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『
源
氏
物
語
』
に
は
そ
の
特
異
な
表
現
性
を
支
え
る
べ
く
、多
種
多
様
な
引
用
が
張

り
巡
ら
さ
れ
て
い
る
。
神
話
や
物
語
、
あ
る
い
は
漢
詩
文
や
和
歌
と
い
っ
た
、
種
々

の
表
現
を
踏
ま
え
る
こ
と
で
、
豊
か
な
作
品
世
界
が
紡
ぎ
だ
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
周

知
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
以
下
は
『
源
氏
物
語
』
に
み
る
歌
謡
（
催
馬
楽
）
引
用
を
め

ぐ
る
、
さ
さ
や
か
な
覚
え
書
き
で
あ
る
。

『
源
氏
物
語
』
と
歌
謡
の
関
わ
り
の
深
さ
に
つ
い
て
は
、植
田
恭
代
氏
の
論
究
が
あ

る①
。
神
楽
歌
・
催
馬
楽
な
ど
の
宮
廷
歌
謡
が
、
い
か
に
『
源
氏
物
語
』
の
表
現
世
界

を
支
え
る
か
と
い
う
こ
と
が
、
同
書
に
お
い
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
ま

た
本
稿
で
取
り
上
げ
る
催
馬
楽
引
用
に
つ
い
て
植
田
氏
は
、
宇
治
十
帖
の
物
語
を
中

心
に
考
察
し
て
教
え
ら
れ
る
。
正
篇
に
お
け
る
引
用
と
い
う
こ
と
で
は
、
か
つ
て
わ

た
く
し
に
も
朝
顔
巻
・
薄
雲
巻
に
お
け
る
神
歌
（
神
楽
歌
・
催
馬
楽
）
の
問
題
を
考
察

し
た
こ
と
が
あ
る②
。
そ
こ
で
は
朝
顔
斎
院
・
六
条
御
息
所
・
源
典
侍
・
藤
壺
の
宮
の

物
語
に
み
る
、
神
歌
引
用
の
重
要
性
を
論
じ
た
。
ま
た
同
じ
く
正
篇
に
お
け
る
催
馬

楽
引
用
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
帚
木
巻
を
中
心
に
空
蝉
の
物
語
に
お
け
る
そ
の
意
味

を
問
う
て
み
た③
。
そ
の
過
程
で
、
催
馬
楽
「
我
家
」
の
引
用
が
、
中
の
品
の
女
・
空

蝉
と
光
源
氏
の
性
愛
関
係
を
導
き
出
す
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

さ
ら
に
正
篇
に
み
る
催
馬
楽
引
用
と
し
て
気
に
な
る
の
は
、
夕
霧
と
雲
居
雁
の
物

語
に
お
け
る
そ
れ
で
あ
る
。
夕
霧
・
雲
居
雁
は
筒
井
筒
の
恋
に
互
い
に
心
を
尽
く
し

な
が
ら
、
父
親
た
ち
（
光
源
氏
と
頭
中
将
）
の
ラ
イ
バ
ル
関
係
の
あ
お
り
で
長
ら
く
引

き
裂
か
れ
る
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。
そ
し
て
よ
う
や
く
藤
裏
葉
巻
に
お
い
て
、

め
で
た
く
結
婚
に
漕
ぎ
着
け
る
。
そ
の
婚
儀
の
宴
に
当
た
る
部
分
。
夕
霧
が
内
大
臣

（
頭
中
将
）
邸
の
藤
の
宴
に
招
か
れ
、
一
連
の
流
れ
の
な
か
で
雲
居
雁
と
の
結
婚
へ
と

誘
わ
れ
て
い
こ
う
と
す
る
く
だ
り
で
あ
る
。

御
時
よ
く
さ
う
ど
き
て
、「
藤
の
裏
葉
の
」
と
う
ち
誦
じ
た
ま
へ
る
、
御
気
色
を

賜
は
り
て
、
頭
中
将
、
花
の
色
濃
く
こ
と
に
房
長
き
を
折
り
て
、
客
人
の
御
盃

に
加
ふ
。
取
り
て
も
て
悩
む
に
、
大
臣
、

　
　

紫
に
か
ご
と
は
か
け
む
藤
の
花
に
松
よ
り
す
ぎ
て
う
れ
た
け
れ
ど
も

宰
相
盃
を
持
ち
な
が
ら
、
気
色
ば
か
り
拝
し
た
て
ま
つ
り
た
ま
へ
る
さ
ま
、
い

と
よ
し
あ
り
。

　
　

  

い
く
か
へ
り
露
け
き
春
を
す
ぐ
し
き
て
花
の
ひ
も
と
く
を
り
に
あ
ふ
ら
ん

頭
中
将
に
賜
へ
ば
、

　
　

た
を
や
め
の
袖
に
ま
が
へ
る
藤
の
花
見
る
人
か
ら
や
色
も
ま
さ
ら
む

次
々
順
流
る
め
れ
ど
、
酔
の
紛
れ
に
は
か
ば
か
し
か
ら
で
、
こ
れ
よ
り
ま
さ
ら

ず
。

 

（
日
本
古
典
文
学
全
集
に
よ
り
、
一
部
表
記
を
改
め
た
と
こ
ろ
が
あ
る
。
以
下
同
じ
）

咲
き
誇
る
藤
の
花
、
巡
る
順
の
盃
、
唱
和
さ
れ
る
藤
花
の
歌

―
こ
の
場
面
は
、
雅

で
華
麗
な
宴
の
典
型
の
ご
と
く
に
描
写
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
実
は
、
夕
霧
の
物

語
に
お
い
て
、
か
く
も
晴
れ
や
か
な
慶
賀
の
場
面
は
初
め
て
な
の
で
あ
っ
た
。
そ
の

こ
と
に
つ
い
て
は
、
か
つ
て
賀
歌
・
盃
酌
歌
の
あ
り
か
た
か
ら
論
じ
た
こ
と
が
あ
る④
。

元
服
の
儀
に
お
い
て
も
盃
酌
歌
の
こ
と
が
語
ら
れ
な
い
ば
か
り
か
、
こ
の
藤
裏
葉
巻
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の
大
団
円
に
至
る
ま
で
、
夕
霧
は
賀
＝
慶
祝
の
場
か
ら
遠
ざ
け
ら
れ
て
き
た
の
で

あ
っ
た
。
内
大
臣
が
誦
ん
じ
、
巻
名
の
元
と
も
な
っ
た
「
藤
の
裏
葉
」
は
、
知
ら
れ

る
と
お
り
、

春
日
さ
す
藤
の
裏
葉
の
う
ら
と
け
て
君
し
思
は
ば
我
も
頼
ま
ん

（『
後
撰
和
歌
集
』
春
下　

読
人
し
ら
ず
）

に
拠
る
。「
う
ら
と
け
て
」

―
わ
だ
か
ま
っ
て
い
た
心
も
溶
け
て
、貴
方
が
望
む
の

な
ら
わ
た
く
し
も
貴
方
を
婿
と
し
て
頼
り
に
し
ま
し
ょ
う
、
と
の
和
解
の
気
持
ち
を

籠
め
た
言
葉
で
あ
っ
た
の
だ
。
そ
し
て
、夕
霧
の
盃
に
内
大
臣
が
挿
し
た
藤
の
花
は
、

ま
さ
に
娘
・
雲
居
雁
を
象
徴
す
る
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
。

こ
の
大
団
円
に
お
い
て
、
催
馬
楽
引
用
が
花
を
添
え
る
。
前
掲
の
植
田
氏
も
宇
治

十
帖
の
浮
舟
・
匂
宮
の
物
語
に
関
す
る
論
述
の
な
か
で
言
及
す
る
と
お
り
、
藤
裏
葉

巻
で
夕
霧
・
雲
居
雁
が
結
婚
す
る
く
だ
り
に
催
馬
楽
「
葦
垣
」「
河
口
」
の
引
用
が
見

ら
れ
る⑤
。

七
日
の
夕
月
夜
、
影
ほ
の
か
な
る
に
、
池
の
鏡
の
ど
か
に
澄
み
わ
た
れ
り
。
げ

に
、
ま
だ
ほ
の
か
な
る
こ
ず
え
ど
も
の
さ
う
ざ
う
し
き
こ
ろ
な
る
に
、
い
た
う

け
し
き
ば
み
横
た
は
れ
る
松
の
、
木
高
き
ほ
ど
に
は
あ
ら
ぬ
に
、
か
か
れ
る
花

の
さ
ま
、
世
の
常
な
ら
ず
お
も
し
ろ
し
。
例
の
弁
少
将
、
声
い
と
な
つ
か
し
く

て
、
葦
垣
を
う
た
ふ
。
大
臣
、「
い
と
け
や
け
う
も
仕
う
ま
つ
る
か
な
」
と
う
ち

乱
れ
た
ま
ひ
て
、「
年
経
に
け
る
こ
の
家
の
」
と
う
ち
加
へ
た
ま
へ
る
、
御
声
い

と
お
も
し
ろ
し
。
を
か
し
き
ほ
ど
に
み
だ
り
が
は
し
き
御
遊
び
に
て
、
も
の
思

ひ
残
ら
ず
な
り
ぬ
め
り
。　

松
に
懸
る
、藤
の
花
。
藤
裏
葉
巻
の
源
氏
絵
で
も
、こ
の
藤
懸
り
の
松
が
必
ず
と
い
っ

て
よ
い
ほ
ど
描
か
れ
る
と
お
り
、
印
象
的
な
シ
ー
ン
で
あ
る
。
内
大
臣
の
子
息
の
弁

少
将
が
美
声
で
歌
う
歌
謡
「
葦
垣
」。
そ
の
声
に
和
す
内
大
臣
の
発
声
は
、夕
霧
と
の

長
年
の
わ
だ
か
ま
り
を
解
き
、
い
つ
き
娘
の
雲
居
雁
に
婿
に
迎
え
よ
う
と
の
意
思
表

示
で
も
あ
っ
た
。
宴
も
最
高
潮
に
達
し
、「
み
だ
り
が
は
し
き
」
ま
で
の
管
弦
の
遊
び

に
、「
も
の
思
ひ
残
ら
ず
」

―
長
年
の
わ
だ
か
ま
り
も
、
す
っ
か
り
溶
け
た
こ
と
で

あ
ろ
う
、
と
。
ま
こ
と
に
め
で
た
い
結
婚
の
宴
と
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

ち
な
み
に
「
年
経
に
け
る
こ
の
家
の
」
と
は
、
次
の
催
馬
楽
「
葦
垣
」
の
一
節
に

よ
る
も
の
。

葦
垣
葦
垣　

真
垣
か
き
分
け　

て
ふ
越
す
と　

負
ひ
越
す
と　

誰　

て
ふ
越
す

と　

誰
か　

誰
か　

こ
の
事
を　

親
に
ま
う
よ
こ
し
し　

と
ど
ろ
け
る　

こ
の

家　

こ
の
家
の　

弟
嫁　

親
に　

ま
う
よ
こ
し
け
ら
し
も　

天
地
の　

神
も　

神
も　

証
し
た
べ　

我
は
ま
う
よ
こ
し
申
さ
ず　

菅
の
根
の　

す
が
な　

す
が

な
き
事
を　

我
は
聞
く　

我
は
聞
く
か
な

「
真
垣
か
き
分
け
」「
負
ひ
越
す
」
の
は
、
も
ち
ろ
ん
男

―
葦
垣
を
か
き
分
け
て
、

男
が
女
を
背
負
っ
て
連
れ
出
そ
う
と
す
る
の
を
、
誰
が
親
に
告
げ
口
し
た
の
だ
ろ
う

…
…
弁
少
将
の
歌
う
「
葦
垣
」
は
、夕
霧
の
耳
に
い
さ
さ
か
痛
い
と
こ
ろ
で
も
あ
る
。

親
の
反
対
に
会
い
な
が
ら
、
垣
根
を
越
え
て
女
を
連
れ
出
し
た
男

―
ま
さ
し
く
そ

れ
は
、
夕
霧
自
身
に
他
な
ら
な
い
か
ら
だ
。
そ
こ
で
「
い
と
け
や
け
う
も
仕
う
ま
つ

る
か
な
（
妙
な
歌
を
口
に
す
る
も
の
だ
な
）」
と
口
を
は
さ
ん
だ
内
大
臣
が
そ
の
歌
を
引

き
取
り
、
右
の
歌
詞
の
「
と
ど
ろ
け
る
、
こ
の
家
の
」
を
「
年
経
に
け
る
こ
の
家
の
」

と
替
え
て
歌
い
加
え
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
一
場
を
う
ま
く
収
め
た
格
好
と
な
っ
た

の
で
あ
っ
た
。
内
大
臣
家
は
そ
れ
こ
そ
経
年
の
高
家
に
違
い
な
い
。
さ
ら
に
言
え
ば
、

夕
霧
・
雲
居
雁
の
筒
井
筒
の
恋
こ
そ
、
内
大
臣
の
反
対
を
も
の
と
も
せ
ず
、「
年
経
に

け
る
」
ま
で
の
曲
折
に
耐
え
た
の
だ
。

や
が
て
宴
の
場
か
ら
雲
居
雁
の
寝
所
ま
で
、
内
大
臣
の
嫡
男
・
柏
木
に
導
か
れ
る

夕
霧
。
そ
の
折
の
、
夕
霧
と
内
大
臣
の
や
り
と
り
の
呼
吸
は
絶
妙
だ
。

や
う
や
う
夜
更
け
ゆ
く
ほ
ど
に
、
い
た
う
そ
ら
悩
み
し
て
、「
乱
り
心
地
い
と
た

へ
が
た
う
て
、
ま
か
で
ん
空
も
ほ
と
ほ
と
し
う
こ
そ
は
べ
り
ぬ
べ
け
れ
。
宿
直

所
ゆ
づ
り
た
ま
ひ
て
ん
や
」
と
、
中
将
に
愁
へ
た
ま
ふ
。
大
臣
、「
朝
臣
や
、
御

休
み
所
も
と
め
よ
。
翁
い
た
う
酔
ひ
す
す
み
て
無
礼
な
れ
ば
、ま
か
り
入
り
ぬ
」
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と
言
ひ
捨
て
て
入
り
た
ま
ひ
ぬ
。

「
そ
ら
悩
み
」

―
悪
酔
い
の
ふ
り
を
す
る
夕
霧
が
、「
乱
り
心
地
」
を
口
実
に
「
宿

直
所
」
を
と
柏
木
に
求
め
る
。
そ
れ
を
受
け
て
内
大
臣
は
柏
木
に
「
御
休
み
所
」
を

ご
案
内
せ
よ
と
命
じ
た
上
で
、「
翁
（
自
称
）」
は
「
酔
ひ
す
す
み
て
無
礼
」
ゆ
え
に
失

礼
す
る
、と
奥
に
引
っ
込
む
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
物
言
い
に
つ
い
て
「
言
ひ
捨
て
て
」

と
形
容
さ
れ
る
と
こ
ろ
は
、
内
大
臣
の
せ
め
て
も
の
矜
持
を
示
す
も
の
だ
ろ
う
か
。

か
く
し
て
「
宿
直
所
」
を
求
め
た
夕
霧
は
、
内
大
臣
の
御
墨
付
を
得
る
形
で
、「
御

休
み
所
」
へ
と
導
か
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
わ
け
だ
。
も
ち
ろ
ん
そ
こ
に
は
、
い
と
し

い
雲
居
雁
が
待
っ
て
い
る
は
ず
。

中
将
、「
花
の
蔭
の
旅
寝
よ
。
い
か
に
ぞ
や
、
苦
し
き
導
き
に
ぞ
は
べ
る
や
」
と

言
へ
ば
、「
松
に
契
れ
る
は
、
あ
だ
な
る
花
か
は
。
ゆ
ゆ
し
や
」
と
言
へ
ば
、

…
…

夕
霧
に
と
っ
て
は
こ
れ
以
上
な
い
上
首
尾
だ
が
、
案
内
役
を
命
ぜ
ら
れ
た
親
友
の
柏

木
と
し
て
は
、一
言
言
い
た
く
な
る
と
い
う
も
の
。「
花
の
蔭
の
旅
寝
」
で
あ
る
と
す

れ
ば
ど
う
し
ま
し
ょ
う

―
か
り
そ
め
の
契
り
で
あ
る
な
ら
、
妹
の
た
め
に
遺
憾
な

こ
と

―
と
間
接
的
に
釘
を
刺
す
の
で
あ
っ
た
。
対
す
る
夕
霧
は
、「
松
に
契
れ
る
」

永
遠
の
契
り
で
あ
り
、
浮
気
な
「
あ
だ
な
る
花
」
な
ど
で
は
あ
る
は
ず
が
な
い
と
言

い
返
す
。「
ゆ
ゆ
し
や
」

―
不
吉
な
こ
と
を
お
っ
し
ゃ
い
ま
す
な
と
の
付
け
加
え

は
、
今
め
で
た
く
迎
え
よ
う
と
す
る
初
夜
を
、
自
ら
寿
ぐ
意
味
も
あ
る
だ
ろ
う
。
藤

花
と
松
を
め
ぐ
る
応
酬
が
、
宴
の
場
か
ら
の
一
連
の
流
れ
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
こ

と
は
言
う
ま
で
も
な
か
ろ
う
。

そ
し
て
つ
い
に
、
内
大
臣
に
許
さ
れ
た
藤
の
花

―
雲
居
雁
と
の
対
面
の
時
を
迎

え
る
。
夢
か
と
思
う
ま
で
に
心
躍
ら
せ
る
夕
霧
は
、先
の
弁
少
将
の
歌
っ
た
「
葦
垣
」

に
か
こ
つ
け
て
、
新
妻
に
戯
れ
か
か
る
の
で
あ
っ
た
。

「
少
将
の
進
み
出
し
つ
る
葦
垣
の
お
も
む
き
は
、耳
と
ど
め
た
ま
ひ
つ
や
。
い
た

き
主
か
な
な
。『
河
口
の
』
と
こ
そ
、さ
し
答
へ
ま
ほ
し
か
り
つ
れ
」
と
の
た
ま

へ
ば
、
女
い
と
聞
き
ぐ
る
し
と
思
し
て
、

　
　

あ
さ
き
名
を
い
ひ
流
し
け
る
河
口
は
い
か
が
も
ら
し
し
関
の
あ
ら
が
き
あ

さ
ま
し
」
と
の
た
ま
ふ
さ
ま
、
い
と
児
め
き
た
り
。
す
こ
し
う
ち
笑
ひ
て
、

　
　

も
り
に
け
る
く
き
だ
の
関
を
河
口
の
あ
さ
き
に
の
み
は
お
ほ
せ
ざ
ら
な
ん

年
月
の
つ
も
り
も
、
い
と
わ
り
な
く
て
悩
ま
し
き
に
、
も
の
も
お
ぼ
え
ず
」
と
、

酔
に
か
こ
ち
て
苦
し
げ
に
も
て
な
し
て
、
明
く
る
も
知
ら
ず
顔
な
り
。
人
々
聴

こ
え
わ
づ
ら
ふ
を
、
大
臣
、「
し
た
り
顔
な
る
朝
寝
か
な
」
と
と
が
め
た
ま
ふ
。

さ
れ
ど
明
か
し
は
て
で
ぞ
出
で
た
ま
ふ
。
ね
く
た
れ
の
御
朝
顔
見
る
か
ひ
あ
り

か
し
。

試
練
を
経
て
内
大
臣
公
認
の
契
り
を
交
わ
す
喜
び
に
満
ち
溢
れ
た
、
二
人
の
戯
れ
は

実
に
微
笑
ま
し
い
。「
葦
垣
」
を
歌
っ
た
弁
少
将
へ
の
恨
み
言
も
、ほ
ん
の
軽
口
の
風

情
だ
。
そ
れ
が
証
拠
に
、夕
霧
の
言
葉
を
つ
い
て
出
た
の
は
、こ
れ
ま
た
催
馬
楽
「
河

口
」
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

河
口
の　

関
の
荒
垣
や　

関
の
荒
垣
や　

守
れ
ど
も　

は
れ　

守
れ
ど
も　

出

で
て
我
寝
ぬ
や　

出
で
て
我
寝
ぬ
や　

関
の
荒
垣

河
口
の
関
守
が
い
た
け
れ
ど
も
、
荒
垣
を
出
て
、「
我
」
は
恋
人
と
寝
て
し
ま
っ
た

―
こ
の
「
我
」
は
男
性
な
の
か
女
性
な
の
か
、
両
説
あ
る
が
、
前
掲
植
田
書
で
は

習
俗
的
な
観
点
か
ら
男
性
の
可
能
性
が
高
い
と
す
る⑥
。
た
だ
、
関
の
荒
垣
を
「
出
で

て
我
寝
ぬ
」
と
あ
る
点
で
、女
性
説
に
も
一
理
あ
る
だ
ろ
う
。
先
に
引
用
さ
れ
た
「
葦

垣
」
は
、
女
を
背
負
っ
て
垣
を
「
越
す
」
男
の
歌
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、
こ

の
「
河
口｣

の
ほ
う
は
垣
を｢

出
で｣

て
男
と｢

寝｣

て
し
ま
っ
た
女
を
歌
う
も
の

と
考
え
ら
れ
な
い
か
。
雲
居
雁
が
こ
れ
を
聞
き
苦
し
く
思
っ
て
、
誰
が
そ
れ
を
漏
ら

し
た
の
か
と
の
歌
を
詠
む
の
も
、自
ら
が
女
性
の
立
場
で
主
体
的
に
関
を
「
出
で
て
」

共
寝
し
た
と
い
う
文
脈
を
下
敷
き
に
す
る
ほ
う
が
、
よ
り
馴
染
む
よ
う
に
も
思
わ
れ

る
。
雲
居
雁
の
歌
は
、「
河
口
は
い
か
が
も
ら
し
し
（
河
口
の
関
を
超
え
た
と
い
う
、
浅

は
か
な
噂
を
誰
が
も
ら
し
た
の
か
し
ら
）」
と
い
う
も
の
。
拗
ね
て
み
せ
る
新
妻
に
対
し
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て
、夕
霧
は
「
河
口
の
あ
さ
き
（
わ
た
く
し
の
口
の
軽
さ
）」
に
の
み
責
任
転
嫁
し
な
い

で
ほ
し
い
と
や
り
返
す
。
こ
こ
に
も
、私
と
（
自
発
的
に
）
共
寝
し
た
貴
女
に
も
責
任

が
あ
る
、
と
の
含
意
を
読
み
取
る
ほ
う
が
、
よ
り
分
か
り
や
す
い
だ
ろ
う
。
そ
う
い

え
ば
そ
の
昔
、
二
人
は
幼
い
な
が
ら
相
思
相
愛
の
仲
に
あ
っ
た
よ
う
に
語
ら
れ
て
い

た
こ
と
も
想
起
さ
れ
よ
う
（
そ
れ
ゆ
え
余
計
に
内
大
臣
の
怒
り
を
買
っ
て
し
ま
っ
た
の
で

あ
っ
た
）。

い
ず
れ
に
せ
よ
催
馬
楽
「
葦
垣
」「
河
口
」
の
引
用
が
、親
に
反
対
さ
れ
な
が
ら
通

じ
て
し
ま
う
男
女
の
性
愛
の
機
微
を
浮
き
彫
り
に
す
る
こ
と
に
は
変
わ
り
な
か
ろ

う
。
読
み
よ
う
に
よ
っ
て
は
際
ど
く
も
あ
る
痴
話
的
な
や
り
と
り
と
と
も
に
、
新
婚

初
夜
を
送
っ
た
二
人
。
忍
従
の
果
て
に
よ
う
や
く
内
大
臣
の
許
し
を
得
た
こ
の
日
、

夜
が
明
け
る
の
も
知
ら
ず
顔
で
あ
っ
た
と
い
う
の
も
無
理
か
ら
ぬ
こ
と
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
に
内
大
臣
は
「
し
た
り
顔
な
る
朝
寝
か
な
」
と
苦
り
き
る
。
し
か
し
、
内
大
臣

の
強
硬
な
反
対
に
も
心
変
わ
り
す
る
こ
と
な
く
、
つ
い
に
佳
き
日
を
迎
え
た
二
人
の

こ
と
。
そ
う
そ
う
簡
単
に
は
離
れ
が
た
い
の
も
道
理
と
言
え
よ
う
。
筒
井
筒
の
恋
に

始
ま
っ
た
夕
霧
・
雲
居
雁
の
物
語
。
時
を
経
て
、
こ
う
し
て
二
人
は
一
対
の
男
女
と

し
て
、
親
公
認
の
契
り
を
交
わ
し
え
た
の
で
あ
っ
た
。

晴
れ
や
か
な
藤
花
の
宴
か
ら
、
藤
花
＝
雲
居
雁
と
の
初
夜
へ

―
藤
裏
葉
巻
の
一

連
の
描
写
は
、
見
事
な
ま
で
の
展
開
を
見
せ
た
。
藤
花
を
め
ぐ
る
盃
酌
歌
に
彩
ら
れ

た
賀
宴
。
そ
こ
か
ら
一
転
し
て
、「
宿
直
所
」「
御
休
み
所
」
で
の
新
婚
夫
婦
の
痴
話

的
な
や
り
と
り
が
、催
馬
楽
「
葦
垣
」「
河
口
」
の
性
愛
的
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
漂
わ
せ

つ
つ
な
さ
れ
る
。
こ
こ
に
見
た
催
馬
楽
引
用
は
、
長
い
冬
を
耐
え
た
二
人
を
讃
え
、

寿
ぐ
た
め
の
洒
落
た
趣
向
で
あ
っ
た
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

実
は
、
こ
の
大
団
円
に
み
る
催
馬
楽
引
用
に
先
駆
け
る
表
現
が
、
夕
霧
・
雲
居
雁

の
物
語
の
も
っ
と
早
い
時
点
に
お
い
て
も
見
出
せ
る
の
で
あ
る
。
い
ま
だ
夕
霧
と
雲

井
雁
の
恋
が
暗
礁
に
乗
り
上
げ
て
い
た
、常
夏
巻
で
の
こ
と
だ
。
当
該
箇
所
は
玉
鬘
・

光
源
氏
の
物
語
が
軸
に
な
る
と
こ
ろ
で
あ
る
の
で
、
こ
と
は
夕
霧
・
雲
居
雁
の
問
題

に
留
ま
ら
な
い
。
同
時
に
『
源
氏
物
語
』
に
お
け
る
催
馬
楽
引
用
の
全
体
を
捉
え
な

お
す
こ
と
も
必
要
に
な
ろ
う
か
と
思
う
。
稿
を
あ
ら
た
め
て
、
じ
っ
く
り
と
考
え
て

い
く
必
要
を
感
じ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る⑦
。

『
源
氏
物
語
』
に
お
け
る
神
歌
（
催
馬
楽
・
神
楽
歌
）
引
用
の
重
要
性
に
つ
い
て
は
、

さ
ら
に
多
角
的
に
掘
り
下
げ
る
余
地
が
あ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
こ
と
を
通
じ

て
、『
源
氏
物
語
』
の
表
現
性
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
、
も
と
よ
り
大
切
な
の
は
言

う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。
お
お
か
た
の
ご
教
示
を
賜
り
た
い
。

注①　
植
田
恭
代
『
源
氏
物
語
の
宮
廷
文
化　

後
宮
・
雅
楽
・
物
語
世
界
』
笠
間
書
院
、

二
〇
〇
九
年
。
小
文
は
同
書
に
多
く
導
か
れ
た
。

②　

小
嶋
菜
温
子
「
神
歌
の
ち
か
ら
」『
源
氏
物
語
批
評
』
有
精
堂
、
一
九
九
五
。
同

「〈
老
い
〉
の
身
体
と
性

―
源
典
侍
と
神
楽
歌
・
再
説
」『
源
氏
物
語
の
性
と
生
誕　

王
朝
文
化
史
論
』
立
教
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
四
年
。

③　

小
嶋
菜
温
子
「〈
空
白
の
身
体
〉

―
空
蝉
と
光
源
氏
に
み
る
催
馬
楽
・
風
俗
歌
」

『
源
氏
物
語
の
性
と
生
誕　

王
朝
文
化
史
論
』（
②
に
同
じ
）。

④　

小
嶋
菜
温
子
「
賀
歌

―
盃
酌
歌
と
賀
の
時
空
」『
源
氏
物
語
と
和
歌
を
学
ぶ
人
の

た
め
に
』
加
藤
睦
・
小
嶋
菜
温
子
編
、
世
界
思
想
社
、
二
〇
〇
七
年
。

⑤　

前
掲
植
田
書
（
①
）。

⑥　

前
掲
植
田
書
（
①
）。

⑦　

小
嶋
菜
温
子｢

『
源
氏
物
語
』
と
催
馬
楽
―
ハ
レ
の
時
空
か
ら
性
愛
・
結
婚
ま
で｣

『
王
朝
び
と
の
生
活
誌
―
『
源
氏
物
語
』
の
時
代
と
心
性
』
小
嶋
菜
温
子
・
倉
田
実
・

服
藤
早
苗
編
、
森
話
社
、
二
〇
一
三
年
。

付
記
：
中
西
健
治
先
生
に
は
、
中
古
文
学
会
大
会
（
二
〇
一
〇
年
度
秋
季
大
会
）
の
会
場

校
を
立
命
館
大
学
で
お
引
き
受
け
い
た
だ
き
、多
大
な
ご
尽
力
を
賜
り
ま
し
た
。
先
生

の
記
念
御
論
集
に
拙
文
を
寄
せ
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
こ
と
も
合
わ
せ
ま
し
て
、深
甚

よ
り
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

（
立
教
大
学
教
授
）


