰
を
埋
め

た
塚
か
ら
は
毎
晩
叫
び
声
が
す
る
と
噂
が
立
っ
た
。
私
が
殿
様
に
事

情
を
報
告
す
る
と
、
殿
は
女
の
恐
ろ
し
さ
を
実
感
し
て
側
室
を
国
元

に
返
し
、
奥
方
と
の
交
流
を
断
っ
た
。
こ
の
一
件
に
懲
り
た
私
は
奉

公
を
辞
め
、
上
方
に
帰
っ
た
。

先
行
研
究
の
中
に
は
、
本
章
の
内
容
と
似
た
史
実
を
指
摘
す
る
も
の
が

あ
る
。
前
田
金
五
郎
氏
は
、
水
野
信
濃
守
元
知
と
内
室
の
諍
い
を
伝
え
る

巷
説
を
紹
介
し
「「
殿
様
の
浮
気
、
奥
方
の
強
い
嫉
妬
、
普
通
な
ら
ば
領

地
に
居
住
す
べ
き
国
上
臈
が
江
戸
下
屋
敷
に
滞
在
し
て
居
た
こ
と
、
事
件

後
奥
方
は
「
生
別
れ
の
後
家
分
に
な
ら
せ
給
ふ
」
た
こ
と
等
々
、
史
実
と

西
鶴
の
叙
述
と
の
類
似
が
見
ら
れ
」
る
と
し
て
い
る（

２
（。

一
方
、
谷
脇
理
史
氏
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る（

３
（。

読
者
は
時
に
そ
の
モ
デ
ル
を
思
い
浮
か
べ
た
り
す
る
こ
と
も
あ
っ
た

で
あ
ろ
う
が
、
結
局
そ
こ
で
印
象
づ
け
ら
れ
る
の
は
大
名
・
旗
本
と

い
う
武
家
階
層
の
愚
し
さ
・
可
笑
し
さ
で
あ
る
。
日
常
世
界
に
お
い

て
威
圧
す
る
側
の
武
家
が
か
ら
か
わ
れ
諷
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
面
白

か
ら
ぬ
は
ず
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

前
田
・
谷
脇
両
氏
は
モ
デ
ル
の
特
定
が
可
能
か
ど
う
か
に
つ
い
て
見
解

を
異
に
す
る
が
、「
現
実
世
界
に
存
在
す
る
武
家
」
を
意
識
す
る
こ
と
で

ス
ト
ー
リ
ー
が
よ
り
面
白
く
読
め
る
と
見
る
点
に
お
い
て
は
一
致
し
て
い

る
。
一
読
し
た
だ
け
で
も
楽
し
め
る
上
、
現
実
世
界
と
の
繋
が
り
を
意
識

す
る
と
ま
た
新
た
な
興
趣
が
見
つ
か
る
―
―
こ
れ
は
確
か
に
西
鶴
作
品
の

魅
力
の
一
つ
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
本
章
に
は
な
お
、
先
行
作
品
と
の
関

連
性
を
手
掛
か
り
と
し
た
新
し
い
「
読
み
」
の
可
能
性
が
秘
め
ら
れ
て
い

る
。
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
詳
し
く
述
べ
て
い
き
た
い
。

二　
「
鞠
」
が
示
唆
す
る
も
の

巻
三
の
二
の
冒
頭
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る（

４
（。

蹴し
う
き
く鞠

の
あ
そ
び
は
男
の
態わ

ざ

な
り
し
に
。
さ
る
御
か
た
に
、
表
使
ひ

の
女
役
を
勤
め
し
時
、
淺
草
の
御
下
屋
形
へ
、
御
前
樣
の
御
供
つ
か
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う
ま
つ
り
て
ま
か
り
し
に
、
広
庭
き
り
島
の
躑つ

つ
じ躅

咲
初
て
、
野
も
山

も
紅
井
の
袴
を
召
た
る
女
臈
あ
ま
た
、
沓く

つ
お
と音

静
に
、
鞠
垣
に
袖
を
ひ

る
が
へ
し
て
、
桜
が
さ
ね
・
山
越
な
ど
い
へ
る
美
曲
を
あ
そ
ば
し
け

る
。
女
の
身
な
が
ら
女
の
め
づ
ら
し
く
、
か
ゝ
る
事
ど
も
は
じ
め
て

詠な
が

め
し
。〈
略
〉
女
の
態
に
は
た
め
し
な
き
事
な
る
に
、
国
の
守か

み

の

奥
が
た
こ
そ
、
自
由
に
花く

は

麗れ
い

な
れ
。

こ
の
話
は
、
武
家
屋
敷
に
仕
え
る
女
中
た
ち
の
蹴
鞠
に
始
ま
る
。
本
文

に
よ
れ
ば
、
男
が
嗜
む
鞠
を
女
ば
か
り
で
行
う
の
は
「
た
め
し
な
き
事
」

で
あ
る
と
い
う
。
西
鶴
は
一
代
女
の
視
点
を
通
し
て
そ
の
様
子
を
詳
し
く

描
写
し
「
国
の
守
の
奥
が
た
こ
そ
、
自
由
に
花
麗
な
れ
」
と
続
け
る
。
こ

れ
は
、一
見
自
由
に
人
生
を
謳
歌
し
て
い
る
か
に
見
え
る
大
名
の
奥
方
が
、

実
は
鬱
屈
し
た
嫉
妬
を
抱
え
て
い
る
こ
と
を
後
で
暴
露
す
る
た
め
の
伏
線

と
い
っ
て
よ
い
。

で
は
、
西
鶴
は
、
奥
方
の
「
自
由
に
花
麗
」
な
暮
ら
し
を
描
く
上
で
、

な
ぜ
数
あ
る
遊
戯
の
中
か
ら
「
鞠
」
を
選
ん
だ
の
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
、

次
の
寄
合
・
付
合
に
注
目
し
た
い
。

・「
鞠
ト
ア
ラ
バ
、〈
略
〉
み
す
の
す
き
影
源
・
若
菜　

ね
こ
の
綱
同　

さ
く

ら
を
わ
き
て
同
」　　
　
　
　

 

（『
連
珠
合
壁
集
』
二
十
三
・
雑
物
）

・「
鞠
―
見
そ
め
し
俤
、
柏
木
の
衛
門
」　　
　
　
　

 

（『
類
船
集
』）

・「
猫
―
鞠
の
庭
、
み
そ
め
し
俤
、
女
三
の
宮
」　　
　

 

（『
類
船
集
』）

右
の
例
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、「
鞠
」
は
『
源
氏
物
語
』
若
菜
巻
を

想
起
さ
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
。『
源
氏
物
語
』
若
菜
上
で
は
、
六
条
院
で

若
者
た
ち
が
鞠
に
興
じ
る
中
、
猫
が
御
簾
を
巻
き
上
げ
て
女
三
宮
の
姿
を

あ
ら
わ
に
し
、
柏
木
が
恋
に
落
ち
る
。
そ
の
結
果
、
若
菜
下
で
柏
木
は
女

三
宮
と
密
通
す
る
こ
と
と
な
る
。「
垣
間
見
」
は
柏
木
・
女
三
宮
・
源
氏

の
運
命
を
大
き
く
動
か
す
端
緒
と
な
っ
た
出
来
事
で
あ
り
、そ
れ
が
「
鞠
」

の
場
に
お
い
て
発
生
し
た
こ
と
は
広
く
知
ら
れ
て
い
た
。

そ
こ
で
『
源
氏
物
語
』
若
菜
巻
に
目
を
転
じ
て
み
る
と
、「
妖
孽
寛
𤄃
女
」

の
後
続
箇
所
に
、
若
菜
巻
を
ふ
ま
え
た
趣
向
が
多
数
組
み
込
ま
れ
て
い
た

こ
と
が
見
え
て
く
る
の
で
あ
る
。

三　

奥
方
の
人
物
造
形

　
前
述
の
通
り
、「
妖
孽
寛
𤄃
女
」
に
は
「
嫉
妬
す
る
奥
方
」
の
姿
が
大

き
く
描
か
れ
て
い
る
が
、『
源
氏
物
語
』
若
菜
巻
に
も
「
嫉
妬
す
る
ヒ
ロ

イ
ン
」
が
登
場
す
る
。
そ
れ
は
、
女
三
宮
の
降
嫁
に
苦
悩
す
る
紫
上
で
あ

る
。
ま
ず
、
源
氏
が
女
三
宮
と
の
婚
儀
に
つ
い
て
紫
上
に
打
ち
明
け
る
場

面
を
見
て
お
き
た
い（

５
（。

（
※
紫
上
は
）
は
か
な
き
御
す
さ
ひ
ご
と
を
だ
に
、
め
ざ
ま
し
き

物
に
覚
し
て
心
や
す
か
ら
ぬ
御
心
ざ
ま
な
れ
ば
（
※
源
氏
は
）「
い

①
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か
が
お
ぼ
さ
む
」と
お
ぼ
す
に
、（
※
紫
上
は
）い
と
つ
れ
な
く
て「
哀

な
る
御
ゆ
づ
り
に
こ
そ
は
あ
な
れ
。
こ
こ
に
は
、
い
か
な
る
心
を
置

奉
る
べ
き
に
か
。
め
ざ
ま
し
く
、 

か
く
て
は
な
ど
、
と
が
め
ら
る
ま

じ
く
は
、 
心
や
す
く
て
も
侍
な
ん
を
、
か
の
は
ゝ
女
御
の
御
方
ざ
ま

に
て
も
、
う
と
か
ら
ず
お
ぼ
し
か
す
ま
へ
て
ん
や
」
と
、
ひ
げ
し
給

を 

（
若
菜
上
）

源
氏
は
話
を
切
り
出
す
際
、
紫
上
の
嫉
妬
深
さ
を
思
い
起
こ
し
、
女
三

宮
の
降
嫁
に
つ
い
て
「
ど
う
思
う
だ
ろ
う
か
」
と
懸
念
し
て
い
た
（
傍
線

部
①
）。
西
鶴
当
時
広
く
流
布
し
て
い
た
『
湖
月
抄
』
で
は
、
右
の
文
中

で
囲
み
を
付
し
た
箇
所
に
対
し
「（
細
）
紫
上
は
、
是
ほ
ど
ま
で
な
き
こ

と
を
だ
に
嫉
妬
の
か
た
は
深
き
人
と
也
」
と
頭
注
を
付
し
て
い
る（

６
（。

紫
上

は
、
明
石
君
や
朝
顔
君
に
対
す
る
嫉
妬
心
を
顕
わ
に
す
る
こ
と
が
度
々

あ
っ
た
が
、
こ
こ
で
も
、
そ
の
「
嫉
妬
気
質
」
が
再
度
提
示
さ
れ
て
い
る

の
で
あ
る
。

さ
て
、
傍
線
部
①
の
続
き
を
見
て
み
る
と
、
紫
上
は
源
氏
の
予
想
に
反

し
て
落
ち
着
い
た
様
子
で
話
を
聞
き
「
不
快
に
思
う
わ
け
が
な
い
」（
傍

線
部
②
）
と
謙
虚
な
姿
勢
を
見
せ
る
。
し
か
し
、
内
心
は
決
し
て
穏
や
か

で
は
な
か
っ
た
。
詳
し
く
は
後
述
す
る
が
、
婚
儀
が
済
ん
で
後
、
源
氏
を

女
三
宮
の
も
と
へ
送
り
出
し
た
紫
上
は
、
女
房
た
ち
に
囲
ま
れ
な
が
ら
、

深
夜
ま
で
物
思
い
に
沈
む
状
態
と
な
る
。
ま
た
、
女
三
宮
と
の
対
面
前
、

②

紫
上
は
次
の
よ
う
な
こ
と
を
考
え
て
も
い
た
。

（
※
紫
上
は
）「 

わ
れ
よ
り
う
え
の
人
や
は
あ
る
べ
き
。
身
の
程
の

も
の
は
か
な
き
さ
ま
を
、み
え
を
き
奉
り
た
る
ば
か
り
こ
そ
あ
ら
め
」

な
ど
、
思
ひ
つ
ゞ
け
ら
れ
て
、
う
ち
な
が
め
給
。

傍
線
部
に
つ
い
て
は
『
湖
月
抄
』
の
頭
注
に
も
「
…
…
（
抄
）
源
（
※

源
氏
）
の
思
ひ
人
の
中
に
、
今
ま
で
は
我
よ
り
上
の
人
は
な
か
り
し
物
を

と
な
る
べ
し
」
と
の
説
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
紫
上
は
正
妻
で
な
い
と
は

い
え
、
源
氏
に
最
も
重
ん
じ
ら
れ
る
妻
と
し
て
の
矜
持
が
あ
っ
た
。
そ
れ

ゆ
え
、
源
氏
が
女
三
宮
を
正
式
な
妻
と
し
て
六
条
院
に
迎
え
入
れ
た
の
は

受
け
入
れ
難
い
こ
と
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

一
方
、「
妖
孽
寛
𤄃
女
」
の
悋
気
講
で
は
、一
代
女
が
「
妾
を
憎
む
正
妻
」

を
熱
演
し
た
後
、
奥
方
が
次
の
よ
う
に
し
て
美
女
人
形
を
作
ら
せ
た
真
意

を
明
か
す
。

「
そ
れ
よ
〳
〵
こ
の
人
形
に
こ
そ
子
細
あ
れ
。
殿
樣
、
我
を
あ
り
な

し
に
あ
そ
ば
し
御
国
本
よ
り
美
女
取
よ
せ
給
ひ
、
明
暮
是
に
悩な

づ
ませ

給

へ
ど
も
、
女
の
身
の
か
な
し
さ
は
申
て
甲
斐
な
き
恨
み
。
せ
め
て
は

そ
れ
目
が
形
を
作
ら
せ
て
、
此
ご
と
く
さ
い
な
む
」

奥
方
は
、
右
の
場
面
で
、
殿
が
「
我
を
あ
り
な
し
に
あ
そ
ば
し
」
た
と

憤
慨
し
て
い
る
。
本
来
国
元
に
留
め
置
か
れ
る
側
室
が
江
戸
に
呼
び
寄
せ

ら
れ
る
と
い
う
の
は
正
室
に
と
っ
て
由
々
し
き
事
態
で
あ
る
。
新
し
く
屋
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敷
に
来
た
恋
敵
に
夫
の
愛
情
や
正
妻
の
立
場
を
奪
わ
れ
る
こ
と
を
懸
念
し

「
申
し
て
甲
斐
な
き
恨
み
」
を
持
て
余
す
奥
方
の
姿
は
、
紫
上
の
姿
と
重

な
り
合
う
。
ま
た
、
前
述
の
通
り
、
紫
上
は
嫉
妬
心
を
抱
き
な
が
ら
そ
れ

を
表
に
見
せ
ぬ
よ
う
努
め
、
賢
明
に
振
る
舞
い
続
け
た
。
西
鶴
は
そ
う
し

た
紫
上
の
姿
を
「
側
室
に
嫉
妬
し
な
い
」
こ
と
を
求
め
ら
れ
る
武
家
の
奥

方
へ
と
転
じ
、
そ
の
「
秘
め
た
嫉
妬
」
を
極
端
な
ま
で
に
誇
張
し
て
、
恐

ろ
し
く
も
滑
稽
な
悋
気
講
を
描
い
て
み
せ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

四　

悋
気
講
と
美
女
人
形

次
に
、「
妖
孽
寛
𤄃
女
」
の
悋
気
講
に
つ
い
て
よ
り
詳
し
く
考
察
し
て

み
た
い
。「
悋
気
講
」
と
は
、
妻
た
ち
が
集
ま
っ
て
作
る
無
尽
講
で
、
集

ま
れ
ば
夫
や
情
婦
の
不
平
不
満
を
言
い
合
っ
て
嫉
妬
の
う
さ
を
晴
ら
し
た

と
こ
ろ
か
ら
そ
の
名
が
つ
い
た
と
い
う
（
小
学
館
『
日
本
国
語
大
辞
典
』）。

本
章
で
も
「
女
を
遮

さ
へ
ぎ
つて

悪に
く

み
男
を
妬ね

た
まし

く
謗そ

し
りて

。
恋
の
無
首
尾
」
を
語
る

場
と
し
て
悋
気
講
が
開
催
さ
れ
る
が
、
そ
こ
に
は
次
の
よ
う
な
特
徴
が

あ
っ
た
。

①
奥
方
の
も
と
に
女
中
た
ち
が
集
う

②
夜
更
け
ま
で
（
夜
、
長
蝋
燭
の
立
切
る
ま
で
）
行
わ
れ
る

③
奥
方
自
身
は
語
ら
ず
、
女
中
た
ち
が
嫉
妬
話
を
語
る

④
古
参
女
中
二
名
（
葛
井
の
局
・
吉
岡
の
局
）
が
取
り
仕
切
る

こ
れ
ら
は
、
源
氏
を
女
三
宮
の
も
と
へ
送
り
出
し
た
紫
上
が
女
房
た
ち

と
夜
更
け
ま
で
語
ら
う
、
次
の
場
面
を
彷
彿
と
さ
せ
る
。

（
※
女
房
た
ち
が
紫
上
の
行
く
末
を
案
じ
）
お
の
が
じ
ゝ
う
ち
か
た

ら
ひ
な
げ
か
し
げ
な
る
を
、（
※
紫
上
は
）
露
も
み
し
ら
ぬ
や
う
に
、

い
と
け
は
ひ
お
か
し
く
物
語
な
ど
し
給
つ
ゝ
、
夜
ふ
く
る
ま
で
お
は

す
。
か
う
人
の
た
ゞ
な
ら
ず
い
ひ
思
ひ
た
る
も
、
き
ゝ
に
く
し
と
お

ぼ
し
て
、〈
略
〉
中
務
、
中
将
の
君
な
ど
や
う
の
人
々
、
め
を
く

は
せ
つ
ゝ
、「
あ
ま
り
な
る
御
思
ひ
や
り
か
な
」
ゝ
ど
い
ふ
べ
し
。

昔
は
た
ゞ
な
ら
ぬ
さ
ま
に
つ
か
ひ
な
ら
し
給
し
人
ど
も
な
れ
ど
、
と

し
比
は
此
御
方
に
さ
ぶ
ら
ひ
て
、
み
な
心
よ
せ
聞
え
た
る
な
め
り
。

 

（
若
菜
上
）

こ
こ
で
は
、
女
三
宮
降
嫁
に
よ
っ
て
紫
上
の
立
場
が
危
う
く
な
る
こ
と

を
女
房
た
ち
が
嘆
く
の
に
対
し
、
紫
上
は
（
内
心
動
揺
し
つ
つ
も
）
そ
知

ら
ぬ
ふ
り
で
夜
更
け
ま
で
世
間
話
を
し
て
い
た
。
ま
た
、
紫
上
は
あ
れ
こ

れ
語
る
女
房
た
ち
を
苦
々
し
く
思
い
女
三
宮
を
擁
護
す
る
が
、
中
務
と
中

将
の
君
は
そ
の
配
慮
を
「
思
い
や
り
が
あ
り
す
ぎ
る
」
と
語
る
。
こ
の
二

人
は
長
年
紫
上
に
仕
え
、
親
し
み
を
寄
せ
る
女
房
た
ち
で
あ
っ
た
。
西
鶴

は
こ
の
場
面
を
次
の
よ
う
に
ア
レ
ン
ジ
し
、
奥
方
と
女
中
ら
に
よ
る
「
悋

気
講
」
を
創
作
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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⑴
「
紫
上
の
女
房
た
ち
」
を
「
奥
方
の
女
中
た
ち
」
に
と
り
な
す

⑵
「
紫
上
が
女
房
た
ち
と
夜
更
け
ま
で
物
語
を
す
る
」
こ
と
を
「
奥
方

が
女
中
た
ち
と
長
蝋
燭
の
立
切
る
ま
で
悋
気
講
を
す
る
」
こ
と
に
転

じ
る

⑶
「
嫉
妬
話
を
し
な
い
紫
上
」
を
「
嫉
妬
話
を
し
な
い
奥
方
」
に
と
り

な
す

⑷
「
紫
上
の
古
参
女
房
二
名
（
中
務
・
中
将
の
君
）」
を
、「
奥
方
の
古

参
女
中
二
名
（
葛
井
の
局
・
吉
岡
の
局
）」
に
と
り
な
す

ま
た
、
⑶
と
関
連
す
る
点
と
し
て
、「
紫
上
が
口
さ
が
な
い
女
房
た
ち

を
た
し
な
め
る
」
行
為
が
「
奥
方
が
女
中
た
ち
に
口
々
に
嫉
妬
話
を
語
ら

せ
る
」
行
為
へ
と
転
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
う
し
た
脚
色
の

ヒ
ン
ト
に
な
っ
た
の
は
、若
菜
下
に
お
け
る
次
の
場
面
だ
と
推
察
さ
れ
る
。

た
い
に
は
（
※
紫
上
は
）、れ
い
の
お
は
し
ま
さ
ぬ
夜
は
、よ
ひ
ゐ
（
※

宵
居
）
し
給
ひ
て
、
人
々
に
物
語
な
ど
よ
ま
せ
て
聞
給
ふ
。「
か
く
、

世
の
た
と
ひ
に
い
ひ
あ
つ
め
た
る
昔
語
共
に
も
、あ
だ
な
る
お
と
こ
、

い
ろ
ご
の
み
、
ふ
た
心
あ
る
ひ
と
に
か
ゝ
づ
ら
ひ
た
る
女
、
か
や
う

な
る
こ
と
を
い
ひ
あ
つ
め
た
る
に
も
、
つ
ゐ
に
よ
る
か
た
あ
り
て
こ

そ
あ
め
れ
。
あ
や
し
く
、う
き
て
も
す
ぐ
し
つ
る
有
様
か
な
。〈
略
〉」

　
　
　
　
　
　
　
　

 

（
若
菜
下
）

源
氏
が
女
三
宮
の
も
と
を
訪
れ
て
不
在
の
折
、
紫
上
は
や
は
り
夜
更
け

①

②

ま
で
起
き
て
女
房
た
ち
に
物
語
を
読
ま
せ
て
い
た
（
傍
線
部
①
）。
そ
の

際
紫
上
は
「
物
語
で
も
、
不
誠
実
な
男
・
色
好
み
の
男
・
浮
気
な
男
の
妻

も
最
後
に
は
頼
る
と
こ
ろ
が
あ
る
の
に
」（
傍
線
部
②
）
と
我
が
身
を
嘆

く
。「
女
房
た
ち
が
『
不
誠
実
・
女
好
き
・
浮
気
性
の
男
』
が
登
場
す
る

物
語
を
読
み
、
紫
上
が
そ
れ
を
聞
く
」
と
い
う
構
図
は
、
悋
気
講
で
「
女

中
た
ち
が
「
浮
気
男
に
ま
つ
わ
る
嫉
妬
話
」
を
語
り
、
奥
方
が
そ
れ
を
聞

く
」
と
い
う
構
図
と
重
な
る
。
西
鶴
は
、
こ
の
よ
う
に
、
物
思
い
に
沈
む

紫
上
が
女
房
た
ち
と
深
夜
ま
で
交
流
す
る
場
面
を
も
と
に
、
奥
方
と
女
中

た
ち
の
悋
気
講
を
描
い
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

で
は
、
悋
気
講
に
「
恋
敵
を
模
し
た
人
形
が
登
場
す
る
」
点
に
つ
い
て

は
ど
う
だ
ろ
う
か
。「
呪ノ

ロ
フ詛

―
り
ん
気
」（『
類
船
集
』）
の
付
合
が
あ
る
よ

う
に
、
嫉
妬
は
往
々
に
し
て
呪
詛
と
結
び
つ
く（

７
（。

ま
た
、
人
形
は
呪
詛
の

道
具
と
し
て
も
用
い
ら
れ
た（

８
（。「

妖
孽
寛
𤄃
女
」
の
悋
気
講
で
は
女
中
た

ち
が
次
々
と
人
形
を
痛
め
つ
け
、
話
の
終
盤
に
は
「
奥
さ
ま
御
心
入
ひ
と

つ
に
て
。
悋
気
講
に
て
の
ろ
ひ
こ
ろ
し
け
る
（
※
側
室
を
悋
気
講
で
呪
い

殺
す
つ
も
り
だ
っ
た
）」
と
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、悋
気
講
に
登
場
し
た
「
人

形
」
は
、
女
中
た
ち
の
嫉
妬
話
を
リ
ア
ル
に
再
現
さ
せ
る
道
具
で
あ
る
と

同
時
に
、
悋
気
講
が
「
呪
詛
の
場
」
で
あ
る
こ
と
を
読
者
に
印
象
づ
け
る

役
割
を
も
担
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

さ
ら
に
興
味
深
い
の
は
、奥
方
の
モ
デ
ル
と
目
さ
れ
る
紫
上
が
「
人
形
」
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を
好
ん
で
い
た
こ
と
で
あ
る
。『
源
氏
物
語
』
紅
葉
賀
に
は

（
※
紫
上
は
）
ひ
ゐ
な
（
※
雛
）
を
し
す
へ
て
、
そ
ゝ
き
ゐ
給
へ
り
。

三
尺
の
み
づ
し
ひ
と
よ
ろ
ひ
に
、
し
な
〴
〵
し
つ
ら
ひ
す
へ
て
、
又

ち
ひ
さ
き
や
（
※
小
さ
い
屋
）
共
つ
く
り
あ
つ
め
て
奉
給
へ
る
を
、

所
せ
き
ま
で
あ
そ
び
ひ
ろ
げ
給
へ
り
。〈
略
〉
ひ
ゐ
な
の
中
の
源
氏

の
き
み
つ
く
ろ
ひ
た
て
て
、内
り（
※
内
裏
）に
ま
い
ら
せ
な
ど
し
給
。

と
し
て
、
十
歳
の
紫
上
が
雛
遊
び
に
夢
中
に
な
る
姿
が
描
か
れ
て
い
る
。

そ
の
没
頭
ぶ
り
は
、
侍
女
の
少
納
言
が
「
こ
と
し
だ
に
す
こ
し
お
と
な
び

さ
せ
給
へ
。
と
を
（
※
十
）
に
あ
ま
り
ぬ
る
人
は
、
ひ
ゐ
な
あ
そ
び
は
い

み
（
※
忌
み
）
は
べ
る
も
の
を
」
と
諫
め
る
ほ
ど
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た

紫
上
の
「
人
形
好
き
」
は
、
若
菜
巻
に
も
登
場
す
る
。

（
※
紫
上
は
）
宮
に
も
御
心
に
つ
き
給
べ
く
、
ゑ
（
※
絵
）
な
ど
の

こ
と
、
ひ
ゐ
な
の
す
て
が
た
き
さ
ま
、
わ
か
や
か
に
き
こ
え
給
へ
ば
、

（
※
女
三
宮
も
）「
げ
に
、
い
と
わ
か
く
心
よ
げ
な
る
人
か
な
」
と
、

お
さ
な
き
御
こ
ゝ
ち
に
は
う
ち
と
け
給
へ
り
。　
　

 

（
若
菜
上
）

右
に
挙
げ
た
の
は
、紫
上
が
女
三
宮
と
初
め
て
話
を
す
る
場
面
で
あ
る
。

紫
上
は
、
幼
さ
の
残
る
女
三
宮
と
の
距
離
を
縮
め
る
た
め
に
「
雛
を
い
ま

だ
に
捨
て
る
こ
と
が
で
き
な
い
」
と
話
す
。
そ
れ
が
功
を
奏
し
、
女
三
宮

は
紫
上
に
好
感
を
抱
く
。
ま
た
、
若
菜
上
に
は
明
石
女
御
の
出
産
後
、
紫

上
が
厄
除
け
の
天あ

ま
が
つ児

を
「
御
手
づ
か
ら
作
」
る
場
面
も
あ
る
。『
類
船
集
』

「
人
形
」
の
条
に
「
源
氏
に
あ
ま
が
つ
と
い
へ
る
婢ハ

ウ
コ子

人
形
を
い
ふ
に
や
。

雛ヒ
ナ

も
人
形
の
類
な
る
べ
し
」
と
説
明
さ
れ
る
通
り
、
こ
れ
ら
は
紛
れ
も
な

く
「
人
形
」
で
あ
る
。『
一
代
女
』
の
読
者
が
「
嫉
妬
す
る
奥
方
」
の
モ

デ
ル
と
し
て
紫
上
を
連
想
し
、
紫
上
が
「
雛
人
形
を
捨
て
ら
れ
な
い
」
と

優
し
気
に
語
っ
て
い
た
こ
と
を
イ
メ
ー
ジ
す
る
と
、「
恋
敵
そ
っ
く
り
の

人
形
を
女
中
た
ち
に
攻
撃
さ
せ
る
」
遊
戯
は
、
よ
り
一
層
衝
撃
的
な
も
の

に
映
る
だ
ろ
う
。
紫
上
が
好
ん
だ
「
人
形
」
を
奥
方
の
呪
詛
道
具
へ
と
転

じ
、
典
拠
の
イ
メ
ー
ジ
を
覆
す
こ
と
に
よ
っ
て
読
者
の
笑
い
を
誘
発
す
る

―
―
そ
れ
が
西
鶴
の
狙
い
だ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

五　

美
女
人
形
と
側
室

こ
の
よ
う
に
考
察
を
進
め
て
い
く
と
、
美
女
人
形
に
「
女
三
宮
」
の
俤

が
あ
る
こ
と
も
見
え
て
く
る
。
ま
ず
、
美
女
人
形
が
初
め
て
登
場
す
る
場

面
を
参
照
し
て
お
く
。

し
だ
れ
柳
を
書
し
真ま

木き

の
戸
を
明あ

け

て
、
形
を
生
移
し
な
る
女
人

形
取
出
さ
れ
け
る
に
。

悋
気
講
の
開
催
時
、
美
女
人
形
は
「
し
だ
れ
柳
」
が
描
か
れ
た
戸
を
開

け
て
取
り
出
さ
れ
て
い
る
。
西
鶴
は
な
ぜ
あ
え
て
こ
こ
に
「
し
だ
れ
柳
」

と
い
う
意
匠
を
配
し
た
の
だ
ろ
う
か
。『
源
氏
物
語
』
若
菜
下
に
は
次
の
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よ
う
な
箇
所
が
あ
る
。

宮
の
御
方
（
※
女
三
宮
）
を
の
ぞ
き
給
へ
れ
ば
〈
略
〉
二
月
の
中

な
か
の

十

日
ば
か
り
の
あ
を
や
ぎ
（
※
青
柳
）
の
、
わ
づ
か
に
し
だ
り
は
じ
め

た
ら
ん
心
ち
し
て

六
条
院
で
女
楽
が
開
催
さ
れ
た
折
、
源
氏
は
演
奏
に
加
わ
っ
た
四
人
の

女
性
た
ち
を
そ
れ
ぞ
れ
花
（
植
物
）
に
例
え
る
の
だ
が
、
女
三
宮
は
傍
線

部
の
よ
う
に
「
青
柳
が
枝
垂
れ
始
め
た
様
」
と
形
容
さ
れ
て
い
る
。
美
女

人
形
が
登
場
す
る
戸
に
、
女
三
宮
を
象
徴
す
る
「
し
だ
れ
柳
」
が
配
さ
れ

て
い
る
―
―
こ
れ
が
単
な
る
偶
然
で
あ
る
と
は
考
え
に
く
い
。

次
に
、
美
女
人
形
が
「
真
木
の
戸
を
明
て
」
取
り
出
さ
れ
た
点
に
つ
い

て
も
考
え
て
み
た
い
。
西
鶴
作
品
の
中
に
は
、
人
形
が
登
場
す
る
話
が
い

く
つ
か
あ
る
。
そ
の
う
ち
『
男
色
大
鑑
』
巻
八
の
三
「
執
念
は
箱
入
の
男
」

で
は
次
の
よ
う
に
し
て
人
形
が
登
場
す
る
。

箱
に
音
あ
つ
て
お
そ
ろ
し
。
さ
れ
共
、
き
か
ぬ
男
ふ
た
と
つ
て
み
れ

ば
、
姿
人
形
の
角す

み

前ま
へ
が
み髪

、
い
か
な
る
人
の
作
り
け
る
ぞ
、
さ
な
が
ら

目
つ
き
手
足
の
力り

き

身み

、
生
き
た
る
も
の
ゝ
ご
と
し
。

こ
の
話
で
は
、
宴
席
に
謎
の
箱
が
届
け
ら
れ
た
際
、
箱
の
「
ふ
た
」
を

取
る
こ
と
で
若
衆
人
形
が
姿
を
現
す
。
こ
の
例
の
よ
う
に
、
人
形
は
箱
や

長
持
に
収
納
さ
れ
、蓋
を
開
け
て
取
り
出
さ
れ
る
の
が
普
通
で
あ
り
、「
戸
」

を
開
け
て
登
場
す
る
と
い
っ
た
例
は
な
い
。
で
は
、
な
ぜ
西
鶴
は
美
女
人

形
が
「
戸
を
明
て
」
取
り
出
さ
れ
る
、
と
表
現
し
た
の
だ
ろ
う
か
。

こ
こ
で
、『
源
氏
物
語
』
に
お
い
て
、
紫
上
が
女
三
宮
と
の
対
面
を
源

氏
に
申
し
出
る
場
面
を
見
て
み
る
。

た
い
の
う
へ
（
※
紫
上
）、
こ
な
た
（
※
宿
下
が
り
し
て
き
た
明
石

女
御
）
に
わ
た
り
て
対
面
し
給
つ
い
で
に
、「
ひ
め
み
や
（
※
女
三
宮
）

に
も
中
の
戸
あ
け
て
き
こ
え
ん
。
か
ね
て
よ
り
も
さ
や
う
に
思

ひ
し
か
ど
、
つ
い
で
な
き
に
は
つ
ゝ
ま
し
き
を
、
か
ゝ
る
お
り
に
聞

え
な
れ
ば
、
心
や
す
く
な
ん
あ
る
べ
き
」 

　
（
若
菜
上
）

「
中
の
戸
」
と
は
部
屋
を
仕
切
る
戸
の
こ
と
で
あ
る
。
紫
上
は
、
出
産

の
た
め
寝
殿
の
東
面
に
滞
在
し
て
い
た
明
石
女
御
を
訪
れ
る
折
、「
中
の

戸
」
を
開
け
て
西
面
に
い
る
女
三
宮
に
挨
拶
し
た
い
と
源
氏
に
申
し
出
て

い
た
（
傍
線
部
）。
そ
し
て
、
の
ち
両
者
が
対
面
を
果
た
す
場
面
（
若
菜

上
）
に
も
や
は
り
「
中
の
戸
あ
け
て
」
と
い
う
表
現
が
見
出
せ
る
。
つ
ま

り
、
西
鶴
は
奥
方
と
美
女
人
形
が
対
峙
す
る
シ
ー
ン
を
「
紫
上
と
女
三
宮

の
対
面
」の
パ
ロ
デ
ィ
と
し
て
描
こ
う
と
し
た
が
ゆ
え
、「
中
の
戸
あ
け
て
」

を
「
真
木
の
戸
を
明
て
」
と
も
じ
り
、そ
の
戸
に
女
三
宮
を
象
徴
す
る
「
し

だ
れ
柳
」
を
配
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

な
お
、
美
女
人
形
に
女
三
宮
の
イ
メ
ー
ジ
が
付
随
し
て
い
る
こ
と
は
、

人
形
を
目
に
し
た
一
代
女
の
反
応
か
ら
も
読
み
取
れ
る
。

姿
の
婀や

さ
し
く娜

も
。
面
影
美
花
を
欺
き
。
見
し
う
ち
に
、
女
さ
へ
是
に
奪
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は
れ
け
る
。

右
の
よ
う
に
、
人
形
を
初
め
て
目
の
当
た
り
に
し
た
一
代
女
は
、
同
性

で
あ
り
な
が
ら
、
そ
の
美
し
さ
に
心
を
奪
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
一
代
女

は
話
の
終
盤
で
美
女
人
形
の
モ
デ
ル
と
な
っ
た
側
室
本
人
を
見
る
機
会
を

も
得
る
が
、
そ
こ
で
も
や
は
り
彼
女
の
美
し
さ
に
感
動
し
、「
女
を
女
の

見
る
さ
へ
眩ま

ば
ゆく

な
り
ぬ
」
と
い
う
反
応
を
見
せ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
、
若

菜
上
で
柏
木
が
女
三
宮
を
垣
間
見
し
、
そ
の
美
し
さ
に
心
奪
わ
れ
る
こ
と

を
彷
彿
と
さ
せ
る
リ
ア
ク
シ
ョ
ン
と
い
え
る
。
こ
こ
か
ら
察
す
る
に
、
西

鶴
は
紫
上
を
滑
稽
化
し
て
奥
方
を
描
く
一
方
、
恋
敵
で
あ
る
側
室
と
美
女

人
形
に
女
三
宮
の
俤
を
重
ね
、「
女
三
宮
の
垣
間
見
」
に
ち
な
ん
だ
趣
向

を
も
さ
り
げ
な
く
本
文
に
組
み
込
ん
で
い
た
の
で
あ
る
。

六　

悋
気
講
の
語
り
手
た
ち

次
に
、
悋
気
講
に
登
場
す
る
三
名
の
女
中
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

第
一
の
語
り
手
に
つ
い
て
、
本
文
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

岩い
は
は
し橋

ど
の
と
い
へ
る
女ぢ

よ
ら
う臈

は
妖わ

ざ
は
ひ孽

ま
ね
く
顔
形
、
さ
り
と
は
醜
か

り
し
。
此
人
に
昼
の
濡
事
は
お
も
ひ
も
よ
ら
ず
、
夜
の
契ち

ぎ
りも

絶
て

ひ
さ
し
く

右
に
挙
げ
た
箇
所
に
つ
い
て
、
先
学
で
は
、
醜
貌
を
気
に
し
て
夜
に
し

か
作
業
せ
ず
岩
橋
を
完
成
さ
せ
ら
れ
な
か
っ
た
葛
城
神
（
一
言
主
命
と
い

う
女
神
）
の
伝
承
、「
岩
橋
の
夜
の
契
り
も
絶
え
ぬ
べ
し
明
る
わ
び
し
き

葛
城
の
神
」（『
拾
遺
和
歌
集
』
一
八
・
雑
賀
）
の
和
歌
な
ど
を
ふ
ま
え
た

も
の
と
し
て
い
る（

９
（。

た
だ
し
、「
さ
り
と
は
醜
か
り
し
」
女
性
と
い
え
ば
『
源
氏
物
語
』
の

末
摘
花
も
そ
う
で
あ
る
（『
類
船
集
』
に
「
眉
目
悪
―
か
つ
ら
き
の
神
・

末
摘
花
」
と
あ
り
）。
末
摘
花
巻
で
源
氏
が
彼
女
の
醜
い
容
貌
を
目
に
し

て
驚
愕
す
る
場
面
は
有
名
だ
が
、
実
は
若
菜
巻
に
も
、
源
氏
が
彼
女
の
存

在
を
口
に
す
る
箇
所
が
あ
る
。

「
東
の
院
に
者
す
る
常
陸
の
君
（
※
末
摘
花
）
の
日
比
わ
づ
ら

ひ
て
ひ
さ
し
く
成
に
け
る
を
、
物
さ
は
が
し
き
ま
ぎ
れ
に
と
ぶ

ら
は
ね
ば
、
い
と
お
し
く
て
な
ん
。
ひ
る
（
※
昼
）
な
ど
け
ざ

や
か
に
わ
た
ら
ん
も
び
ん
な
き
を
、
夜
の
間
に
忍
び
て
と
な
ん
、

思
ひ
侍
る
。
人
に
も
か
く
と
も
し
ら
せ
じ
」
と
（
※
源
氏
は
紫

上
に
）
聞
え
給
て
、
い
と
い
た
く
こ
ゝ
ろ
げ
そ
う
し
給
を
、（
※

紫
上
は
）「
例
は
さ
し
も
み
え
ぬ
あ
た
り
を
、
あ
や
し
」
と
み
給

て
、　 

（
若
菜
上
）

源
氏
は
女
三
宮
と
紫
上
の
間
で
思
い
煩
う
傍
ら
、
か
つ
て
の
恋
人
朧
月

夜
の
も
と
へ
再
び
通
う
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
そ
れ
を
隠
す
た
め
、
紫
上

に
は
「
常
陸
の
君
（
末
摘
花
）
が
長
く
病
を
患
っ
て
い
る
が
、
忙
し
く
て
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見
舞
い
に
も
行
け
て
い
な
い
」
と
切
り
出
し
「
昼4

に
人
目
に
立
っ
て
訪
れ

る
の
も
不
都
合
な
の
で
、
夜4

の
間
に
こ
っ
そ
り
訪
れ
よ
う
と
思
っ
て
い

る
」（
傍
線
部
）
と
話
す
。
し
か
し
、
こ
れ
は
浮
気
を
隠
す
口
実
に
す
ぎ

ず
、
実
際
に
は
昼
は
お
ろ
か
夜
の
間
も

4

4

4

4

4

4

4

4

4

末
摘
花
の
と
こ
ろ
へ
通
う
こ
と
は

な
か
っ
た
。
悋
気
講
に
登
場
し
た
岩
橋
殿
に
つ
い
て
、
本
文
に
は
「
昼
の

濡
事
は
お
も
ひ
も
よ
ら
ず
。
夜
の
契
も
絶
て
ひ
さ
し
」
い
と
あ
っ
た
。
こ

れ
は
「
岩
橋
の
よ
る
の
契
も
絶
え
ぬ
べ
し
明
く
る
侘
び
し
き
か
つ
ら
ぎ
の

神
」
と
い
う
拾
遺
集
の
和
歌
を
ふ
ま
え
た
表
現
で
あ
っ
た
が
、
こ
こ
に
は

浮
気
の
口
実
と
し
て
引
き
合
い
に
出
さ
れ
た
末
摘
花
の
イ
メ
ー
ジ
も
重
な

り
合
う
。

な
お
、
島
内
景
二
氏
は
、
一
見
お
と
な
し
く
従
順
に
見
え
る
末
摘
花
が

「
か
ら
こ
ろ
も
」
の
歌
を
執
念
深
く
何
度
も
詠
む
と
こ
ろ
か
ら
、
そ
の
心

底
に
「
情
念
の
蓄
積
」
が
あ
っ
た
と
論
じ
て
い
る（

（1
（

。
ま
た
、島
内
氏
は
「
中

世
の
『
源
氏
物
語
』
の
読
者
は
、
末
摘
花
に
「
霊
に
な
り
う
る
能
力
」
と

「
自
分
の
夫
や
そ
の
愛
人
に
祟
る
能
力
」
と
を
授
け
て
い
る
」
と
し
、
室

町
時
代
の
物
語
『
花
鳥
風
月
』
の
内
容
を
紹
介
し
て
い
る
。
こ
の
作
品
に

は
、末
摘
花
の
霊
が
次
の
よ
う
に
し
て
自
己
の
妄
執
を
語
る
場
面
が
あ
る
。

冥
途
に
て
は
、
愛
念
の
執
心
の
鬼
と
な
り
て
、
影
の
ご
と
く
に
離
る

ま
じ
き
物
を
と
て
、
な
お
も
御
影
に
立
ち
寄
り
け
り
。〈
略
〉
空
蝉

の
尼
君
、
数
に
も
あ
ら
ぬ
人
ま
で
も
、
さ
る
ぞ
と
き
け
ば
、
嫉
妬
の

心
炎
と
な
り
て
胸
を
焼
き
、
愛
年
の
焔
身
を
焦
が
す（

（（
（

。

一
方
、
悋
気
講
の
岩
橋
殿
も
、
夫
の
浮
気
相
手
の
家
に
押
し
か
け
「『
そ

れ
は
お
れ
が
男
ぢ
や
』
と
い
ひ
さ
ま
、
か
ね
（
※
鉄お

は
ぐ
ろ漿

）
つ
け
た
る
口
を

あ
い
て
」
浮
気
相
手
に
噛
み
つ
い
た
と
語
り
、
美
女
人
形
を
攻
撃
す
る
激

し
い
嫉
妬
の
持
ち
主
で
あ
っ
た
。
こ
の
執
念
深
く
獰
猛
な
性
質
は
『
花
鳥

風
月
』
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
末
摘
花
伝
承
の
モ
チ
ー
フ
を
も
と
に
造
形
さ

れ
た
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

次
に
、
第
二
の
語
り
手
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
。
こ
の
女
中
は
若
い
頃

「
播
磨
の
国
明
石
」
に
お
り
、
姪
の
婿
の
浮
気
を
封
じ
る
た
め
、
姪
と
婿

と
を
毎
晩
寝
間
に
閉
じ
込
め
た
と
語
る
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
配
慮
が
災
い

し
、
絶
倫
の
婿
に
よ
っ
て
結
局
姪
が
衰
弱
さ
せ
ら
れ
て
し
ま
っ
た
と
憤
慨

す
る
。
こ
の
女
中
に
は
特
定
の
呼
称
が
付
さ
れ
て
い
な
い
が
、
そ
の
出
身

地
か
ら
「『
源
氏
物
語
』
明
石
巻
の
も
じ
り
」
と
指
摘
さ
れ
て
い
る（

（1
（

。
こ

の
点
を
ふ
ま
え
る
と
、
女
中
の
体
験
談
に
あ
っ
た
「
若
い
男
女
の
情
事
を

お
膳
立
て
す
る
」
行
為
が
、
明
石
入
道
の
そ
れ
と
共
通
し
て
い
る
こ
と
に

気
づ
く
。
明
石
巻
で
は
、
明
石
入
道
が
仲
を
取
り
持
っ
た
こ
と
で
源
氏
と

明
石
君
の
間
に
姫
が
生
ま
れ
る
。
そ
し
て
、
後
に
姫
が
入
内
し
皇
子
を
出

産
す
る
に
及
ん
で
一
族
の
繁
栄
は
揺
る
ぎ
な
い
も
の
と
な
る
。
こ
う
し
た

「
一
族
の
繁
栄
」は
若
菜
巻
で
特
に
大
き
く
描
か
れ
る
こ
と
に
な
る
。ま
ず
、

若
菜
上
で
は
、
明
石
入
道
が
姫
（
明
石
女
御
）
の
出
産
を
知
り
、
こ
の
世
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に
思
い
残
す
こ
と
は
無
い
と
し
て
山
に
籠
っ
た
こ
と
が
伝
え
ら
れ
る
。
ま

た
、
若
菜
下
で
は
、
源
氏
が
明
石
女
御
を
伴
っ
て
住
吉
参
詣
を
行
っ
た
際
、

「
よ
ろ
づ
の
こ
と
に
つ
け
て
め
で
あ
さ
み
、
よ
の
こ
と
ぐ
さ
に
て
、『
あ
か

し
の
尼
君
』
と
ぞ
、
さ
い
は
ひ
人
に
い
ひ
け
る
」
と
し
て
、
明
石
の
尼
君

（
ひ
い
て
は
明
石
一
族
）
の
幸
福
が
提
示
さ
れ
る
。
一
方
、
悋
気
講
に
登

場
し
た
明
石
出
身
の
女
中
は
、
姪
と
婿
の
仲
を
取
り
持
っ
た
こ
と
で
「
姪

が
衰
弱
す
る
」と
い
う
先
細
り
の
結
果
を
招
く
こ
と
に
な
っ
た
。
西
鶴
は
、

明
石
出
身
の
女
中
に
「
明
石
入
道
」
の
モ
チ
ー
フ
を
付
与
し
つ
つ
も
、
そ

の
行
為
の
結
果
を
逆
転
さ
せ
、「
悔
し
が
る
女
中
が
人
形
を
突
き
転
ば
す
」

展
開
へ
と
つ
な
げ
て
い
っ
た
と
推
察
さ
れ
る
。

さ
ら
に
、
第
三
の
語
り
手
「
袖
垣
殿
」
に
も
、『
源
氏
物
語
』
の
キ
ャ

ラ
ク
タ
ー
を
思
わ
せ
る
要
素
が
あ
る
。
本
文
に
よ
れ
ば
、
彼
女
は
「
伊
勢

の
桑
名
」
出
身
で
、
下
女
の
化
粧
さ
え
も
禁
止
す
る
ほ
ど
「
悋
気
」
深
い

性
格
だ
と
い
う
。「
伊
勢
」
と
「
悋
気
」
か
ら
想
起
さ
れ
る
の
は
、
六
条

御
息
所
で
あ
る
。
六
条
御
息
所
は
賢
木
巻
で
伊
勢
に
下
向
し
、
そ
れ
以
降

「
伊
勢
の
宮
」「
い
せ
を
の
あ
ま
」「
い
せ
人
」（
須
磨
巻
）、「
い
せ
の
み
や

す
所
」（
明
石
巻
）
等
、「
伊
勢
」
を
冠
し
た
呼
称
で
登
場
す
る
。
ま
た
、

「
悋
気
―
六
条
御
息
所
」（『
類
船
集
』）
の
付
合
も
あ
る
通
り
、
六
条
御
息

所
は
嫉
妬
か
ら
物
の
怪
に
変
じ
、
夕
顔
や
葵
上
を
取
り
殺
し
た
こ
と
で
も

知
ら
れ
る
。
さ
て
、
六
条
御
息
所
は
澪
標
巻
で
こ
の
世
を
去
る
が
、
や
は

り
若
菜
巻
で
再
び
そ
の
存
在
を
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

か
の
は
ゝ
北
方
（
※
葵
上
）
の
、
伊
勢
の
宮
す
所
（
※
六
条
御
息
所
）

と
の
恨
ふ
か
く
、
い
ど
み
か
は
し
給
け
ん
程
の
御
す
く
せ
ど
も
の
行

末
見
え
た
る
な
ん
、
さ
ま
〴
〵
な
り
け
る
。　

 

（
若
菜
上
）

こ
こ
で
は
、
四
十
賀
を
迎
え
た
源
氏
が
息
子
夕
霧
の
成
長
を
喜
ぶ
傍

ら
、
か
つ
て
の
正
妻
葵
上
と
六
条
御
息
所
の
確
執
―
―
六
条
御
息
所
の
物

の
怪
が
葵
上
を
取
り
殺
し
た
こ
と
を
回
想
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
詳
し
く

は
後
述
す
る
が
、
若
菜
下
で
は
源
氏
が
紫
上
に
六
条
御
息
所
の
執
念
深
さ

を
語
っ
た
後
、
そ
れ
を
恨
ん
だ
六
条
御
息
所
が
死
霊
と
な
っ
て
紫
上
に
憑

り
つ
く
事
件
も
発
生
す
る
。六
条
御
息
所
が「
伊
勢
の
御
息
所
」と
呼
ば
れ
、

な
お
か
つ
そ
の
「
嫉
妬
深
さ
」
が
強
調
さ
れ
る
の
は
若
菜
巻
を
お
い
て
他

に
な
い
。
伊
勢
出
身
の
嫉
妬
深
い
袖
垣
殿
は
、
悋
気
講
に
お
い
て
「
こ
ん

な
姿
の
女
目
が
気
を
通
し
過
て
、
男
の
夜
ど
ま
り
す
る
を
も
か
ま
は
ぬ
物

じ
や
」と
言
い
な
が
ら
美
女
人
形
を
痛
め
つ
け
る
が
、こ
う
し
た
パ
フ
ォ
ー

マ
ン
ス
も
、
六
条
御
息
所
か
ら
の
連
想
で
は
な
か
ろ
う
か
。

悋
気
講
に
登
場
す
る
女
中
た
ち
は
、
一
読
し
た
だ
け
で
も
そ
の
過
激
な

言
動
で
笑
い
を
誘
う
。
し
か
し
、
若
菜
巻
と
の
関
連
性
を
意
識
し
て
読
み

直
す
と
、
そ
の
登
場
人
物
の
俤
を
持
つ
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
が
次
々
と
登
場
す

る
点
に
も
面
白
さ
が
あ
っ
た
こ
と
が
見
え
て
く
る
の
で
あ
る
。
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七　

怪
異
と
後
日
談

と
こ
ろ
で
、
三
番
目
の
話
し
手
（
袖
垣
殿
）
は
、
後
の
展
開
に
繋
が
る

伏
線
と
し
て
も
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。

悋
気
講
で
は
、袖
垣
殿
の
後
に
一
代
女
が
「
妾
を
恨
む
本
妻
」
を
演
じ
、

歓
喜
し
た
奥
方
が
美
女
人
形
の
由
来
を
語
る
。
す
る
と
、
突
然
人
形
が
動

き
出
し
て
奥
方
の
着
物
の
褄
に
「
取
り
つ
き
」、奥
方
は
「
病
に
倒
れ
る
」。

こ
の
流
れ
は
、若
菜
下
で
六
条
御
息
所
の
物
の
怪
が
紫
上
に「
憑
り
つ
き
」、

紫
上
が
「
病
に
倒
れ
る
」
こ
と
と
一
致
す
る
。
ま
た
、
悋
気
講
で
は
奥
方

が
人
形
か
ら
「
や
う
〳
〵
に
引
わ
け
」
ら
れ
て
事
な
き
を
得
る
が
、
こ
れ

は
紫
上
が
い
っ
た
ん
絶
命
す
る
も
、怪
異
後
「
や
う
〳
〵
い
き
い
で
給
ふ
」

（
若
菜
下
）
こ
と
と
対
応
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
倒
れ
た
奥
方
は
「
凄す

さ
まじ

く
口
ば
し
せ
ら
る
ゝ
」
状
態
と
な
り
、
人
形
を
焼
い
た
灰
を
埋
め
た
塚
か

ら
も
毎
晩
「
喚

わ
め
き

叫さ
け
ぶ」

声
が
聞
こ
え
る
よ
う
に
な
る
。
こ
れ
は
物
の
怪
の
憑

代
と
な
っ
た
童
女
が
「
よ
ば
ひ
の
の
し
る
」
状
態
と
な
り
、
そ
の
後
も
物

の
怪
が
「「
い
と
つ
ら
し
〳
〵
」
と
な
き
さ
け
ぶ
」（
若
菜
下
）
こ
と
と
も

重
な
る
。
こ
の
よ
う
に
、
人
形
の
怪
異
場
面
に
は
若
菜
巻
に
お
け
る
「
六

条
御
息
所
の
怪
異
」
と
共
通
す
る
モ
チ
ー
フ
が
複
数
認
め
ら
れ
る
。
西
鶴

は
、
悋
気
講
三
番
目
の
話
し
手
で
あ
る
袖
垣
殿
に
「
六
条
御
息
所
」
を
想

起
さ
せ
る
要
素
を
付
加
し
て
お
き
、そ
の
後
の
場
面
に
、満
を
持
し
て
「
六

条
御
息
所
の
怪
異
」
を
下
敷
き
に
し
た
事
件
を
描
き
出
す
と
い
う
演
出
を

意
図
し
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

ま
た
、
も
う
一
つ
興
味
深
い
の
は
、
こ
れ
以
降
奥
方
が
紫
上
と
は
逆
の

運
命
を
た
ど
っ
て
い
く
こ
と
で
あ
る
。
前
述
の
通
り
、
紫
上
は
嫉
妬
を
表

に
は
出
さ
ず
健
気
に
振
る
舞
い
続
け
、
そ
の
姿
を
目
に
し
た
源
氏
は
紫
上

へ
の
愛
を
一
層
深
め
る
（
若
菜
上
）。
ま
た
、
源
氏
は
紫
上
が
病
に
倒
れ

た
際
も
懸
命
に
看
病
し
、
物
の
怪
の
出
現
時
に
は
「
う
へ
を
ば
又
こ
と
方

に
、
忍
び
て
わ
た
し
奉
り
給
」
と
し
て
、
紫
上
を
怪
異
か
ら
遠
ざ
け
る
よ

う
対
処
し
て
い
た
（
若
菜
下
）。
一
方
、
嫉
妬
深
い
奥
方
は
「
申
て
甲
斐

な
き
恨
み
」
を
隠
し
て
は
い
て
も
、悋
気
講
の
実
態
が
暴
露
さ
れ
た
結
果
、

殿
の
愛
情
を
完
全
に
失
う
羽
目
に
な
る
。
一
代
女
の
報
告
後
、
殿
が
見
せ

た
対
応
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

「
女
の
所
存
程
う
た
て
か
る
物
は
な
し
。
定
め
て
国
女
（
※
側
室
）

も
其
思
ひ
入
（
※
奥
方
の
嫉
妬
）
に
命
を
取
る
ゝ
事
程
は
あ
ら
じ
。

此
事
聞
せ
て
国
元
へ
帰
せ
」
と
仰
せ
け
る
。

典
拠
の
流
れ
に
沿
う
な
ら
ば
、
病
に
倒
れ
た
妻
は
夫
に
看
病
さ
れ
、
怪

異
か
ら
遠
ざ
け
ら
れ
る
は
ず
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、「
妖
孽
寛
𤄃
女
」で
は
、

病
に
倒
れ
た
奥
方
は
夫
に
捨
て
置
か
れ
、
恋
敵
で
あ
る
側
室
の
方
が
怪
異

か
ら
遠
ざ
け
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
奥
方
の
本
性
を
知
っ
た
殿
は
「
女
の

所
存
程
う
た
て
か
る
物
は
な
し
」
と
述
べ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
源
氏
が
六
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条
御
息
所
の
物
の
怪
を
疎
ん
じ
「
女
の
身
は
み
な
お
な
じ
つ
み
ふ
か
き
も

と
ひ
ぞ
か
し
」（
若
菜
下
）と
感
じ
た
の
と
同
様
の
反
応
で
あ
る
。殿
に
と
っ

て
奥
方
は
も
は
や
「
守
る
べ
き
対
象
」
で
は
な
く
、
も
は
や
愛
す
る
者
に

害
を
及
ぼ
す
「
物
の
怪
」
的
存
在
に
成
り
代
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

奥
方
が
「
嫉
妬
す
る
紫
上
」
を
も
と
に
造
形
さ
れ
、
そ
の
誇
張
さ
れ
た

嫉
妬
に
面
白
さ
が
あ
る
こ
と
は
先
に
述
べ
た
が
、
西
鶴
の
ね
ら
い
は
、
紫

上
の
パ
ロ
デ
ィ
と
し
て
奥
方
を
描
き
つ
つ
、
そ
の
嫉
妬
を
「
六
条
御
息
所

を
凌
ぐ
レ
ベ
ル
」
に
ま
で
誇
張
し
て
み
せ
る
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
の
で
は
な

か
ろ
う
か
。
悋
気
講
三
番
目
の
語
り
手
（
袖
垣
殿
）
は
六
条
御
息
所
を
思

わ
せ
る
、
と
こ
と
ん
嫉
妬
深
い
女
性
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
一
代
女
が

さ
ら
に
激
し
い
嫉
妬
の
演
技
を
見
せ
、
そ
の
後
奥
方
が
内
に
秘
め
た
嫉
妬

を
語
る
に
及
ん
で
、
実
は
奥
方
こ
そ
が
最
も
激
し
い
嫉
妬
心
の
持
ち
主
で

あ
っ
た
こ
と
が
判
明
す
る
。
西
鶴
は
、
そ
れ
に
見
合
う
結
果
と
し
て
、
奥

方
が
殿
に
「
物
の
怪
」
並
み
に
疎
ん
じ
ら
れ
る
と
い
う
衝
撃
の
展
開
を
描

い
て
み
せ
た
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
西
鶴
は
こ
の
話
の
結
末
を
次
の
よ
う
に
描
い
て
い
る
。

殿
も
女
は
を
そ
ろ
し
く
お
ぼ
し
め
し
入
ら
れ
て
、
そ
れ
よ
り
し
て
奥

に
入
せ
給
は
ず
、（
※
奥
方
は
）
生
別
れ
の
後
家
分
に
な
ら
せ
給
ふ
。

（
※
私
＝
一
代
女
は
）
是
を
見
て
此
御
奉
公
に
も
気
を
懲こ

ら

し
、
御
暇

申
請
て
出し

ゅ
っ
け家

に
も
成
程
の
お
も
ひ
し
て
又
上
方
に
帰
る
。

①

②

傍
線
部
①
の
通
り
、
奥
方
は
事
件
後
「
生
別
れ
の
後
家
分
」
と
な
る
。

そ
し
て
、
傍
線
部
②
で
は
そ
れ
を
見
た
一
代
女
が
「
出
家
に
も
成
程
の
お

も
ひ
」
で
奉
公
を
辞
め
た
と
あ
る（

（1
（

。
こ
こ
か
ら
想
起
さ
れ
る
の
は
、「
紫

上
の
出
家
願
望
」
で
あ
る
。

・「
い
ま
は
、
か
う
お
ほ
ぞ
う
の
す
ま
ゐ
な
ら
で
、
の
ど
や
か
に
を
こ

な
ひ
を
も
、
と
な
ん
思
ふ
。〈
略
〉
さ
り
ぬ
べ
き
さ
ま
に
覚
し
ゆ
る

し
て
よ
」
と
、 

ま
め
や
か
に
聞
え
給
折
〳
〵
あ
る
を
…
…

 

（
若
菜
下
・
冷
泉
帝
の
退
位
後
）

・「
い
と
ゆ
く
さ
き
す
く
な
き
こ
ゝ
ち
す
る
を
、
こ
と
し
も
か
く
し
ら

ず
が
ほ
に
て
す
ぐ
す
は
い
と
う
し
ろ
め
た
く
こ
そ
。 

さ
き
〴
〵
も

き
こ
ゆ
る
こ
と（
※
出
家
）い
か
で
御
ゆ
る
し
あ
ら
ば
」と
き
こ
え
給
。

 

（
若
菜
下
・
紫
上
が
三
十
七
歳
の
厄
年
を
迎
え
た
後
）

右
の
よ
う
に
、
紫
上
は
、
出
家
の
願
い
を
度
々
源
氏
に
訴
え
て
い
た
。

し
か
し
、
源
氏
は
紫
上
と
の
在
世
の
別
れ
に
耐
え
ら
れ
ず
、
断
固
と
し
て

そ
れ
を
許
可
し
な
か
っ
た（

（2
（

。

こ
の
点
を
念
頭
に
置
い
て
、「
妖
孽
寛
𤄃
女
」
の
結
末
を
見
直
す
と
、

出
家
を
望
む
紫
上
が
源
氏
の
愛
情
に
よ
り
尼
に
な
れ
な
か
っ
た
の
に
対

し
、
奥
方
は
出
家
を
望
ん
で
も
い
な
い
の
に
、
殿
の
愛
情
消
失
に
よ
っ
て

「
生
き
別
れ
の
後
家
分
」
―
―
尼
同
然
の
身
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。

一
代
女
の
「
出
家
に
も
成
程
の
お
も
ひ
」
か
ら
「
紫
上
の
出
家
願
望
」
を
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連
想
す
る
と
、
こ
の
よ
う
に
し
て
、
紫
上
と
奥
方
の
行
く
末
の
違
い
が
よ

り
明
確
に
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。西
鶴
は
典
拠
を
そ
れ
と
暗
示
し
つ
つ
、

そ
の
話
の
流
れ
を
覆
し
て
話
を
進
め
る
と
い
う
手
法
を
多
用
し
て
い
た

が
、
そ
う
し
た
仕
掛
け
は
話
の
終
盤
に
も
活
か
さ
れ
て
い
た
と
い
え
よ
う
。

最
後
に
、「
妖
孽
寛
𤄃
女
」
の
幕
切
れ
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
。

さ
ら
〳
〵
せ
ま
じ
き
物
は
悋
気
、
是
女
の
た
し
な
む
べ
き
ひ
と
つ
な

り
。

西
鶴
は
「
一
代
女
が
上
方
に
戻
っ
た
」
と
い
う
と
こ
ろ
で
話
を
終
わ
ら

せ
ず
、
右
の
一
文
で
話
を
締
め
括
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
一
体
な
ぜ
な
の

か
。
実
は
、
若
菜
巻
に
も
こ
う
し
た
「
嫉
妬
へ
の
戒
め
」
が
見
ら
れ
る
箇

所
が
あ
る
。

「
…
ま
だ
き
に
さ
は
ぎ
て
、
あ
い
な
き
物
恨
し
給
な
」
と
、
い
と
よ

く
を
し
へ
聞
え
給
。 
（
若
菜
上
）

源
氏
は
女
三
宮
の
降
嫁
に
つ
い
て
打
ち
明
け
た
際
、
恨
む
様
子
を
見
せ

な
い
紫
上
に
安
堵
し
な
が
ら
も
「
事
前
に
騒
ぎ
立
て
て
つ
ま
ら
ぬ
嫉
妬
を

し
な
さ
る
な
」
と
念
入
り
に
教
訓
し
て
い
た
。
ま
た
、
若
菜
下
で
は
、
物

の
怪
（
六
条
御
息
所
）
が
、
娘
（
秋
好
中
宮
）
へ
の
伝
言
と
し
て

「
ゆ
め
御
み
や
づ
か
へ
の
ほ
ど
に
、
人
と
ぎ
し
ろ
ひ
そ
ね
む
（
※
人

と
争
い
嫉
む
）
心
つ
か
ひ
給
な
」

と
説
く
場
面
が
あ
る
。
こ
こ
か
ら
察
す
る
に
、
西
鶴
は
典
拠
の
主
要
人
物

が
力
説
す
る
「
嫉
妬
へ
の
戒
め
」
を
幕
切
れ
に
配
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
若

菜
巻
を
題
材
と
す
る
嫉
妬
話
に
ふ
さ
わ
し
い
「
オ
チ
」
を
つ
け
て
み
せ
た

の
で
あ
る
。

お
わ
り
に　

本
稿
に
お
い
て
、
こ
こ
ま
で
に
指
摘
し
て
き
た
趣
向
を
整
理
す
る
と
次

の
一
覧
表
の
よ
う
に
な
る
。

『
源
氏
物
語
』
若
菜
巻

『
好
色
一
代
女
』
巻
三
の
二

若
菜
上

六
条
院
で
の
貴
公
子
達
の
蹴
鞠

踏襲

浅
草
の
下
屋
敷
で
の
女
中
達
の
蹴
鞠

若
菜
上
下

女
三
宮
に
嫉
妬
す
る
紫
上

踏襲

側
室
に
嫉
妬
す
る
奥
方

紫
上
、
嫉
妬
を
制
御
す
る

逆転

奥
方
、
嫉
妬
を
制
御
で
き
ず
怪
異
を
招
く
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若
菜
上

紫
上
、
女
房
た
ち
と
夜
更
け
ま
で
語
る

アレンジ

奥
方
、
女
中
た
ち
と
夜
更
け
ま
で
悋
気
講
を
行
う

若
菜
下

紫
上
、
女
房
た
ち
に
夜
更
け
ま
で
物
語
を
読
ま
せ
る

若
菜
上

柏
木
、
女
三
宮
を
垣
間
見
し
、
見
と
れ
る

踏襲

一
代
女
、
美
女
人
形
に
見
と
れ
る

一
代
女
、
側
室
に
見
と
れ
る

若
菜
上

紫
上
、「
中
の
戸
あ
け
て
」
女
三
宮
と
対
面

アレンジ

美
女
人
形
、「
真
木
の
戸
を
明
て
」
取
り
出
さ
れ
る

そ
の
戸
に
「
し
だ
れ
柳
」
の
意
匠
あ
り

若
菜
下

源
氏
、
女
三
宮
を
「
青
柳
の
し
だ
れ
始
め
た
様
」
に
た
と
え
る

若
菜
上

紫
上
、
女
三
宮
に
雛
人
形
の
こ
と
を
語
る

紫
上
、
明
石
女
御
の
皇
子
の
た
め
に
天
児
を
作
る

アレンジ

奥
方
、
悋
気
講
に
美
女
人
形
を
用
い
る

若
菜
上

末
摘
花

醜
い
容
貌

踏襲

悋
気
講
の
語
り
手
①
…
岩
橋
殿

醜
い
容
貌

源
氏
は
「
昼
は
不
都
合
な
の
で
夜
訪
れ
よ
う
」
と
言
う
が
結
局
訪

れ
な
い

アレンジ

昼
は
も
ち
ろ
ん
夜
の
契
り
も
絶
え
て
久
し
い

若
菜
上
下

明
石
入
道

源
氏
と
明
石
君
の
仲
を
取
り
持
つ

踏襲

悋
気
講
の
語
り
手
②
…
明
石
に
住
ん
で
い
た
女

姪
と
婿
の
仲
を
取
り
持
つ

明
石
一
族
の
繁
栄

逆転

姪
の
衰
弱

若
菜
上
下

六
条
御
息
所

伊
勢
の
御
息
所
と
称
さ
れ
る

嫉
妬
深
い

踏襲

悋
気
講
の
語
り
手
③
…
袖
垣
殿

伊
勢
の
桑
名
の
人

嫉
妬
深
い

若
菜
下

怪
奇
現
象
の
発
生
（
物
の
怪
の
出
現
）

紫
上
、
物
の
怪
に
憑
り
つ
か
れ
る
→
病
に
倒
れ
る

アレンジ

怪
奇
現
象
の
発
生
（
人
形
が
動
く
）

奥
方
、
人
形
に
取
り
つ
か
れ
る
→
病
に
倒
れ
る
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こ
の
結
果
を
ふ
ま
え
、
本
章
と
他
章
の
繋
が
り
に
つ
い
て
考
え
て
み
た

い
。
矢
野
公
和
氏
は
、『
好
色
一
代
女
』
巻
一
の
三
「
国

こ
く
し
ゅ
の主

艶え
ん

妾し
ょ
う」

に
、

武
家
の
奥
方
は
「
下
〴
〵
の
ご
と
く
、
り
ん
き
と
い
ふ
事
も
な
」
い
と
記

さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
巻
三
の
二
「
妖
孽
寛
𤄃
女
」
と
巻
三
の

四
「
金き

ん
か
み
の
は
ね
も
と
ゆ
い

紙
匕
髻
結
」
に
は
そ
れ
と
矛
盾
す
る
内
容
（
奥
方
の
嫉
妬
）
が
描

か
れ
て
い
る
こ
と
を
挙
げ
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る（

（1
（

。

…
こ
れ
ら
三
章
は
、
表
面
的
に
は
平
穏
無
事
に
治
ま
っ
て
い
る
か
に

見
え
る
大
名
や
武
家
の
奥
向
で
は
、
実
は
ド
ロ
ド
ロ
し
た
愛
憎
劇
が

展
開
さ
れ
て
お
り
、
し
か
も
そ
れ
は
構
造
的
な
も
の
で
あ
っ
て
、
日

常
的
に
起
り
得
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
見
事
に
描
き
切
っ
て
い
る
と

云
え
る
で
あ
ろ
う
。

つ
ま
り
、
西
鶴
は
「
武
家
の
奥
方
は
嫉
妬
な
ど
し
な
い
」
と
い
う
一
般

論
を
巻
一
の
三
に
示
し
て
お
き
、
巻
三
の
二
と
巻
三
の
四
で
そ
れ
を
覆
す

嫉
妬
話
を
見
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
武
家
の
奥
向
の
「
隠
さ
れ
た
真
実
」
を

意
図
的
に
暴
き
出
し
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
本
稿
で
新
た
に
指
摘
し
た
い
の
は
、「
武
家
の
内
情
暴
露
的

若
菜
下

源
氏
、
物
の
怪
の
嫉
妬
を
嫌
悪
す
る

踏襲

殿
、
奥
方
の
嫉
妬
を
嫌
悪
す
る

若
菜
上
下

源
氏
、
紫
上
の
も
と
に
足
繁
く
通
う

源
氏
、
紫
上
を
怪
異
か
ら
遠
ざ
け
る

逆転

殿
、
全
く
奥
方
の
も
と
に
寄
り
付
か
な
く
な
る

殿
、
側
室
を
怪
異
か
ら
遠
ざ
け
る

若
菜
下

紫
上
、
源
氏
に
度
々
出
家
願
望
を
訴
え
る

アレンジ

奥
方
、「
生
別
れ
の
後
家
分
（
出
家
同
様
の
身
）」
と
な
る

一
代
女
、「
出
家
に
も
成
程
の
思
い
」
で
帰
郷

若
菜
上

源
氏
、
女
三
宮
の
降
嫁
を
告
げ
た
後
、
紫
上
に
嫉
妬
を
し
な
い
よ

う
に
と
諭
す

踏襲

結
末
部
の
教
訓

「
決
し
て
し
て
は
い
け
な
い
も
の
は
嫉
妬
」

若
菜
下

物
の
怪
、
娘
（
秋
好
中
宮
）
へ
の
伝
言
と
し
て
嫉
妬
を
し
な
い
よ

う
に
と
話
す
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性
質
」
を
も
つ
巻
三
の
二
と
巻
三
の
四
が
、
先
行
作
品
の
利
用
に
お
い
て

も
対
を
な
し
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
ま
で
見
て
き
た
よ
う

に
、巻
三
の
二
の
冒
頭
に
は
「
女
三
宮
の
垣
間
見
」
を
連
想
さ
せ
る
「
鞠
」

が
配
さ
れ
、
そ
の
話
中
に
は
「
垣
間
見
」
の
パ
ロ
デ
ィ
の
ほ
か
、
若
菜
巻

を
題
材
と
す
る
種
々
の
趣
向
が
組
み
込
ま
れ
て
い
た
。
一
方
、
か
つ
て
拙

稿
で
論
じ
た
巻
三
の
四
に
は
「
女
三
宮
の
垣
間
見
」
を
連
想
さ
せ
る
も
う

一
つ
の
存
在
―
―
「
猫
」（『
類
船
集
』
に
「
猫
―
鞠
の
庭
、み
そ
め
し
俤
、

女
三
の
宮
」
と
あ
り
）
が
登
場
し
、
そ
の
話
中
に
も
「
垣
間
見
」
の
パ
ロ

デ
ィ
を
含
む
若
菜
巻
関
連
の
趣
向
が
散
見
し
た（

（1
（

。
さ
ら
に
、
巻
三
の
二
で

は
〈
紫
上
と
源
氏
〉
に
か
か
わ
る
趣
向
が
中
心
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
巻

三
の
四
で
は
〈
女
三
宮
と
柏
木
〉
に
か
か
わ
る
趣
向
が
多
く
用
い
ら
れ
る

と
い
う
特
徴
が
見
ら
れ
た
。

西
鶴
は
、『
源
氏
物
語
』
若
菜
巻
に
お
け
る
二
つ
の
ス
ト
ー
リ
ー
を
読

者
に
探
索
さ
せ
、
そ
の
前
後
の
場
面
に
も
目
を
向
け
さ
せ
な
が
ら
、
武
家

の
奥
方
が
登
場
す
る
二
つ
の
章
に
隠
さ
れ
た
趣
向
を
次
々
と
発
見
で
き
る

よ
う
、
実
に
巧
妙
に
話
を
創
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

〈
注
〉

（
１
）　
『
源
氏
物
語
』
で
は
若
菜
上
と
若
菜
下
に
巻
が
分
か
れ
て
い
る
が
、

二
つ
を
併
せ
述
べ
る
際
は
、
便
宜
上
「
若
菜
巻
」
と
す
る
。

（
２
）　

前
田
金
五
郎
「
西
鶴
二
題
」（「
大
阪
の
歴
史
」
四
〇
、
大
阪
市
史

編
纂
所
、
一
九
九
三
年
一
二
月
、
大
阪
市
史
料
調
査
会
）。

（
３
）　

谷
脇
理
史
「『
好
色
一
代
女
』
の
自
主
規
制
―
―
武
家
階
層
へ
の

諷
揄
の
視
点
―
―
」（「
国
文
学
研
究
」
一
二
五
、
早
稲
田
大
学
国
文
学

会
、
一
九
九
八
年
六
月
）

（
４
）　

西
鶴
作
品
の
本
文
は『
定
本
西
鶴
全
集
』（
潁
原
退
蔵
・ 

暉
峻
康
隆
・

野
間
光
辰
編
、
中
央
公
論
社
）
に
よ
る
。

（
５
）　
『
源
氏
物
語
』
の
本
文
は
、早
稲
田
大
学
古
典
籍
総
合
デ
ー
タ
ベ
ー

ス
『
湖
月
抄
』（
京
都
村
上
勘
左
衛
門
・
延
宝
元
年
跋
／
文
庫30

・

A
0191

）
に
よ
る
。

（
６
）　
『
湖
月
抄
』
の
本
文
は
注
（
５
）
前
掲
『
湖
月
抄
』
に
よ
る
。
ま
た
、

頭
注
の
（
細
）
は
細
流
抄
、（
抄
）
は
「
累
年
諸
抄
を
勘
へ
合
せ
て
予
（
※

季
吟
）
が
聞
書
に
加
る
の
説
」（『
湖
月
抄
』
首
巻
「
凡
例
」）
で
あ
る
。

（
７
）　

謡
曲
「
鉄
輪
」
に
は
嫉
妬
す
る
女
が
鬼
と
化
し
て
夫
と
浮
気
相
手

を
呪
い
、
呪
い
返
し
の
茅
人
形
を
叩
き
据
え
る
場
面
が
あ
る
。
悋
気
講

で
女
中
た
ち
が
人
形
を
攻
撃
す
る
と
い
う
設
定
に
つ
い
て
は
、
こ
う
し

た
モ
チ
ー
フ
も
意
図
さ
れ
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。

（
８
）　
『
類
船
集
』
に
「
人
形
―
の
ろ
ひ
こ
と
」
の
付
合
が
あ
る
。
ま
た
、

西
鶴
作
『
懐
硯
』
巻
三
の
五
「
誰
か
は
住
し
荒
屋
敷
」
に
は
、
奥
方
に

生
き
写
し
の
姿
絵
に
針
が
並
べ
立
て
て
あ
る
の
を
発
見
し
た
お
乳
姥
が
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「
さ
も
す
さ
ま
じ
き
調
伏
（
※
呪
い
）
の
形
、身
の
毛
よ
だ
ち
て
怖
し
く
」

と
感
じ
る
場
面
が
あ
る
（
実
際
に
は
雛
型
に
針
を
留
め
て
あ
っ
た
だ
け

だ
が
、老
婆
は
そ
れ
を
呪
い
だ
と
勘
違
い
し
た
）。
こ
う
し
た
例
も
「
対

象
を
象
っ
た
も
の
を
害
す
る
」
こ
と
が
呪
詛
と
み
な
さ
れ
て
い
た
こ
と

を
裏
付
け
る
例
と
い
え
る
。

（
９
）　
『
定
本
西
鶴
全
集
二
』（
潁
原
退
蔵
・ 

暉
峻
康
隆
・
野
間
光
辰
編
、

一
九
四
九
年
、
中
央
公
論
社
）「
好
色
一
代
女
」
頭
注
他
。

（
10
）　

島
内
景
二
「
嫉
妬
す
る
末
摘
花
」（「
国
文
学　

解
釈
と
教
材
の
研

究
」
三
八
―
一
一
、
学
燈
社
、
一
九
九
三
年
一
〇
月
）

（
11
）　
『
花
鳥
風
月
』
本
文
は
『
室
町
時
代
物
語
大
成
三
』（
横
山
重
・
松

本
隆
信
編
、
角
川
書
店
、
一
八
七
五
年
）
所
収
慶
長
元
和
頃
古
活
字
版

に
よ
る
。
た
だ
し
、
読
み
や
す
さ
に
配
慮
し
、
平
仮
名
を
適
宜
漢
字
に

改
め
、
句
読
点
の
位
置
を
変
更
し
た
。

（
12
）　
『
対
訳
西
鶴
全
集
三　

好
色
五
人
女
・
好
色
一
代
女
』（
麻
生
磯
次
・

富
士
昭
雄
訳
注
、一
九
七
四
年
、明
治
書
院
）「
好
色
一
代
女
」
後
注
他
。

（
13
）
巻
三
の
三
で
一
代
女
は
真
っ
当
な
尼
で
な
く
、「
歌
比
丘
尼
（
売
色

稼
業
の
尼
）」
と
な
る
。
巻
三
の
二
の
最
後
に
配
さ
れ
た
「
出
家
に
も

成
程
の
お
も
ひ
」
は
次
章
を
一
層
面
白
く
読
ま
せ
る
た
め
の
仕
掛
け
と

し
て
も
機
能
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

（
14
）　

物
の
怪
の
出
現
後
、
源
氏
は
紫
上
の
意
思
を
汲
ん
で
頭
頂
の
毛
を

「
し
る
し
ば
か
り
」
切
ら
せ
る
が
、
そ
こ
で
も
五
戒
（
在
家
信
者
が
守

る
戒
律
）
の
み
し
か
受
け
さ
せ
な
か
っ
た
。

（
15
）　

矢
野
公
和
「
懺
悔
と
し
て
の
身
の
上
咄
―
―
『
好
色
一
代
女
』
論

―
―
」（「
共
立
女
子
短
期
大
学
文
科
紀
要
」
三
八
、
共
立
女
子
短
期
大

学
文
科
、
一
九
九
五
年
二
月
）

（
16
）　

長
谷
あ
ゆ
す
「『
好
色
一
代
女
』
巻
三
の
四
「
金
紙
匕
髻
結
」
考

―
―
西
鶴
の
『
源
氏
物
語
』
利
用
を
め
ぐ
っ
て
―
―
」（「
国
語
国
文
」

八
四
―
一
〇
、
京
都
大
学
文
学
部
国
語
学
国
文
学
研
究
室
、
二
〇
一
五

年
一
〇
月
、
臨
川
書
店
）

＊
作
品
・
資
料
の
引
用
に
際
し
て
は
清
濁
・
字
体
・
句
読
点
の
表
記
を
改

め
、
一
部
を
除
い
て
ル
ビ
を
省
略
し
た
。
ま
た
、
括
弧
類
を
補
い
、
括

弧
内
に
※
を
付
す
形
で
適
宜
文
脈
を
補
う
注
を
付
し
た
。
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