
1 源氏物語における絃楽器のジェンダー

西
洋
音
楽
に
使
わ
れ
る
楽
器
と
ジ
ェ
ン
ダ
ー
に
関
す
る
研
究
は
、
す
で
に
欧

米
に
お
い
て
進
め
ら
れ
て
い
て
、
男
性
／
女
性
向
け
の
楽
器
や
、
男
性
／
女
性

ら
し
い
楽
器
に
分
か
れ
る
。
平
安
時
代
に
も
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
概
念
が
あ
り
（
千

野
香
織
氏
の
説
）、
源
氏
物
語
に
描
か
れ
た
絃
楽
器
に
も
ジ
ェ
ン
ダ
ー
が
見
ら

れ
る
か
考
察
す
る
。

当
時
の
絃
楽
器
に
は
和
琴
・
箏
の
琴
・
琵
琶
・
琴き
ん

の
琴こ
と

の
四
種
類
が
あ
り
、
こ

の
う
ち
和
琴
だ
け
が
日
本
原
産
で
、
ほ
か
の
三
種
は
外
来
で
あ
る
。
千
野
氏
の

論
に
よ
る
と
、
中
国
は
男
性
性
―
日
本
は
女
性
性
に
分
け
ら
れ
る
の
で
、
日
本

産
の
和
琴
は
女
性
性
の
楽
器
と
仮
定
で
き
る

ま
た
、
和
琴
は
東あ
づ
ま
ご
と琴と
も
呼
ば
れ
、
東
国
は
都
よ
り
下
に
見
な
さ
れ
て
い
た
。

よ
っ
て
和
琴
に
は
、
女
性
性
と
下
位
の
要
素
が
共
存
し
て
い
る
。
こ
れ
は
上
位

の
中
国
は
男
性
性
、
下
位
の
日
本
は
女
性
性
と
説
く
千
野
説
に
も
合
う
。

次
に
箏
の
琴
は
、
源
氏
物
語
で
は
「
あ
や
し
う
昔
よ
り
箏
は
女
な
ん
弾
き
と

る
物
な
り
け
り
。」（
明
石
の
巻
）
と
あ
り
、
女
性
向
き
の
楽
器
と
捉
え
ら
れ
て

い
た
。

逆
に
琵
琶
は
、「
琵
琶
こ
そ
、
女
の
し
た
る
に
憎
き
や
う
な
れ
ど
、」（
少
女

の
巻
）
に
よ
り
、
女
性
に
は
似
合
わ
な
い
、
と
見
な
さ
れ
て
い
た
。
最
後
に
琴き
ん

の
琴こ
と

は
、
中
国
で
は
君
子
の
嗜
む
楽
器
と
し
て
尊
ば
れ
て
い
た
。

以
上
に
よ
り
、
琴き
ん

の
琴こ
と

と
琵
琶
は
男
性
性
、
箏
の
琴
と
和
琴
は
女
性
性
の
楽

器
と
定
義
さ
れ
、
そ
れ
に
よ
り
物
語
の
新
た
な
読
み
が
拓
か
れ
る
の
で
あ
る
。

は
じ
め
に

西
洋
音
楽
に
使
わ
れ
る
楽
器
と
ジ
ェ
ン
ダ
ー
に
関
す
る
研
究
は
、
す
で

に
欧
米
に
お
い
て
進
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
研
究
成
果
を
簡
潔
に
ま
と
め

た
武
知
優
子
氏
の
文
章
を
引
用
す
る
。

音
楽
教
育
と
ジ
ェ
ン
ダ
ー
に
関
す
る
研
究
は
主
に
欧
米
に
お
い
て
お

こ
な
わ
れ
て
お
り
、
音
楽
活
動
や
、
特
定
の
楽
器
に
対
す
る
好
み
や

関
わ
り
が
男
女
で
異
な
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。（
中
略
）男
女
で

人
気
の
あ
る
楽
器
は
異
な
っ
て
い
る
（e.g., A

beles &
 P

orter, 

1978; D
elzell &

 L
eppla, 1992

）。
さ
ら
に
、
こ
う
し
た
楽
器
に
対

す
る
好
み
は
、「
男
の
子
（
女
の
子
）
向
き
」「
女
ら
し
い
（
男
ら
し

い
）」「
男
の
子
（
女
の
子
）
が
弾
く
べ
き
で
は
な
い
」
と
い
っ
た
質

（
1
）

源
氏
物
語
に
お
け
る
絃
楽
器
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー

│  

男
性
性
の
楽
器
と
女
性
性
の
楽
器  

│

岩　

坪　
　
　

健
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問
に
対
す
る
回
答
と
も
ほ
ぼ
一
致
し
て
お
り
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
と
楽
器

を
関
連
づ
け
た
認
識
が
影
響
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る

（A
beles &

 P
orter, 1978; D

elzell &
 L

eppla, 1992; H
arrison

 

&
 O

’N
eill, 2002; O

’N
eill, 1997; O

’N
eill &

 B
ou

lton
, 1996

）。

こ
の
認
識
は
「
楽
器
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
・
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
」
と
呼
ば

れ
て
い
る
（O

’N
eill, 1997; Z

ervou
dakes &

 T
an

u
r, 1994

）。

平
安
時
代
に
も
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
概
念
が
あ
っ
た
こ
と
は
、
千
野
香
織
氏

が
指
摘
さ
れ
た
。た
と
え
ば
、王
朝
女
性
は
原
則
と
し
て
仮
名
し
か
使
わ
な

い
が
、
男
性
は
公
務
で
は
漢
字
、
和
歌
や
恋
文
を
書
く
と
き
は
仮
名
を
用

い
た
。
よ
っ
て
漢
字
を
意
味
す
る
「
男
文
字
」
の
「
男
」
と
、
仮
名
を
意

味
す
る
「
女
文
字
」
の
「
女
」
と
は
、
生
物
学
に
お
け
る
性
差
で
は
な
く
、

「
男
女
の
身
体
に
上
乗
せ
す
る
よ
う
に
設
定
さ
れ
た
、
社
会
的
・
歴
史
的
な
、

役
割
・
範
疇
」（
注
2
に
同
じ
）
で
あ
る
ジ
ェ
ン
ダ
ー
、
す
な
わ
ち
男
性
性

と
女
性
性
を
示
し
て
い
る
。

源
氏
物
語
に
は
様
々
な
楽
器
が
数
多
く
描
か
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
楽

器
に
ジ
ェ
ン
ダ
ー
が
見
ら
れ
る
か
ど
う
か
、
考
察
し
て
み
た
い
。
な
お
平

安
時
代
の
楽
器
も
絃
楽
器
・
管
楽
器
・
打
楽
器
の
三
種
類
に
分
け
ら
れ
る

が
、
本
稿
で
は
絃
楽
器
に
限
定
す
る
。
と
い
う
の
は
管
楽
器
も
打
楽
器
も

当
時
は
男
性
し
か
演
奏
せ
ず
、
男
性
専
用
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、
絃
楽

器
は
男
女
と
も
用
い
た
た
め
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
が
見
つ
か
る
可
能
性
が
あ
る

と
想
定
し
た
か
ら
で
あ
る
。

一　

和
琴
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー

平
安
時
代
の
絃
楽
器
を
絃
の
数
が
少
な
い
順
に
列
挙
す
る
と
、琵
琶（
四

本
）・
和
琴
（
六
本
）・
琴き

ん

の
琴こ

と

（
七
本
）・
箏
の
琴
（
十
三
本
）
の
四
種
類

で
あ
る
。
こ
の
な
か
で
和
琴
だ
け
が
日
本
原
産
で
、
ほ
か
の
三
種
は
外
来

で
あ
る
。
そ
れ
は
そ
の
名
称
か
ら
も
窺
え
、
和
琴
ま
た
は
倭
琴
の
「
和
」

「
倭
」
や
、別
称
で
あ
る
大
和
琴
の
「
大
和
」
は
日
本
を
意
味
す
る
。
千
野

氏
の
論
に
よ
る
と
、
中
国
は
男
性
性
―
日
本
は
女
性
性
に
分
け
ら
れ
る
の

で
、
日
本
産
の
和
琴
は
女
性
性
の
楽
器
と
仮
定
で
き
る
が
、
そ
の
判
断
の

是
非
を
以
下
、
源
氏
物
語
に
お
い
て
検
証
す
る
。

ま
ず
、
薫
が
浮
舟
に
向
か
っ
て
言
っ
た
セ
リ
フ
を
取
り
あ
げ
る
。

こ
れ
は
す
こ
し
、
ほ
の
め
か
い
た
ま
ひ
た
り
や
。
あ
は
れ
、
わ
が
つ

ま
と
い
ふ
琴こ
と

は
、さ
り
と
も
手
な
ら
し
た
ま
ひ
け
ん
。（
東
屋
、一
〇
〇

頁
）

「
わ
が
つ
ま
と
い
ふ
琴
」
と
は
、「
我
が
妻
」
↓
「
吾あ

が
妻
」
↓
「
あ
づ
ま
」、

す
な
わ
ち
和
琴
の
別
名
で
あ
る
東あ

づ
ま
ご
と琴を

示
す
。
こ
の
「
我
が
妻
」
と
い
う

呼
称
か
ら
し
て
、こ
の
楽
器
が
女
性
性
で
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
よ
う
。源

氏
物
語
に
は
和
琴
を
意
味
す
る
「
あ
づ
ま
」
の
用
例
は
他
に
も
あ
る
が
、

「
わ
が
つ
ま
と
い
ふ
琴
」と
称
し
た
例
は
こ
の
一
例
し
か
な
い
。
こ
の
よ
う

に
薫
が
持
っ
て
回
っ
た
言
い
方
を
し
た
の
は
、「
あ
づ
ま
」
に
は
東
国
と
い

う
意
味
も
あ
る
の
で
、
東
国
育
ち
の
浮
舟
に
対
し
て
、「
あ
づ
ま
」
で
育
っ

（
2
）

（
3
）
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た
の
だ
か
ら
「
あ
づ
ま
」
は
弾
け
る
だ
ろ
う
、
と
問
い
か
け
た
の
で
あ
る
。

都
人
は
東
国
を
蔑
ん
で
お
り
、そ
れ
は
薫
の
セ
リ
フ
の
一
節
「
さ
り
と
も
」

に
も
表
わ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
和
琴
を
「
あ
づ
ま
」
と
は
呼
ば
ず
、
ま
た

浮
舟
へ
の
親
し
み
も
こ
め
て
「
わ
が
つ
ま
と
い
ふ
琴
」
と
い
う
婉
曲
な
表

現
を
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
、
光
源
氏
が
和
琴
に
つ
い
て
玉
鬘
に
語
っ
た
会
話
の
な
か
に
も
、

「
広
く
異こ
と
く
に国

の
こ
と
を
知
ら
ぬ
女
の
た
め
」（
常
夏
、
二
三
〇
頁
）
に
作
ら

れ
た
楽
器
で
、「
あ
づ
ま
と
ぞ
名
も
立
ち
下く

だ

り
た
る
」（
常
夏
、
二
三
一
頁
）

と
評
し
て
い
る
。
よ
っ
て
「
あ
づ
ま
」
と
い
う
異
称
を
も
つ
和
琴
に
は
、女

性
性
と
下
位
の
要
素
が
共
存
し
て
い
る
。
こ
れ
は
上
位
の
中
国
は
男
性
性
、

下
位
の
日
本
は
女
性
性
と
説
く
千
野
説
に
も
合
う
。

そ
れ
は
音
楽
の
調
子
に
も
当
て
は
ま
る
。
雅
楽
の
音
階
に
は
呂
旋
と
律

旋
の
二
種
類
が
あ
り
、「
物
の
調
べ
、
曲ご
く

の
も
の
ど
も
は
し
も
、
げ
に
律り

ち

を

ば
次
の
も
の
に
し
た
る
は
、
さ
も
あ
り
か
し
。」（
若
菜
下
、
一
九
五
頁
）

と
、光
源
氏
が
夕
霧
に
話
し
た
よ
う
に
、当
時
は
呂
が
第
一
と
さ
れ
た
。
源

氏
物
語
に
は
「
律
」
の
用
例
は
七
例
あ
り
、
そ
の
う
ち
の
五
例
は
和
琴
に

使
わ
れ
、和
琴
は
律
旋
で
弾
く
の
が
通
常
で
あ
っ
た
ら
し
い
。
一
方
、「
呂
」

は
次
の
一
例
し
か
な
い
。

西
の
渡
殿
の
前
な
る
紅
梅
の
木
の
も
と
に
、
梅む
め

が
枝え

う
そ
ぶ
き
て
立

ち
寄
る
け
は
ひ
の
花
よ
り
も
し
る
く
さ
と
う
ち
匂
へ
れ
ば
、
妻
戸
お

し
開
け
て
、
人
々
あ
づ
ま
を
い
と
よ
く
搔か

き
合
は
せ
た
り
。
女
の
琴こ

と

に
て
、
呂り

ょ

の
歌
は
か
う
し
も
合
は
せ
ぬ
を
、
い
た
し
と
思
ひ
て
、
い

ま
一
返
り
を
り
返
し
う
た
ふ
を
、琵
琶
も
二に

な
く
い
ま
め
か
し
。（
竹

河
、
七
一
頁
）

玉
鬘
に
仕
え
て
い
る
女
房
た
ち
が
呂
の
調
子
で
奏
で
る
和
琴
を
、薫
が「
い

た
し
」（
た
い
し
た
も
の
だ
）
と
称
賛
し
て
い
る
。
普
段
は
律
で
弾
く
和
琴

を
呂
に
し
た
の
は
、
薫
が
口
ず
さ
ん
だ
催
馬
楽
「
梅
が
枝
」
が
呂
旋
だ
か

ら
で
あ
る
。
こ
れ
は
特
例
で
、
通
常
は
第
二
の
音
階
で
あ
る
律
で
演
奏
さ

れ
、
そ
れ
は
下
位
と
女
性
性
と
い
う
和
琴
の
性
質
に
合
う
。

だ
か
ら
と
い
っ
て
、
和
琴
は
他
の
楽
器
よ
り
劣
る
、
と
い
う
わ
け
で
は

な
い
。
も
う
一
度
、
光
源
氏
が
玉
鬘
に
語
っ
た
箇
所
を
取
り
あ
げ
る
。

こ
の
物
よ
、
さ
な
が
ら
多
く
の
遊
び
物
の
音ね

、
拍
子
を
と
と
の
へ
と

り
た
る
な
む
、
い
と
か
し
こ
き
。
大や

ま
と和

琴ご
と

と
は
か
な
く
見
せ
て
、
際き

は

も
な
く
し
お
き
た
る
こ
と
な
り
。
広
く
異こ

と
く
に国

の
こ
と
を
知
ら
ぬ
女
の

た
め
と
な
む
お
ぼ
ゆ
る
。（
常
夏
、
二
三
〇
頁
）

合
奏
す
る
際
、
和
琴
は
多
く
の
楽
器
の
音
色
や
拍
子
を
整
え
る
、
と
い
う

重
要
な
役
割
を
担
っ
て
い
る
。
ま
た
、
源
氏
が
引
き
続
き
、

あ
づ
ま
と
ぞ
名
も
立
ち
下く
だ

り
た
る
や
う
な
れ
ど
、
御ご

ぜ
ん前

の
御
遊
び
に

も
、
ま
づ
書

ふ
む
の
つ
か
さ

司
を
召
す
は
、
他ひ

と

の
国
は
知
ら
ず
、
こ
こ
に
は
こ
れ
を

物
の
親
と
し
た
る
に
こ
そ
あ
め
れ
。（
常
夏
、
二
三
一
頁
）

と
話
し
た
よ
う
に
、和
琴
は
「
物
の
親
」（
第
一
の
楽
器
）
と
さ
れ
て
い
る
。

日
本
産
と
い
う
こ
と
で
、
名
称
で
は
蔑
視
さ
れ
て
い
る
か
の
よ
う
に
見
え
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る
が
、
実
は
日
本
人
に
と
っ
て
は
大
切
な
楽
器
な
の
で
あ
る
。
源
氏
物
語

に
お
い
て
頭
中
将
が
和
琴
の
名
手
と
さ
れ
る
の
は
、
氏
の
長
者
だ
か
ら
と

考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
女
性
性
と
第
一
を
併
せ
持
つ
特
徴
は
、
日
本
の
最

高
神
が
天
照
大
神
と
い
う
女
神
で
あ
る
こ
と
に
似
て
い
る
。

日
本
古
来
の
音
楽
と
外
来
の
と
を
比
較
し
た
一
節
が
あ
る
。

こ
と
ご
と
し
き
高こ

ま麗
、
唐も

ろ
こ
し土

の
楽
よ
り
も
、
東

あ
づ
ま
あ
そ
び

遊
の
耳
馴
れ
た
る
は
、

な
つ
か
し
く
お
も
し
ろ
く
（
若
菜
下
、
一
七
一
頁
）

絃
楽
器
に
限
定
し
て
比
較
す
る
と
、
高
麗
楽
に
は
使
わ
れ
ず
、
唐
楽
に
は

琵
琶
と
箏
の
み
、
そ
し
て
東
遊
や
神
楽
の
よ
う
な
日
本
の
舞
楽
は
和
琴
だ

け
で
あ
る
。
よ
っ
て
日
本
人
に
と
っ
て
「
耳
馴
れ
」
て
「
な
つ
か
し
く
お

も
し
ろ
く
」
聞
こ
え
る
一
因
は
、和
琴
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。「
な
つ
か

し
」
と
「
お
も
し
ろ
し
」
の
語
は
、
紫
の
上
が
奏
で
た
和
琴
の
調
べ
に
も

用
い
ら
れ
て
い
る
（
若
菜
下
、
一
九
〇
頁
）。

次
に
演
奏
に
つ
い
て
、
和
琴
を
中
国
伝
来
の
楽
器
と
比
較
し
た
箇
所
が

あ
る
。調

べ
に
従
ひ
て
跡
あ
る
手
ど
も
、定
ま
れ
る
唐も
ろ
こ
し土

の
伝
へ
ど
も
は
、な

か
な
か
尋
ね
知
る
べ
き
方
あ
ら
は
な
る
を
、
心
に
ま
か
せ
て
、
た
だ

搔か

き
合
は
せ
た
る
す
が
搔が

き
に
、
よ
ろ
づ
の
物
の
音ね

調と
と
のへ

ら
れ
た
る

は
、
妙た

へ

に
お
も
し
ろ
く
、
あ
や
し
き
ま
で
響
く
。（
若
菜
上
、
五
九

頁
）

型
や
楽
譜
が
あ
る
唐
伝
来
の
曲
は
、
か
え
っ
て
習
得
方
法
が
明
ら
か
で
あ

る
の
に
ひ
き
か
え
、
和
琴
は
一
定
の
演
奏
方
法
が
な
く
即
興
で
弾
く
の
で

修
得
は
難
し
い
と
し
て
、
和
琴
の
名
手
で
あ
る
太
政
大
臣
と
柏
木
親
子
を

絶
賛
し
て
い
る
。
同
じ
描
写
が
、
女
楽
に
お
い
て
和
琴
を
担
当
し
た
紫
の

上
に
も
見
ら
れ
る
。

和
琴
こ
そ
、
い
く
ば
く
な
ら
ぬ
調
べ
な
れ
ど
、
跡あ
と

定
ま
り
た
る
こ
と

な
く
て
、
な
か
な
か
女
の
た
ど
り
ぬ
べ
け
れ
、（
若
菜
下
、
一
八
八

頁
）

和
琴
に
は
決
ま
っ
た
型
が
な
い
の
で
、
女
性
は
か
え
っ
て
途
惑
う
も
の
だ

が
、
紫
の
上
は
難
な
く
弾
き
こ
な
し
て
い
る
。
こ
の
一
節
に
よ
る
と
、
和

琴
は
女
性
に
は
不
向
き
で
、
女
性
性
で
は
な
い
よ
う
に
読
め
る
が
、「
な
か

な
か
」
と
い
う
語
に
注
目
し
た
い
。
中
国
伝
来
の
楽
譜
は
漢
字
で
記
さ
れ

て
い
る
の
で
、
漢
字
に
不
慣
れ
な
女
性
に
は
扱
え
な
い
。
そ
れ
に
対
し
て

和
琴
は
、
日
本
固
有
の
楽
器
で
、
演
奏
方
法
に
決
ま
り
が
な
い
の
で
、
女

性
で
も
会
得
で
き
そ
う
だ
が
、
楽
譜
も
型
も
な
い
だ
け
に
「
な
か
な
か
」

（
か
え
っ
て
）
難
し
い
、と
解
読
で
き
る
。
よ
っ
て
和
琴
は
女
性
向
き
と
考

え
ら
れ
て
い
る
が
、実
際
に
奏
で
る
の
は
大
変
で
あ
る
、と
捉
え
る
と
、当

時
の
和
琴
は
女
性
性
の
楽
器
と
見
ら
れ
て
い
た
と
言
え
よ
う
。

二　

箏
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー

箏
は
奈
良
時
代
に
中
国
か
ら
伝
来
し
た
が
、
王
朝
人
は
女
性
向
き
の
楽

（
4
）
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器
と
捉
え
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

あ
や
し
う
昔
よ
り
箏
は
女
な
ん
弾
き
と
る
物
な
り
け
り
。
嵯
峨
の
御

伝
へ
に
て
、
女
五
の
宮
さ
る
世
の
中
の
上
手
に
も
の
し
た
ま
ひ
け
る

を
、
そ
の
筋
に
て
、
と
り
た
て
て
伝
ふ
る
人
な
し
。（
明
石
、
二
四
二

頁
）

こ
れ
は
光
源
氏
が
明
石
の
入
道
と
交
わ
し
た
会
話
の
一
節
で
あ
る
。
ま
た
、

入
道
が
巧
み
に
奏
で
る
箏
の
音
色
に
感
心
し
て
、

「
こ
れ
は
、
女
の
な
つ
か
し
き
さ
ま
に
て
、
し
ど
け
な
う
弾
き
た
る
こ

そ
、を
か
し
け
れ
」
と
、お
ほ
か
た
に
の
た
ま
ふ
を
（
明
石
、二
四
一

頁
）

と
源
氏
が
述
べ
た
よ
う
に
、
箏
は
女
性
が
気
楽
に
弾
く
に
相
応
し
い
楽
器

と
見
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。

と
い
っ
て
も
、
前
掲
の
場
面
で
源
氏
と
入
道
が
弾
い
た
よ
う
に
、
男
性

も
嗜
ん
で
い
る
。
た
だ
し
弾
き
手
は
、
か
な
り
限
ら
れ
て
い
る
。
所
持
し

て
い
る
と
だ
け
記
さ
れ
た
例
は
除
き
、
演
奏
し
て
い
る
こ
と
が
明
記
さ
れ

て
い
る
の
は
、
源
氏
の
異
母
兄
弟
で
あ
る
朱
雀
院
・
蛍
の
宮
・
八
の
宮
と
、

子
息
の
夕
霧
と
孫
の
匂
宮
で
、
そ
れ
以
外
は
明
石
の
入
道
と
薫
し
か
い
な

い
。
こ
こ
で
朱
雀
院
に
注
目
し
た
い
。
箏
に
限
ら
ず
絃
楽
器
を
朱
雀
院
が

演
奏
し
た
と
い
う
記
述
は
、
次
の
一
例
し
か
な
い
。

楽が
く

所そ

遠
く
て
、
お
ぼ
つ
か
な
け
れ
ば
、
御
前
に
御
琴こ

と

ど
も
召
す
。
兵

部
卿
宮
、
琵
琶
、
内
大
臣
、
和
琴
、
箏
の
御
琴
、
院
の
御お

前ま
へ

に
参
り

て
、
琴き
ん

は
例
の
太
政
大
臣
、
賜
り
た
ま
ふ
。
さ
る
い
み
じ
き
上
手
の

す
ぐ
れ
た
る
御
手
づ
か
ひ
ど
も
の
尽
く
し
た
ま
へ
る
音ね

は
、
た
と
へ

ん
方
な
し
。（
少
女
、
七
三
頁
）

冷
泉
帝
が
朱
雀
院
に
行
幸
し
た
と
き
の
御
前
演
奏
で
あ
る
。
蛍
の
宮
が
琵

琶
、内
大
臣
（
柏
木
の
父
）
が
和
琴
、そ
し
て
源
氏
が
琴き
ん

の
琴こ

と

（
以
下
、七

絃
琴
と
称
す
）
の
名
人
で
あ
る
こ
と
は
、
物
語
に
何
度
も
記
さ
れ
て
い
る

の
に
対
し
て
、
朱
雀
院
の
記
事
は
見
あ
た
ら
な
い
。
で
は
、
な
ぜ
朱
雀
院

は
箏
を
担
当
し
た
の
か
。
そ
れ
に
関
し
て
は
、
次
の
一
節
が
手
掛
か
り
に

な
る
。人

々
の
装
束
、
用
意
、
常
に
異
な
り
。
院
も
、
い
と
き
よ
ら
に
、
ね

び
ま
さ
ら
せ
た
ま
ひ
て
、
御
さ
ま
、
用
意
、
な
ま
め
き
た
る
方
に
す

す
ま
せ
た
ま
へ
り
。（
少
女
、
七
一
頁
）

行
幸
の
参
列
者
に
劣
ら
ず
、
朱
雀
院
の
姿
も
心
遣
い
も
ま
す
ま
す
優
美
に

な
っ
た
、
と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
「
な
ま
め
き
た
る
方
」
は
女
性
美
で

あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
女
性
性
の
楽
器
で
あ
る
箏
を
担
当
す
る
に
ふ
さ
わ
し
い

と
言
え
よ
う
。

さ
て
、
箏
を
奏
し
た
俗
人
の
男
性
は
す
べ
て
上
流
階
級
に
属
す
る
の
に

対
し
て
、
女
性
の
奏
者
の
中
に
は
木
枯
の
女
（
帚
木
、
七
九
頁
）
や
女
一

の
宮
の
女
房
た
ち
（
蜻
蛉
、
二
七
一
頁
）
の
よ
う
な
中
流
階
級
の
者
も
い

る
。
け
れ
ど
も
、
そ
れ
以
外
は
上
流
の
女
君
た
ち
で
あ
る
。
な
か
で
も
宇

治
の
八
の
宮
は
、
二
人
の
娘
が
幼
い
こ
ろ
か
ら
、「
姫
君
に
琵
琶
、
若
君
に

（
5
）
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箏
の
御
琴
」（
橋
姫
、一
二
四
頁
）
を
教
え
て
い
た
。
成
長
し
た
姉
妹
の
合

奏
を
薫
が
聞
い
た
折
も
、
琵
琶
と
箏
を
分
担
し
て
い
た
（
橋
姫
、
一
三
七

頁
）。
と
こ
ろ
が
そ
の
後
、琵
琶
は
登
場
し
な
く
な
る
。
八
の
宮
が
薫
に
琵

琶
を
勧
め
、
七
絃
琴
を
か
き
鳴
ら
し
た
あ
と
、
娘
た
ち
の
技
量
に
つ
い
て

話
し
た
際
、「
こ
の
わ
た
り
に
、
お
ぼ
え
な
く
て
、
を
り
を
り
ほ
の
め
く
箏

の
琴
の
音
こ
そ
、心
得
た
る
に
や
と
聞
く
を
り
は
べ
れ
ど
」（
橋
姫
、一
五
八

頁
）
と
、
琵
琶
が
目
の
前
に
置
か
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
箏
し
か

話
題
に
し
て
い
な
い
。
そ
の
翌
年
、
薫
が
姫
君
た
ち
の
演
奏
を
所
望
し
て
、

八
の
宮
が
催
促
す
る
と
、「
箏
の
琴
を
ぞ
、
い
と
ほ
の
か
に
搔
き
鳴
ら
し
て

や
み
た
ま
ひ
ぬ
る
」（
椎
本
、
一
八
一
頁
）
で
、
琵
琶
は
奏
で
ら
れ
な
い
。

そ
の
ま
た
翌
年
の
こ
と
、
中
の
君
と
匂
宮
が
結
婚
し
た
あ
と
、
姉
妹
の
こ

と
が
噂
さ
れ
た
と
き
も
、「
箏
の
琴
、
上
手
に
て
、
故
宮
の
明
け
暮
れ
遊
び

な
ら
は
し
た
ま
ひ
け
れ
ば
」（
総
角
、
二
九
六
頁
）
と
、
琵
琶
に
つ
い
て
は

言
及
さ
れ
な
い
。
そ
れ
は
八
の
宮
に
と
っ
て
は
琵
琶
を
教
え
た
大
君
よ
り

も
、
箏
を
嗜
ま
せ
た
中
の
君
を
薫
の
結
婚
相
手
と
し
て
考
え
て
い
た
か
ら

と
考
え
ら
れ
る
。
で
は
、
噂
話
に
箏
だ
け
取
り
あ
げ
ら
れ
、
ま
た
結
婚
し

な
い
大
君
に
琵
琶
が
取
り
合
わ
せ
ら
れ
た
理
由
に
つ
い
て
、
次
節
で
考
察

す
る
。

三　

琵
琶
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー　

⑴
男
性
性

琵
琶
は
女
性
に
は
似
合
わ
な
い
、
と
王
朝
人
は
考
え
て
い
た
ら
し
い
。

琵
琶
こ
そ
、
女
の
し
た
る
に
憎
き
や
う
な
れ
ど
、
ら
う
ら
う
じ
き
も

の
に
は
べ
れ
。（
少
女
、
三
四
頁
）

こ
の
一
節
は
内
大
臣
が
母
の
大
宮
に
向
か
っ
て
、「
琵
琶
は
女
性
が
弾
く
と

か
わ
い
げ
が
な
い
が
、
大
宮
の
奏
で
る
音
色
は
気
品
が
あ
る
」
と
称
賛
し

た
セ
リ
フ
で
あ
る
。
新
編
全
集
の
頭
注
に
は
『
う
つ
ほ
物
語
』
の
一
文
を

引
用
し
て
、「
琵
琶
を
女
が
構
え
て
弾
く
姿
を
見
苦
し
い
と
す
る
。」
と
注

し
て
い
る
。
そ
の
文
章
は
、
仲
忠
が
あ
て
宮
の
琵
琶
の
腕
前
を
絶
賛
し
た

の
を
受
け
て
、
正
頼
が
「
さ
る
は
、
女
の
せ
む
に
、
う
た
て
憎
げ
な
る
姿

し
た
る
も
の
な
り
。」（
内
侍
の
か
み
、
一
八
五
頁
）
と
述
べ
た
箇
所
で
あ

る
。
新
編
全
集
の
頭
注
に
は
、

琵
琶
の
弾
奏
の
姿
は
、
下
に
置
い
て
前
傾
姿
勢
で
演
奏
す
る
箏
や
和

琴
に
比
べ
る
と
、上
半
身
が
よ
り
直
立
に
近
く
な
り
、女
性
の
す
わ
っ

た
姿
と
し
て
は
異
様
で
あ
る
。

と
解
説
し
て
い
る
。よ
っ
て
琵
琶
は
女
性
向
き
で
は
な
く
、男
性
性
の
楽
器

と
見
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。

六
条
院
で
催
さ
れ
た
女
楽
で
は
、
四
人
の
女
君
た
ち
が
そ
れ
ぞ
れ
四
種

の
絃
楽
器
を
受
け
持
ち
、
琵
琶
を
担
当
し
た
の
は
明
石
の
君
で
あ
る
。
そ

の
弾
く
姿
が
ど
の
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
か
、
見
て
み
よ
う
。
四
人
が
花

（
6
）
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に
譬
え
ら
れ
て
い
る
箇
所
に
お
い
て
、
ほ
か
の
三
人
は
花
の
よ
う
な
姿
し

か
描
写
さ
れ
な
い
の
に
対
し
て
、
明
石
の
君
は
、

琵
琶
を
う
ち
置
き
て
、
た
だ
け
し
き
ば
か
り
弾
き
か
け
て
、
た
を
や

か
に
つ
か
ひ
な
し
た
る
撥
の
も
て
な
し
、
音ね

を
聞
く
よ
り
も
、
ま
た

あ
り
が
た
く
な
つ
か
し
く
て
、
五
月
待
つ
花
橘
、
花
も
実
も
具
し
て

押
し
折
れ
る
か
を
り
お
ぼ
ゆ
。（
若
菜
下
、
一
九
三
頁
）

と
あ
る
通
り
、
演
奏
す
る
仕
草
ま
で
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
女
性
が
琵

琶
を
弾
く
様
子
は
好
ま
し
く
な
い
が
、
明
石
の
君
は
例
外
で
あ
る
こ
と
を

示
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

明
石
の
君
の
父
親
も
琵
琶
の
名
人
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
宮
の
御
方
も
父

（
蛍
の
宮
）
譲
り
の
名
手
で
あ
っ
た
。
そ
の
宮
の
御
方
に
向
か
っ
て
、継
父

（
紅
梅
の
大
納
言
）
が
言
っ
た
セ
リ
フ
の
な
か
に
、

琵
琶
は
、
押お
し
で手

し
づ
や
か
な
る
を
、
よ
き
も
の
に
す
る
も
の
な
る
に
、

柱ぢ
う

さ
す
ほ
ど
、
撥
音
の
さ
ま
変
り
て
、
な
ま
め
か
し
う
聞
こ
え
た
る

な
ん
、女
の
御
事
に
て
、な
か
な
か
を
か
し
か
り
け
る
。（
紅
梅
、四
六

頁
）

と
あ
る
。
こ
れ
も
、
琵
琶
は
男
性
向
け
の
楽
器
で
は
あ
る
が
、
柱
を
絃
と

一
緒
に
押
さ
え
る
と
、
女
性
の
弾
き
方
と
し
て
は
「
な
か
な
か
を
か
し
」

（
却
っ
て
趣
深
い
）、
と
条
件
付
き
で
認
め
た
と
解
釈
で
き
る
。

以
上
の
考
察
を
踏
ま
え
て
、
第
二
節
の
最
後
に
提
示
し
た
問
題
を
考
え

て
み
よ
う
。
宇
治
の
大
君
と
中
の
君
は
琵
琶
と
箏
を
分
担
し
て
演
奏
し
て

い
た
の
に
、
そ
の
の
ち
大
君
の
琵
琶
は
話
題
に
さ
れ
な
く
な
り
、
中
の
君

の
箏
だ
け
が
取
り
あ
げ
ら
れ
た
の
は
何
故
か
。
そ
れ
は
琵
琶
が
男
性
性
の

楽
器
で
あ
る
た
め
、
女
君
が
た
し
な
む
に
は
女
性
性
の
箏
の
方
が
ふ
さ
わ

し
い
か
ら
と
推
測
さ
れ
る
。

四　

琵
琶
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー　

⑵
異
界
性

こ
の
よ
う
に
琵
琶
が
男
性
性
で
あ
る
理
由
は
、
演
奏
す
る
姿
以
外
に
も

考
え
ら
れ
る
。
七
絃
琴
と
箏
は
中
国
の
楽
器
で
あ
る
が
、
琵
琶
は
西
ア
ジ

ア
に
起
源
を
持
つ
。
そ
の
た
め
明
石
の
入
道
が
奏
で
る
琵
琶
を
源
氏
が
聞

く
場
面
に
は
、

今
の
世
に
聞
こ
え
ぬ
筋
、
弾
き
つ
け
て
、
手
づ
か
ひ
、
い
と
い
た
う

唐か
ら

め
き
、
揺ゆ

の
音ね

深
う
澄
ま
し
た
り
。（
明
石
、
二
四
三
頁
）

と
あ
り
、「
唐
め
き
」
の
語
に
新
編
全
集
は
、「
琵
琶
は
古
く
ペ
ル
シ
ア
に

生
れ
、
中
国
を
経
て
、
日
本
に
渡
来
し
、
楽
器
の
中
で
も
最
も
異
国
情
緒

に
富
む
。」
と
注
し
て
い
る
。
日
本
産
の
和
琴
が
「
広
く
異こ
と
く
に国

の
こ
と
を
知

ら
ぬ
女
の
た
め
」（
前
掲
）
の
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
て
、琵
琶
は
異
国
の

産
物
で
あ
り
、
和
琴
は
女
性
性
、
琵
琶
は
男
性
性
と
定
義
で
き
よ
う
。

こ
の
異
国
を
西
域
に
限
定
せ
ず
、
都
人
に
と
っ
て
外
の
世
界
と
い
う
よ

う
に
広
義
に
解
釈
す
る
と
、洛
外
や
畿
外
も
当
て
は
ま
る
。
た
と
え
ば
、明

石
の
入
道
が
畿
外
の
明
石
で
入
山
を
決
心
し
た
と
き
、



 社会科学　第 43 巻  第 4号 8

年
ご
ろ
、
行
ひ
の
隙ひ

ま
ひ
ま々

に
寄
り
臥
し
な
が
ら
搔
き
鳴
ら
し
た
ま
ひ
し

琴き
ん

の
御
琴こ

と

、琵
琶
と
り
寄
せ
た
ま
ひ
て
、か
い
調
べ
た
ま
ひ
つ
つ
、仏

に
罷

ま
か
り

申ま
う

し
し
た
ま
ひ
て
な
む
、御
堂
に
施せ

入に
ふ

し
た
ま
ひ
し
。（
若
菜
上
、

一
一
七
頁
）

と
あ
り
、
最
後
ま
で
畿
外
の
地
で
手
放
さ
な
か
っ
た
楽
器
は
琵
琶
と
七
絃

琴
で
あ
っ
た
。
こ
の
二
種
の
楽
器
の
組
み
合
わ
せ
は
、
比
叡
山
の
麓
に
あ

る
小
野
で
も
見
ら
れ
る
。

尼
君
ぞ
、
月
な
ど
明
き
夜
は
、
琴き
ん

な
ど
弾
き
た
ま
ふ
。
少
将
の
尼
君

な
ど
い
ふ
人
は
、
琵
琶
弾
き
な
ど
し
つ
つ
遊
ぶ
。（
手
習
、
三
〇
一

頁
）

洛
中
か
ら
離
れ
た
所
で
俗
世
間
を
離
れ
た
人
が
も
て
あ
そ
ぶ
楽
器
と
し
て
、

こ
の
二
種
が
選
ば
れ
た
の
は
偶
然
の
一
致
で
は
な
く
、
琵
琶
に
は
都
の
外

と
い
う
要
素
が
含
ま
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

さ
ら
に
異
国
を
拡
大
解
釈
す
る
と
、
現
世
に
対
し
て
異
界
が
考
え
ら
れ

る
。
匂
宮
が
琵
琶
を
弾
き
、
菊
の
花
を
見
て
、

「
な
に
が
し
の
皇み

こ子
の
、
こ
の
花
め
で
た
る
夕ゆ

ふ
べぞ

か
し
、
い
に
し
へ
天

人
の
翔か

け

り
て
、
琵
琶
の
手
教
へ
け
る
は
。」（
宿
木
、
四
六
六
頁
）

と
語
っ
た
よ
う
に
、天
人
が
秘
曲
を
伝
授
す
る
と
い
う
故
事
が
あ
っ
た
。ま

た
、
六
条
院
の
女
楽
で
、
琵
琶
を
担
当
し
た
明
石
の
君
の
演
奏
は
、

琵
琶
は
す
ぐ
れ
て
上
手
め
き
、
神
さ
び
た
る
手
づ
か
ひ
、
澄
み
は
て

て
お
も
し
ろ
く
聞
こ
ゆ
。（
若
菜
下
、
一
九
〇
頁
）

と
称
賛
さ
れ
て
い
る
。「
神
さ
び
た
る
」
の
語
に
新
編
全
集
は
、「
住
吉
の

神
慮
を
負
う
人
だ
け
に
、神
々
し
さ
を
感
じ
さ
せ
る
か
。」
と
指
摘
し
て
い

る
。
こ
の
言
葉
は
奏
者
に
限
ら
ず
、
琵
琶
の
性
質
に
も
関
わ
る
と
見
て
よ

か
ろ
う
。
源
氏
物
語
で
は
、
持
ち
物
と
持
ち
主
の
性
格
は
別
々
で
は
な
く
、

表
裏
一
体
に
描
か
れ
る
こ
と
が
多
い
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
女
楽
で
、
明
石

の
君
は
橘
の
花
と
実
に
譬
え
ら
れ
た（
第
三
節
、参
照
）。
そ
の
実
は「
常と
こ
よ世

の
国く

に

」
か
ら
勅
命
を
受
け
て
持
っ
て
来
た
「
時と

き

じ
く
の
香か

く

の
木こ

の
実み

」
で

あ
り
（
古
事
記
、
中
巻
、
垂
仁
天
皇
）、
こ
こ
に
も
琵
琶
と
異
郷
と
の
繋
が

り
が
見
ら
れ
る
。
よ
っ
て
琵
琶
に
は
洛
外
・
畿
外
・
海
外
、
さ
ら
に
は
異

界
に
も
繋
が
る
特
質
が
見
ら
れ
、
そ
れ
を
中
国
は
男
性
性
―
日
本
は
女
性

性
の
図
式
に
当
て
は
め
る
と
、
男
性
性
の
楽
器
と
言
え
よ
う
。

そ
の
た
め
か
弾
き
手
は
限
定
さ
れ
る
。
ま
ず
男
性
か
ら
見
る
と
、
光
源

氏
が
演
奏
す
る
様
は
、
全
巻
通
し
て
一
度
も
描
か
れ
な
い
。
そ
れ
に
関
し

て
は
、野
村
充
利
氏
が
二
つ
の
理
由
を
提
案
さ
れ
た
。ま
ず
源
氏
物
語
の
音

楽
世
界
は
紫
式
部
よ
り
前
の
時
代
に
設
定
さ
れ
て
い
て（
山
田
孝
雄
氏『
源

氏
物
語
の
音
楽
』）、
そ
の
頃
は
ま
だ
琵
琶
が
確
固
た
る
地
位
を
築
い
て
い

な
か
っ
た
の
で
、「
光
源
氏
は
「
琵
琶
」
を
弾
く
心
得
が
あ
っ
て
も
敢
え
て

琵
琶
を
弾
く
必
要
が
な
い
」（
注
7
の
論
）
か
ら
。
次
に
源
氏
物
語
に
お
い

て
、
琵
琶
は
明
石
一
族
と
宇
治
八
の
宮
家
と
密
接
に
関
わ
り
、「
都
よ
り
凋

落
し
た
家
が
、都
よ
り
離
れ
た
土
地
に
て
伝
え
て
い
る
」（
注
7
の
論
）
楽

器
と
位
置
づ
け
ら
れ
た
た
め
、
源
氏
が
奏
で
る
描
写
は
避
け
ら
れ
た
か
ら

（
7
）
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で
あ
る
。
二
つ
め
の
指
摘
は
、
琵
琶
の
持
つ
異
国
の
特
性
に
繋
が
る
。

五　

琵
琶
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー　

⑶
異
質
性

源
氏
物
語
の
第
一
・
二
部
に
お
い
て
、宮
中
で
琵
琶
の
達
人
と
讃
え
ら
れ

た
の
は
蛍
の
宮
で
あ
る
。

琵
琶
は
、
例
の
兵
部
卿
宮
、
何
ご
と
に
も
世
に
難か
た

き
物
の
上
手
に
お

は
し
て
、
い
と
二に

な
し
。（
若
菜
上
、
一
〇
〇
頁
）

蛍
の
宮
は
政
治
に
携
わ
ら
な
い
親
王
で
あ
る
の
で
、
政
界
の
外
に
い
る
人

と
考
え
る
と
、
外
部
と
い
う
琵
琶
の
特
徴
に
当
て
は
ま
る
。
こ
の
宮
の
琵

琶
と
並
び
称
さ
れ
た
の
は
、
柏
木
の
和
琴
で
あ
る
。

衛
門
督
の
和
琴
、
兵
部
卿
宮
の
御
琵
琶
な
ど
を
こ
そ
、
こ
の
ご
ろ
め

づ
ら
か
な
る
例た
め
しに

弾
き
出
で
は
べ
め
れ
。（
若
菜
下
、
一
九
六
頁
）

柏
木
の
父
大
臣
も
和
琴
の
名
手
で
、
親
子
と
も
琵
琶
を
演
奏
し
た
記
述
は

な
い
。
と
こ
ろ
が
柏
木
の
死
後
、
唐
突
に
琵
琶
が
和
琴
と
並
ん
で
、
い
つ

も
嗜
ん
で
い
た
こ
と
が
紹
介
さ
れ
る
。

常
に
弾
き
た
ま
ひ
し
琵
琶
、
和
琴
な
ど
の
緒を

も
、
と
り
放
ち
や
つ
さ

れ
て
音ね

を
た
て
ぬ
も
、
い
と
埋む

も

れ
い
た
き
わ
ざ
な
り
や
。（
柏
木
、

三
二
八
頁
）

こ
れ
は
遺
品
に
ふ
さ
わ
し
い
楽
器
と
し
て
、
幽
界
の
要
素
を
持
つ
琵
琶
が

選
ば
れ
た
と
推
理
で
き
る
。

柏
木
の
死
後
、
落
葉
の
宮
に
思
い
を
寄
せ
た
夕
霧
に
も
、
琵
琶
の
用
例

が
一
例
だ
け
あ
る
。

（
未
亡
人
が
）箏
の
琴
を
い
と
ほ
の
か
に
搔
き
鳴
ら
し
た
ま
へ
る
も
奥

深
き
声
な
る
に
、（
夕
霧
は
）
い
と
ど
心
と
ま
り
は
て
て
、
な
か
な
か

に
思
ほ
ゆ
れ
ば
、
琵
琶
を
取
り
寄
せ
て
、
い
と
な
つ
か
し
き
音ね

に
想

夫
恋
を
弾
き
た
ま
ふ
。（
横
笛
、
三
五
五
頁
）

こ
の
琵
琶
も
、
柏
木
遺
愛
の
品
か
も
し
れ
な
い
。
故
人
を
偲
ぶ
楽
器
と
し

て
、
取
り
あ
げ
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

第
三
部
に
な
る
と
、
実
際
に
琵
琶
を
奏
で
る
男
性
は
、
匂
宮
と
薫
だ
け

に
な
る
。
ま
た
、
光
源
氏
は
琵
琶
を
演
奏
し
た
記
載
が
な
い
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
源
氏
・
夕
霧
の
親
子
は
名
人
だ
、
と
按
察
大
納
言
（
柏
木
の
弟
）

は
評
し
て
い
る
。

「
時
々
う
け
た
ま
は
る
御
琵
琶
の
音
な
む
昔
お
ぼ
え
は
べ
る
。故
六
条

院
の
御
伝
へ
に
て
、
右
大
臣
（
夕
霧
）
な
ん
、
こ
の
ご
ろ
世
に
残
り

た
ま
へ
る
。」（
紅
梅
、
四
五
頁
）

先
の
柏
木
の
例
と
同
じ
で
、
死
後
に
初
め
て
琵
琶
の
愛
好
者
で
あ
っ
た
こ

と
が
語
ら
れ
る
。
こ
れ
も
故
人
に
ふ
さ
わ
し
い
楽
器
と
し
て
、
琵
琶
が
選

ば
れ
た
と
推
定
さ
れ
る
。

次
い
で
女
性
の
弾
き
手
に
移
る
と
、
男
性
よ
り
も
少
な
い
。
し
か
も
男

性
は
、
明
石
の
入
道
以
外
は
す
べ
て
都
の
貴
人
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
女

性
は
中
流
階
級
の
者
も
い
る
。
そ
れ
は
中
務
の
君
、
源
典
侍
、
少
将
命
婦
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の
三
人
で
あ
る
。
ま
ず
源
典
侍
は
、
御
前
演
奏
に
も
召
さ
れ
る
ほ
ど
の
達

人
で
あ
る
。

（
源
氏
が
）
温
明
殿
の
わ
た
り
を
た
た
ず
み
歩あ
り

き
た
ま
へ
ば
、こ
の
内

侍
、琵
琶
を
い
と
を
か
し
う
弾
き
ゐ
た
り
。
御お

前ま
へ

な
ど
に
て
も
、男

を
と
こ
が
た方

の
御
遊
び
に
ま
じ
り
な
ど
し
て
、
こ
と
に
ま
さ
る
人
な
き
上
手
な
れ

ば
、
も
の
恨
め
し
う
お
ぼ
え
け
る
を
り
か
ら
、
い
と
あ
は
れ
に
聞
こ

ゆ
。（
紅
葉
賀
、
三
三
九
頁
）

新
編
全
集
の
頭
注
に
は
、

帝
の
御
前
の
演
奏
に
も
加
わ
る
。
こ
の
典
侍
は
、
儀
礼
や
遊
宴
に
か

か
わ
る
の
に
ふ
さ
わ
し
い
、
巫
女
の
よ
う
な
一
面
を
も
見
せ
て
い
よ

う
。

と
あ
る
。
巫
女
は
神
に
仕
え
る
女
性
で
あ
る
か
ら
、
神
や
天
人
と
関
係
が

あ
る
琵
琶
の
特
性
に
合
う
。
ま
た
、
男
性
ば
か
り
の
御
遊
の
な
か
で
紅
一

点
で
あ
る
の
は
、
男
性
社
会
に
お
い
て
異
質
な
存
在
で
あ
り
、
外
部
の
要

素
を
含
む
琵
琶
の
性
質
に
も
当
て
は
ま
る
。

少
将
命
婦
の
場
合
も
同
様
で
あ
る
。
帝
の
御
前
で
催
さ
れ
た
絵
合
が
終

わ
り
、
書
ふ
ん
の
つ
か
さ

司
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
楽
器
を
用
い
て
遊
宴
が
開
か
れ
た
と
き

の
こ
と
で
あ
る
。
和
琴
は
権
中
納
言
、箏
は
蛍
の
宮
、七
絃
琴
は
源
氏
、そ

し
て
琵
琶
は
少
将
命
婦
が
担
当
し
た
（
絵
合
、三
九
〇
頁
）。
琵
琶
だ
け
女

性
が
扱
う
の
は
、
ほ
か
の
楽
器
と
は
異
な
る
、
と
見
な
さ
れ
て
い
た
か
ら

で
あ
ろ
う
。
た
と
え
ば
絃
楽
器
の
総
称
は
「
琴こ
と

」
が
一
般
で
あ
る
が
、
源

氏
物
語
に
は
「
琴こ
と

琵び

は琶
」
と
称
し
た
例
が
一
箇
所
あ
る
。

琴
琵
琶
の
師
と
て
、
内
教
坊
の
わ
た
り
よ
り
迎
へ
と
り
つ
つ
習
は
す
。

（
東
屋
、
二
一
頁
）

こ
れ
は
浮
舟
の
継
父
が
、
実
の
娘
た
ち
の
音
楽
教
師
と
し
て
「
琴
琵
琶
の

師
」
を
宮
中
の
内
教
坊
か
ら
招
い
た
、
と
い
う
一
文
で
あ
る
。
四
種
類
の

絃
楽
器
の
う
ち
、
琵
琶
が
他
の
三
種
と
区
別
さ
れ
て
い
て
、
そ
れ
は
琵
琶

だ
け
女
性
が
担
当
す
る
と
い
う
設
定
と
重
な
る
。

残
り
の
中
務
の
君
の
場
合
は
、
女
性
だ
け
の
合
奏
で
あ
る
。
左
大
臣
が
、

娘
の
葵
の
上
づ
き
の
女
房
た
ち
に
弾
か
せ
、
琵
琶
は
そ
れ
を
得
意
と
す
る

中
務
の
君
が
受
け
持
っ
た
。
彼
女
は
葵
の
上
の
兄
弟
で
あ
る
頭
中
将
に
懸

想
さ
れ
た
が
取
り
合
わ
ず
、
光
源
氏
の
愛
人
に
な
っ
た
。
そ
れ
が
知
れ
渡

り
、
葵
の
上
の
母
宮
な
ど
か
ら
も
不
興
を
買
っ
た
た
め
、
本
人
は
居
心
地

が
悪
く
、
源
氏
に
未
練
は
あ
る
も
の
の
、
左
大
臣
邸
を
立
ち
去
ろ
う
か
と

悩
ん
で
い
る
場
面
で
あ
る
（
末
摘
花
、二
七
四
頁
）。
邸
内
に
い
な
が
ら
も

疎
外
さ
れ
、
孤
立
し
た
孤
独
な
女
性
が
受
け
持
つ
楽
器
と
し
て
、
外
部
の

性
質
を
持
つ
琵
琶
は
ふ
さ
わ
し
い
と
言
え
よ
う
。
そ
れ
は
ま
た
、
源
典
侍

の
立
場
と
も
似
通
う
。
源
典
侍
も
ま
た
頭
中
将
と
懇
ろ
な
仲
に
な
っ
た
が
、

本
心
は
つ
れ
な
い
源
氏
に
心
引
か
れ
、
叶
わ
ぬ
恋
の
悩
み
を
抱
え
て
演
奏

し
て
い
た
。
こ
れ
も
ま
た
、
琵
琶
の
特
性
に
適
っ
た
場
面
設
定
で
あ
る
。

（
8
）
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六　

琵
琶
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー　

⑷
明
石
の
君

第
一
・
二
部
で
琵
琶
を
奏
し
た
女
性
は
、前
節
で
取
り
あ
げ
た
三
人
の
女

房
と
明
石
の
君
だ
け
で
あ
る
。
六
条
院
の
女
楽
に
お
い
て
も
、
明
石
の
君

の
技
量
は
絶
賛
さ
れ
て
い
る
。
た
し
か
に
、ま
だ
源
氏
と
出
会
う
前
に
、父

の
入
道
が
源
氏
に
娘
の
琵
琶
を
自
慢
し
て
い
る
（
明
石
、二
四
三
頁
）。
け

れ
ど
も
、
明
石
で
源
氏
が
聞
い
た
の
は
箏
で
あ
っ
た
。
源
氏
が
初
め
て
明

石
の
君
の
も
と
を
訪
れ
た
と
き
、

近
き
几
帳
の
紐
に
、
箏
の
琴
の
ひ
き
鳴
ら
さ
れ
た
る
も
、
け
は
ひ
し

ど
け
な
く
、
う
ち
と
け
な
が
ら
搔
き
ま
さ
ぐ
り
け
る
ほ
ど
見
え
て
を

か
し
け
れ
ば
、（
明
石
、
二
五
七
頁
）

と
あ
り
、
箏
も
上
手
で
あ
る
こ
と
は
父
入
道
が
源
氏
に
語
っ
て
い
た
（
明

石
、
二
四
二
頁
）。
こ
こ
で
琵
琶
で
は
な
く
箏
が
置
か
れ
た
の
は
、
女
性
性

の
楽
器
の
方
が
ふ
さ
わ
し
い
か
ら
で
あ
ろ
う
。

実
際
に
源
氏
が
箏
を
初
め
て
聞
い
た
の
は
、
帰
京
す
る
前
の
こ
と
で
あ

る
（
明
石
、
二
六
六
頁
）。
そ
の
演
奏
は
す
ば
ら
し
く
、
源
氏
は
紫
の
上
に

も
語
っ
て
い
る
（
澪
標
、
二
九
二
頁
）。

そ
し
て
明
石
の
君
が
上
京
し
て
、
大
堰
の
邸
で
源
氏
と
再
会
し
た
と
き

も
箏
が
登
場
す
る
。

箏
の
琴
の
あ
る
を
引
き
寄
せ
て
、
か
の
明
石
に
て
小さ

よ夜
更ふ

け
た
り
し

音ね

も
、
例
の
思
し
出
で
ら
る
れ
ば
、
琵
琶
を
わ
り
な
く
せ
め
た
ま
へ

ば
、
す
こ
し
搔
き
合
は
せ
た
る
、
い
か
で
か
う
の
み
ひ
き
具
し
け
む

と
思
さ
る
。（
薄
雲
、
四
四
〇
頁
）

こ
こ
で
初
め
て
源
氏
は
、
明
石
の
君
の
琵
琶
の
音
色
を
聞
く
。
明
石
で
聞

い
た
箏
の
音
色
が
忘
れ
ら
れ
ず
、
琵
琶
を
催
促
し
た
、
と
い
う
の
は
不
自

然
な
よ
う
で
あ
る
が
、
い
ず
れ
の
楽
器
も
秀
で
て
い
る
と
父
入
道
か
ら
聞

か
さ
れ
て
い
た
の
で
、
ま
だ
聞
い
て
い
な
い
琵
琶
を
所
望
し
た
の
で
あ
ろ

う
。そ

れ
以
後
、
第
一
部
の
明
石
の
君
に
は
、
琵
琶
と
箏
が
一
例
ず
つ
見
ら

れ
る
。
琵
琶
の
名
手
ら
し
い
、
と
内
大
臣
が
母
大
宮
に
話
し
た
箇
所
（
少

女
、
三
四
頁
）
と
、
野
分
が
通
り
過
ぎ
た
後
、
源
氏
が
明
石
の
君
を
見
舞

う
と
箏
を
弾
い
て
い
た
と
こ
ろ
（
野
分
、
二
七
七
頁
）
で
あ
る
。
こ
こ
ま

で
は
両
方
の
楽
器
を
弾
き
、
優
劣
は
付
い
て
い
な
い
。
と
こ
ろ
が
第
二
部

に
な
る
と
、
琵
琶
だ
け
が
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
、
箏
は
消
え
て
し
ま
う
。

こ
の
現
象
は
、
宇
治
の
大
君
・
中
の
君
は
琵
琶
と
箏
を
合
奏
し
て
い
た
の

に
、
そ
の
後
は
箏
だ
け
が
取
り
あ
げ
ら
れ
た
の
と
対
照
的
で
あ
る
。
宇
治

の
姉
妹
の
場
合
は
、
女
君
が
嗜
む
楽
器
と
し
て
女
性
性
の
箏
が
話
題
に
さ

れ
、
男
性
性
の
琵
琶
は
敬
遠
さ
れ
た
か
ら
と
推
測
し
た
。
で
は
、
な
ぜ
明

石
の
君
に
ふ
さ
わ
し
い
楽
器
と
し
て
琵
琶
が
選
ば
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

そ
の
理
由
を
列
挙
す
る
と
、
ま
ず
明
石
と
い
う
畿
外
で
育
っ
た
こ
と
が
挙

げ
ら
れ
る
。
次
に
女
楽
の
四
人
の
奏
者
の
な
か
で
唯
一
、
源
氏
の
弟
子
で

は
な
い
（
若
菜
下
、
一
九
七
頁
）。
こ
れ
は
男
性
ば
か
り
の
合
奏
で
、
紅
一
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点
だ
っ
た
源
典
侍
と
少
将
命
婦
の
場
合
に
似
て
い
る
。
そ
し
て
箏
は
女
性

性
、
琵
琶
は
男
性
性
と
い
う
こ
と
を
考
慮
す
る
と
、
明
石
の
君
が
箏
を
奏

で
る
の
は
女
性
と
し
て
振
る
舞
っ
て
い
る
と
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。
す
る

と
女
楽
で
琵
琶
を
担
当
し
た
の
は
、
一
緒
に
合
奏
し
て
い
る
女
三
の
宮
や

紫
の
上
と
張
り
合
わ
な
い
姿
勢
を
示
す
た
め
、
男
性
性
の
楽
器
を
受
け

持
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。

ち
な
み
に
後
世
の
例
で
は
あ
る
が
、
女
楽
を
描
い
た
絵
を
見
る
と
、
中

世
以
来
、
型
が
決
ま
っ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
最
も
身
分
が
低
い
明
石
の

君
だ
け
敷
物
が
な
い
。
ほ
か
の
三
人
は
並
ん
で
い
る
が
、
明
石
の
君
だ
け

は
三
人
と
向
か
い
合
わ
せ
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
源
氏
物
語
絵
の
世
界
に

お
い
て
も
、
明
石
の
君
だ
け
は
異
質
な
存
在
な
の
で
あ
る
。

七　

七
絃
琴
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー

七
絃
琴
は
、
中
国
で
は
君
子
が
嗜
む
も
の
と
し
て
尊
ば
れ
、
そ
の
た
め

光
源
氏
が
須
磨
に
携
え
た
唯
一
の
楽
器
で
あ
る
。
貴
人
に
ふ
さ
わ
し
い
名

器
で
あ
る
の
で
、
弾
き
手
は
皇
統
の
人
々
に
限
ら
れ
、
源
氏
が
末
摘
花
に

心
引
か
れ
た
の
も
、
そ
れ
を
奏
で
る
と
聞
い
た
か
ら
で
あ
る
。
よ
っ
て
諸

楽
器
の
中
で
も
最
上
位
に
位
置
付
け
ら
れ
た
。

琴き
ん

は
兵
部
卿
宮
、
弾
き
た
ま
ふ
。
こ
の
御
琴こ

と

は
、
宜ぎ

陽や
う

殿で
ん

の
御
物も

の

に

て
、
代だ

い
だ
い々

に
第
一
の
名
あ
り
し
御
琴
（
若
菜
上
、
六
〇
頁
）

累
代
の
宝
物
を
収
め
た
宜
陽
殿
の
御
物
の
中
で
も
、
こ
の
七
絃
琴
が
代
々

第
一
と
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
よ
っ
て
七
絃
琴
は
男
性
社
会
に
お
い
て

朝
廷
も
認
め
た
名
器
で
あ
り
、
男
性
性
の
楽
器
と
見
な
せ
よ
う
。

こ
の
琴
の
名
手
は
光
源
氏
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
父
桐
壺
帝
の
教
育
方
針

の
賜
物
で
あ
る
。

「
文も
ん
ざ
い才

を
ば
、
さ
る
も
の
に
て
い
は
ず
、
さ
ら
ぬ
こ
と
の
中
に
は
、
琴き

ん

弾
か
せ
た
ま
ふ
こ
と
な
ん
一い

ち

の
才ざ

え

に
て
、
次
に
は
横
笛
、
琵
琶
、
箏

の
琴こ

と

を
な
む
次
々
に
習
ひ
た
ま
へ
る
」
と
、
上
（
桐
壺
帝
）
も
思
し

の
た
ま
は
せ
き
。（
絵
合
、
三
九
〇
頁
）

桐
壺
帝
が
述
べ
た
絃
楽
器
の
順
番
に
注
目
し
た
い
。
七
絃
琴
が
最
初
に
挙

が
っ
て
い
る
の
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
そ
の
次
は
男
性
性
の
琵
琶
、
そ
し

て
女
性
性
の
箏
と
続
き
、
日
本
産
の
和
琴
は
引
か
れ
て
い
な
い
。
光
源
氏

が
和
琴
を
奏
で
た
描
写
は
あ
る
が
、
そ
れ
は
す
べ
て
私
宴
な
ど
私
的
な
場

面
で
、公
宴
の
席
で
は
な
い
。
そ
れ
に
対
し
て
箏
は
、た
と
え
ば
後
宴
の
御

前
演
奏
で
源
氏
が
務
め
て
い
る
（
花
宴
、
三
五
九
頁
）。
よ
っ
て
、
男
性
性

の
楽
器
の
中
で
七
絃
琴
は
琵
琶
よ
り
上
位
、
女
性
性
の
中
で
和
琴
は
箏
よ

り
下
位
と
位
置
付
け
ら
れ
、
七
絃
琴
―
琵
琶
―
箏
―
和
琴
の
順
に
ラ
ン
ク

付
け
で
き
る
。

七
絃
琴
と
琵
琶
の
共
通
点
は
、
男
性
性
以
外
に
三
つ
考
え
ら
れ
る
。
ま

ず
、
明
石
の
入
道
の
遺
品
と
小
野
で
の
合
奏
は
、
こ
の
二
種
の
楽
器
だ
け

で
あ
り
、
琵
琶
は
洛
外
・
畿
外
と
い
う
外
部
の
特
性
に
よ
る
（
第
四
節
）。

（
9
）



13 源氏物語における絃楽器のジェンダー

ま
た
明
石
の
入
道
は
大
臣
家
の
出
自
、
小
野
の
尼
君
は
「
あ
て
な
る
人
」

の
娘
で
あ
り
（
手
習
、
三
〇
〇
頁
）、
二
人
と
も
由
緒
あ
る
家
の
出
で
、
七

絃
琴
の
持
つ
高
貴
さ
と
い
う
特
質
に
合
う
。

次
に
両
方
の
楽
器
に
「
し
る
べ
」
と
い
う
言
葉
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。

琴き
ん

の
音ね

を
離
れ
て
は
、
何
ご
と
を
か
物
を
と
と
の
へ
知
る
し
る
べ
と

は
せ
む
。（
若
菜
下
、
一
九
九
頁
）

こ
れ
は
光
源
氏
が
七
絃
琴
に
つ
い
て
詳
し
く
語
っ
た
箇
所
の
一
節
で
、
そ

の
音
は
音
階
の
基
準
と
さ
れ
た
。

人
召
し
て
琴き
ん

と
り
よ
せ
て
、八
の
宮

「
い
と
つ
き
な
く
、
な
り
に
た
り
や
。

し
る
べ
す
る
物
の
音ね

に
つ
け
て
な
ん
、思
ひ
出
で
ら
る
べ
か
り
け
る
」

と
て
、琵
琶
召
し
て
、客ま

ら
う
と人

に
そ
そ
の
か
し
た
ま
ふ
。（
橋
姫
、一
五
七

頁
）

八
の
宮
が
薫
に
、「
あ
な
た
が
琵
琶
を
演
奏
し
て
く
れ
れ
ば
、
自
分
も
七
絃

琴
の
奏
法
を
思
い
出
し
て
弾
け
る
だ
ろ
う
」
と
話
し
た
中
で
、琵
琶
を
「
し

る
べ
す
る
物
」
と
評
し
て
い
る
。
古
注
釈
の
中
に
、「
琵
琶
は
絃
の
中
に
て

音
頭
を
す
る
也
」
と
あ
り
、「
し
る
べ
」
す
る
性
質
は
男
性
性
に
ふ
さ
わ
し

い
。第

三
の
共
通
点
は
、
両
楽
器
と
も
異
界
に
関
わ
る
点
で
あ
る
。
琵
琶
は

天
人
か
ら
伝
授
さ
れ
た
り
、
神
や
巫
女
と
関
わ
っ
た
り
す
る
要
素
が
見
ら

れ
た
（
第
四
・
五
節
）。
七
絃
琴
も
ま
た
、
鬼
神
と
関
連
づ
け
ら
れ
て
い
る
。

琴き
ん

な
む
、
な
ほ
わ
づ
ら
は
し
く
、
手
触
れ
に
く
き
も
の
は
あ
り
け
る
。

こ
の
琴こ
と

は
、ま
こ
と
に
跡
の
ま
ま
に
尋
ね
と
り
た
る
昔
の
人
は
、天あ

め
つ
ち地

を
な
び
か
し
、
鬼お

に
が
み神

の
心
を
や
は
ら
げ
、（
中
略
）
か
の
鬼お

に
が
み神

の
耳
と

ど
め
、か
た
ぶ
き
そ
め
に
け
る
も
の
な
れ
ば
に
や
、（
若
菜
下
、一
九
八

頁
）

匂
宮
が
琵
琶
を
弾
き
、
菊
の
花
を
見
て
言
っ
た
セ
リ
フ
を
見
直
す
と
、

「
花
の
中
に
偏ひ
と
へに

」
と
誦ず

じ
た
ま
ひ
て
、「
な
に
が
し
の
皇み

こ子
の
、
こ

の
花
め
で
た
る
夕ゆ

ふ
べぞ

か
し
、
い
に
し
へ
天
人
の
翔か

け

り
て
、
琵
琶
の
手

教
へ
け
る
は
。」（
宿
木
、
四
六
六
頁
）

と
あ
る
。
そ
の
類
話
を
探
す
と
『
江
談
抄
』
第
四
に
、
嵯
峨
の
隠
君
子
が

琴
を
弾
い
て
い
る
と
「
花
中
偏
」
の
漢
詩
の
作
者
（
元
稹
）
の
「
霊
」
が

現
わ
れ
た
、と
あ
る
。
ま
た
、平
安
末
期
に
成
立
し
た
世
尊
時
伊
行
『
源
氏

釈
』
に
は
、
源
高
明
が
琵
琶
を
奏
で
て
い
る
と
、「
あ
や
し
き
も
の
」（
ま

た
は
「
霊
物
」。
中
世
の
『
十
訓
抄
』
第
十
ノ
十
九
で
は
唐
代
の
名
手
だ
っ

た
廉
承
武
の
「
霊
」）
が
出
現
し
て
秘
曲
を
授
け
た
と
あ
る
。
匂
宮
が
話
し

た
伝
説
は
、
隠
君
子
の
琴
と
源
高
明
の
琵
琶
の
二
話
に
関
わ
り
、
両
方
の

楽
器
に
死
霊
が
登
場
す
る
。

八　

六
条
院
の
女
楽
に
お
け
る
ジ
ェ
ン
ダ
ー

こ
れ
ま
で
の
考
察
を
一
覧
表
で
ま
と
め
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。
な

お
音
階
の
項
目
は
、
利
沢
麻
美
氏
の
論
に
よ
っ
た
。

（
10
）

（
11
）

（
12
）
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楽
器

七
絃
琴

琵
琶

箏

和
琴

性
差

男
性
性

女
性
性

産
地

中
国
産

西
域
産

中
国
産

日
本
産

音
階

呂

呂
・
律

呂
・
律

律

特
徴

皇
統
・
王
権

外
部

女
性
ら
し
さ

「
物
の
親
」

そ
れ
ぞ
れ
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
上
位
に
あ
る
七
絃
琴
・
箏
と
、
下
位
に
あ

る
琵
琶
・
和
琴
の
共
通
点
を
考
え
て
み
よ
う
。
ま
ず
和
琴
は
東
琴
と
も
呼

ば
れ
、
そ
の
「
東
」
に
は
僻
地
の
東
国
と
い
う
意
味
も
あ
り
、「
あ
づ
ま
と

ぞ
名
も
立
ち
下
り
た
る
」（
常
夏
、二
三
一
頁
）
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
蔑
視

さ
れ
て
い
た
が
、
そ
の
性
質
は
琵
琶
に
も
見
ら
れ
る
。
中
華
思
想
に
よ
る

と
、
琵
琶
が
生
ま
れ
た
西
域
は
西
戎
の
住
む
辺
地
で
あ
る
。
よ
っ
て
琵
琶

と
和
琴
に
は
、
都
か
ら
離
れ
て
い
る
点
が
共
通
す
る
。
逆
に
上
位
に
立
つ

七
絃
琴
は
皇
統
と
深
く
関
わ
り
、
そ
れ
は
ま
た
君
子
の
嗜
み
で
あ
り
、
箏

は
女
君
に
ふ
さ
わ
し
い
楽
器
で
あ
る
。

六
条
院
で
催
さ
れ
た
女
楽
に
は
、
四
人
の
女
君
が
四
種
の
絃
楽
器
を
分

担
し
て
い
る
。

秘
し
た
ま
ふ
御
琴
ど
も
、
う
る
は
し
き
紺
地
の
袋
ど
も
に
入
れ
た
る

取
り
出
で
て
、
明
石
の
御
方
に
琵
琶
、
紫
の
上
に
和
琴
、
女
御
の
君

に
箏
の
御
琴
、
宮
に
は
、
か
く
こ
と
ご
と
し
き
琴
は
ま
だ
、
え
弾
き

た
ま
は
ず
や
と
あ
や
ふ
く
て
、
例
の
手
馴
ら
し
た
ま
へ
る
を
ぞ
調
べ

て
奉
り
た
ま
ふ
。（
若
菜
下
、
一
八
七
頁
）

こ
の
四
人
の
順
番
に
注
目
し
た
い
。
そ
れ
ぞ
れ
の
演
奏
を
描
写
し
た
と
き

も
同
じ
順
で
あ
る
（
同
、一
九
〇
頁
）。
そ
し
て
各
人
を
花
に
譬
え
た
場
面

で
は
逆
に
な
り
、「
宮
の
御
方
」
か
ら
始
ま
り
「
女
御
の
君
」「
紫
の
上
」

そ
し
て
「
明
石
」
で
終
わ
る
（
同
、一
九
一
頁
）。「
紫
の
上
」
に
は
「
上
」

と
い
う
敬
称
が
あ
る
の
に
対
し
て
、
明
石
の
君
は
「
明
石
」
と
呼
び
捨
て

に
さ
れ
て
い
る
の
で
、
こ
の
順
序
は
身
分
に
よ
る
と
解
釈
で
き
る
。
す
な

わ
ち
内
親
王
―
女
御
―
紫
の
上
―
明
石
の
順
で
あ
る
。
各
自
が
分
担
し
た

楽
器
を
前
掲
の
一
覧
表
と
照
合
す
る
と
、
女
三
の
宮
の
七
絃
琴
は
内
親
王

に
ふ
さ
わ
し
い
高
貴
さ
、懐
妊
中
の
明
石
の
女
御
の
箏
は
女
性
ら
し
さ
、紫

の
上
の
和
琴
は
六
条
院
に
お
け
る
「
物
の
親
」、そ
し
て
明
石
の
君
の
琵
琶

は
畿
外
出
身
と
い
う
要
素
を
備
え
て
い
て
、
ま
さ
に
奏
者
と
楽
器
の
特
性

は
一
致
し
て
い
る
。
こ
の
と
き
既
に
六
条
院
の
崩
壊
は
始
ま
っ
て
い
た
と

論
じ
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
の
女
楽
の
盛
儀
は
最
後
の
輝
き
を
放
っ
た
、
見

事
な
ハ
ー
モ
ニ
ー
と
言
え
よ
う
。

最
後
に
、
四
人
の
女
君
が
そ
の
楽
器
を
担
当
し
た
理
由
に
つ
い
て
考
察

す
る
。
こ
の
女
楽
は
、
女
三
の
宮
が
源
氏
と
結
婚
し
て
六
年
経
ち
、
未
婚

の
と
き
か
ら
父
朱
雀
院
に
つ
い
て
習
っ
て
い
た
七
絃
琴
を
、
朱
雀
院
が

五
十
賀
の
と
き
に
聞
き
た
い
と
言
い
出
し
た
た
め
、
そ
の
試
楽
と
し
て
行

な
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
女
三
の
宮
が
七
絃
琴
を
受
け
持
つ

の
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
問
題
は
他
の
三
人
で
あ
る
。
明
石
の
君
は
琵
琶
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以
外
に
箏
の
名
人
で
も
あ
っ
た
の
で
（
第
六
節
）、
箏
を
弾
く
可
能
性
も

あ
っ
た
。
そ
の
箏
を
奏
で
た
の
は
明
石
の
女
御
で
あ
る
が
、
女
楽
ま
で
に

女
御
が
演
奏
し
た
描
写
も
、
ま
た
ど
の
楽
器
を
嗜
ん
で
い
た
か
の
記
述
も

な
い
。
紫
の
上
は
女
楽
で
和
琴
を
上
手
に
弾
じ
た
が
、
そ
れ
に
秀
で
て
い

る
と
い
う
記
載
は
こ
れ
ま
で
に
見
ら
れ
な
い
。
紫
の
上
が
光
源
氏
か
ら
教

わ
っ
た
の
は
箏
で
あ
り
（
紅
葉
賀
、
三
三
一
頁
）、
明
石
の
君
が
そ
の
名
手

だ
と
源
氏
か
ら
聞
か
さ
れ
、
箏
を
弾
く
よ
う
勧
め
ら
れ
て
も
嫉
妬
の
あ
ま

り
手
も
触
れ
な
か
っ
た
（
澪
標
、二
九
三
頁
）。
こ
の
よ
う
に
第
一
部
に
描

か
れ
た
こ
と
を
考
慮
す
る
と
、
な
ぜ
紫
の
上
が
箏
で
は
な
く
和
琴
を
、
な

ぜ
女
御
が
箏
を
、
そ
し
て
琵
琶
と
箏
を
得
意
と
す
る
明
石
の
君
が
な
ぜ
琵

琶
を
弾
く
の
か
、
解
決
で
き
な
い
。
第
二
部
に
お
け
る
女
楽
は
、
第
一
部

で
語
ら
れ
た
こ
と
を
引
き
継
ぐ
の
で
は
な
く
、
今
ま
で
に
考
察
し
た
各
々

の
楽
器
の
特
質
に
合
わ
せ
て
奏
者
が
割
り
当
て
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

女
楽
の
前
半
は
以
上
の
四
人
が
分
担
し
て
、
後
半
は
身
重
の
女
御
が
箏

を
紫
の
上
に
譲
り
、
和
琴
は
代
わ
り
に
光
源
氏
が
担
当
し
た
。
こ
の
楽
器

の
交
替
を
前
掲
の
一
覧
表
に
照
ら
し
合
わ
せ
て
み
よ
う
。
紫
の
上
が
女
性

性
下
位
の
和
琴
か
ら
女
性
性
上
位
の
箏
に
替
わ
っ
た
、と
い
う
こ
と
は
、女

御
の
養
母
と
し
て
格
上
げ
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
紫
の
上
が
弾
い

て
い
た
「
物
の
親
」
で
あ
る
和
琴
を
源
氏
が
奏
で
る
こ
と
に
よ
り
、
こ
の

二
人
が
六
条
院
の
親
と
し
て
二
人
三
脚
で
治
め
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
よ

う
。

終
わ
り
に

鎌
倉
初
期
に
成
立
し
た
『
無
名
草
子
』
に
は
、
箏
と
琵
琶
に
関
す
る
記

述
が
あ
る
。

箏
の
琴
は
、
女
の
し
わ
ざ
と
お
ぼ
え
て
、
な
つ
か
し
く
あ
は
れ
な
る

も
の
の
音ね

な
れ
ど
、
あ
や
し
の
生な

ま

女に
ょ
う
ば
う

房
、
童わ

ら
はべ

、
侍

さ
ぶ
ら
ひな

ど
ま
で
、
大お

ほ
か
た方

よ
か
ら
ぬ
爪つ

ま

鳴
ら
し
し
て
、
な
べ
て
耳
慣な

ら
し
た
る
が
、
い
と
口く

ち
を惜

し
き
な
り
。
琵
琶
は
な
べ
て
弾
く
人
少
な
う
、ま
し
て
女
な
ど
は
、た

ま
た
ま
ま
ね
ぶ
を
聞
く
も
、
い
と
め
で
た
く
、
心
に
く
く
、
奥
ゆ
か

し
く
こ
そ
は
べ
れ
。（
二
七
四
頁
）

箏
は
「
女
の
し
わ
ざ
」（
女
の
た
し
な
む
楽
器
）、
す
な
わ
ち
女
性
性
の
楽

器
で
あ
り
、
琵
琶
は
「
ま
し
て
女
な
ど
は
」
と
い
う
口
調
か
ら
判
断
す
る

と
、
男
性
性
の
楽
器
と
見
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
源
氏
物
語
か

ら
約
二
百
年
後
に
至
っ
て
も
、
楽
器
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
は
存
在
し
て
い
た
の

で
あ
る
。

﹇
付
記
﹈

　

本
稿
は
、
平
成
二
十
五
年
度
中
古
文
学
会
（
関
西
部
会
）
と
筑
紫
平
安
文
学

会
に
お
い
て
行
な
っ
た
研
究
発
表
を
も
と
に
成
稿
し
た
も
の
で
あ
る
。
席
上
ご

教
示
を
賜
っ
た
諸
先
生
方
に
心
よ
り
感
謝
申
し
上
げ
る
。

（
13
）
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注
（
1
）
武
知
優
子
氏
「
楽
器
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
・
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ　

―
小
学
生

の
楽
器
に
対
す
る
好
み
と
の
関
連
―
」、日
本
音
楽
教
育
学
会
『
音
楽
教
育

学
』
35
（
1
）、
平
成
一
七
年
。

（
2
）
千
野
香
織
氏
「
日
本
美
術
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
」、『
美
術
史
』
一
三
六
、
平

成
六
年
三
月
。
以
下
、
本
稿
に
引
用
す
る
千
野
氏
の
論
は
、
す
べ
て
当
論

文
に
よ
る
。

（
3
）
本
稿
に
引
用
す
る
『
源
氏
物
語
』
お
よ
び
『
う
つ
ほ
物
語
』『
無
名
草

子
』
の
本
文
は
、
小
学
館
の
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
（
略
称
「
新
編
全

集
」）
に
よ
り
、
末
尾
の
（　

）
内
に
巻
名
と
頁
数
を
付
す
。
な
お
、
振
り

仮
名
や
読
点
は
適
宜
、
付
け
た
り
略
し
た
り
し
た
。

（
4
）
頭
中
将
が
和
琴
の
名
人
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、「
頭
中
将
の
和
琴
は
、

源
氏
と
の
対
抗
上
、
急
拠
（
マ
マ
）絵
合
巻
で
設
定
さ
れ
た
よ
う
で
、
そ
れ
は
伝
来

の
名
作
を
所
蔵
す
る
王
氏
対
斬
新
な
意
匠
を
か
ざ
す
藤
氏
、
と
い
う
図
式

に
源
氏
の
琴
、
頭
中
将
の
和
琴
を
対
応
さ
せ
る
と
い
う
物
語
の
要
請
か
ら

な
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
」
と
解
釈
さ
れ
て
い
る
（
中
川
正
美
氏
『
源
氏
物

語
と
音
楽
』
七
一
頁
、
和
泉
書
院
、
平
成
三
年
）。

 

　

ち
な
み
に
上
代
の
例
で
あ
る
が
、万
葉
集
（
巻
五
、八
一
〇
）
に
「
日や
ま
と本

琴ご
と

」
が
「
夢
に
娘を
と
め子
に
化な

り
て
」
と
あ
る
。
ま
た
、「
物
の
親
」（
常
夏
の

巻
）
の
注
と
し
て
『
河
海
抄
』
に
は
、
和
琴
は
伊
耶
那
岐
・
伊
耶
那
美
の

時
に
作
ら
れ
、
そ
れ
ゆ
え
「
諸
楽
器
の
最
上
」
に
置
く
、
と
あ
る
。

（
5
）
夕
霧
が
住
む
東
の
対
か
ら
聞
こ
え
て
く
る
笛
と
箏
の
合
奏
を
光
源
氏
が

聞
い
て
、「
夕
霧
が
友
人
た
ち
と
演
奏
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
笛
は
柏
木
が

ふ
い
て
い
る
の
だ
ろ
う
」
と
思
っ
た
と
あ
る
（
篝
火
、二
五
八
頁
）。
箏
の

奏
者
は
明
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
ひ
と
ま
ず
夕
霧
と
判
断
し
た
。

（
6
）
ち
な
み
に
西
洋
楽
器
に
お
い
て
も
、
似
た
指
摘
が
見
ら
れ
る
。

 

　
　

  

女
性
は
弱
す
ぎ
る
（
例
え
ば
、
身
体
的
強
さ
や
肺
活
量
）
と
考
え
ら

れ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
あ
る
い
は
演
奏
す
る
こ
と
が
「
容
姿
を
損
な

う
」
と
い
う
理
由
で
、
女
性
が
ド
ラ
ム
ス
や
木
管
・
金
管
楽
器
を
演

奏
す
る
こ
と
は
妨
げ
ら
れ
て
き
た
。（
ス
ー
ザ
ン
・
Ａ
・
オ
ニ
ー
ル

﹇
佐
藤
典
子
訳
﹈「
ジ
ェ
ン
ダ
ー
と
音
楽
」、
デ
イ
ヴ
ィ
ド
・
Ｊ
・
ハ
ー

グ
リ
ー
ヴ
ズ
／
エ
イ
ド
リ
ア
ン
・
Ｃ
・
ノ
ー
ス
編
『
人
は
な
ぜ
音
楽

を
聴
く
の
か
―
音
楽
の
社
会
心
理
学
』
五
五
頁
、
東
海
大
学
出
版
会
、

平
成
一
六
年
）。

（
7
）
野
村
充
利
氏
「『
源
氏
物
語
』
の
「
琵
琶
」」、『
奈
良
大
学
大
学
院
研
究

年
報
』
七
、
平
成
一
四
年
三
月
。

（
8
）『
小
右
記
』
永
観
三
年
（
九
八
五
）
正
月
一
日
の
条
に
よ
る
と
、円
融
上

皇
の
御
前
演
奏
に
、
男
性
の
管
絃
者
に
交
じ
っ
て
簾
中
で
琵
琶
を
弾
く
女

性
が
一
人
い
る
。
磯
水
絵
氏
『『
源
氏
物
語
』
時
代
の
音
楽
研
究
―
中
世
の

楽
書
か
ら
―
』
五
五
頁
（
笠
間
書
院
、
平
成
二
〇
年
）
参
照
。

（
9
）
源
氏
が
和
琴
を
弾
い
た
の
は
、
左
大
臣
邸
で
葵
の
上
が
す
ぐ
に
は
会
っ

て
く
れ
な
い
と
き
（
若
紫
、
二
五
一
頁
）、
玉
鬘
と
一
緒
に
い
る
と
き
（
常

夏
、
二
二
九
・
二
三
一
頁
）、
玉
鬘
の
い
る
西
の
対
で
夕
霧
・
柏
木
た
ち
と

合
奏
し
た
と
き
（
篝
火
、
二
五
八
頁
）、
嫁
い
だ
玉
鬘
を
偲
ん
で
い
る
と
き

（
真
木
柱
、
三
九
二
頁
）、
六
条
院
で
催
さ
れ
た
女
楽
の
あ
と
「
け
近
き
御

遊
び
」
に
な
っ
た
と
き
（
若
菜
下
、
二
〇
〇
頁
）
で
あ
る
。

（
10
）
中
世
末
に
編
纂
さ
れ
た
源
氏
物
語
の
注
釈
書
で
あ
る
『
岷
江
入
楚
』
に
、

「
箋
」（
三
条
西
実
枝
の
聞
書
）
の
説
と
し
て
引
か
れ
て
い
る
。

（
11
）
江
談
抄
研
究
会
『
類
従
本
系　

江
談
抄
注
解
』
一
七
四
頁
、
武
蔵
野
書

院
、
昭
和
五
八
年
。『
古
今
著
聞
集
』
巻
第
四
に
も
類
話
が
見
ら
れ
る
。
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（
12
）
利
沢
麻
美
氏
「
源
氏
物
語
に
お
け
る
方
法
と
し
て
の
音
楽　

―
「
若
菜

下
」
巻
の
女
楽
に
つ
い
て
―
」、『
国
語
と
国
文
学
』
平
成
一
五
年
一
月
。
同

氏
に
よ
る
と
、
七
絃
琴
は
「
呂
旋
に
基
づ
く
楽
器
で
、
律
旋
の
曲
は
合
わ

せ
に
く
い
。」、
和
琴
は
「
律
旋
に
基
づ
く
楽
器
で
、
呂
旋
の
曲
は
合
わ
せ

に
く
い
。」、
琵
琶
と
箏
は
「
律
旋
の
曲
、
呂
旋
の
曲
、
共
に
合
わ
せ
や
す

い
。」
と
ま
と
め
ら
れ
る
。

（
13
）
光
源
氏
が
若
紫
に
箏
を
教
え
た
の
は
、
藤
壺
が
そ
の
名
手
だ
っ
た
か
ら

と
、樋
浦
美
奈
子
氏
は
推
測
さ
れ
た
（「
拒
ま
れ
た
楽
の
音
―
紫
の
上
と
音

楽
―
」、『
玉
藻
』
27
、
平
成
三
年
一
〇
月
）。




