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詞林　第73号　2023年4月

一
、
建
礼
門
院
右
京
大
夫
と
物
語

　

建
礼
門
院
右
京
大
夫
は
、
平
安
末
期
か
ら
鎌
倉
初
期
と
い
う
社
会
が

大
き
く
変
化
し
て
ゆ
く
時
期
を
生
き
た
女
性
で
あ
る
。
そ
の
家
集
『
建

礼
門
院
右
京
大
夫
集
』（
以
下
『
右
京
大
夫
集
』）
に
は
、
建
礼
門
院
徳

子
に
仕
え
る
日
々
の
中
で
詠
ん
だ
和
歌
や
、
源
平
の
動
乱
に
よ
り
失
っ

た
恋
人
、
平
資
盛
を
追
慕
す
る
和
歌
が
収
め
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
一

部
に
『
源
氏
物
語
』
を
中
心
と
し
た
物
語
と
の
関
わ
り
が
見
ら
れ
る
。

以
下
は
『
源
氏
物
語
』
そ
の
も
の
に
言
及
し
た
場
面
で
あ
る
。

　
　
　
　

…
…
さ
す
が
積
も
り
に
け
る
反
古
な
れ
ば
、
多
く
て
、
尊
勝

陀
羅
尼
、
何
く
れ
さ
ら
ぬ
こ
と
も
多
く
書
か
せ
な
ど
す
る
に
、

な
か
な
か
見
じ
と
思
へ
ど
、
さ
す
が
に
見
ゆ
る
筆
の
跡
、
言

の
葉
ど
も
、
か
か
ら
で
だ
に
、
昔
の
跡
は
涙
の
か
か
る
な
ら

ひ
な
る
を
、
目
も
く
れ
心
も
消
え
つ
つ
、
言
は
む
方
な
し
。

そ
の
折
、
と
あ
り
し
、
か
か
り
し
、
わ
が
言
ひ
し
こ
と
の
あ

ひ
し
ら
ひ
、
何
か
と
見
ゆ
る
が
、
か
き
返
す
や
う
に
覚
ゆ
れ

ば
、
ひ
と
つ
も
残
さ
ず
、
み
な
さ
や
う
に
認
む
る
に
、「
見

る
も
か
ひ
な
し
」
と
か
や
、
源
氏
の
物
語
に
あ
る
こ
と
、
思

ひ
出
で
ら
る
る
も
、「
何
の
心
あ
り
て
」
と
、
つ
れ
な
く
覚
ゆ
。

　
　

か
な
し
さ
の
い
と
ど
も
よ
ほ
す
水
茎
の
跡
は
な
か
な
か
消
え
ね
と

ぞ
思
ふ
（
二
二
九
）

　
　

か
ば
か
り
の
思
ひ
に
堪
へ
て
つ
れ
も
な
く
な
ほ
な
が
ら
ふ
る
玉
の

緒
も
憂
し
（
二
三
〇
）

　

資
盛
の
戦
死
の
報
に
接
し
た
右
京
大
夫
は
、
深
い
悲
し
み
の
中
、「
後

の
世
を
ば
か
な
ら
ず
思
ひ
や
れ
」（
二
二
八
詞
書
）
と
い
う
資
盛
の
言

葉
を
思
い
出
す
。
菩
提
を
弔
お
う
と
、
資
盛
の
手
紙
を
写
経
の
料
紙
と

し
て
漉
き
直
さ
せ
た
が
、
筆
跡
が
目
に
入
っ
て
し
ま
う
。
こ
の
と
き
、

右
京
大
夫
が
思
い
浮
か
べ
た
の
は
「「
見
る
も
か
ひ
な
し
」
と
か
や
、

源
氏
の
物
語
に
あ
る
こ
と
」、
す
な
わ
ち
『
源
氏
物
語
』
幻
巻
、
出
家

を
前
に
源
氏
が
紫
の
上
の
手
紙
を
処
分
す
る
場
面
で
あ
っ
た
。

　
　

い
と
う
た
て
、
い
ま
一
際
の
御
心
ま
ど
ひ
も
、
女
々
し
く
人
わ
る

く
な
り
ぬ
べ
け
れ
ば
、
よ
く
も
見
た
ま
は
で
、
こ
ま
や
か
に
書
き

建
礼
門
院
右
京
大
夫
の
物
語
享
受

―
―
『
狭
衣
物
語
』
を
中
心
に
―
―

丹
下�　

暖
子
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た
ま
へ
る
か
た
は
ら
に
、

　
　
　
　

か
き
つ
め
て
見
る
も
か
ひ
な
し
藻
塩
草
お
な
じ
雲
居
の
煙
と

を
な
れ

　
　

と
書
き
つ
け
て
、
み
な
焼
か
せ
た
ま
ひ
つ
。

�

（『
源
氏
物
語
』
幻　

④
五
四
八
頁
）

　

こ
の
よ
う
に
『
源
氏
物
語
』
そ
の
も
の
に
言
及
す
る
形
の
ほ
か
に
も

物
語
と
の
関
わ
り
は
見
ら
れ（

1
）る。

右
京
大
夫
は
『
源
氏
釈
』
を
著
し
た

藤
原
伊
行
の
娘
。『
源
氏
物
語
』
を
は
じ
め
と
し
た
物
語
に
精
通
し
て

い（
2
）たは
ず
で
、
家
集
編
纂
に
あ
た
っ
て
も
物
語
を
用
い
た
と
考
え
ら
れ

る
が
、
そ
も
そ
も
、
右
京
大
夫
に
と
っ
て
物
語
と
は
ど
の
よ
う
な
存
在

で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

　

例
え
ば
、『
蜻
蛉
日
記
』
は
、
そ
の
冒
頭
で
「
古
物
語
」
を
「
そ
ら

ご
と
」
と
す
る
。
そ
し
て
、
摂
関
家
の
貴
公
子
と
の
結
婚
と
い
う
自
ら

の
希
有
な
経
験
を
、
物
語
と
は
異
な
る
「
日
記
」
と
し
て
書
く
の
だ
と

宣
言
す
る
。

　
　

か
く
あ
り
し
時
過
ぎ
て
、
世
の
中
に
い
と
も
の
は
か
な
く
、
と
に

も
か
く
に
も
つ
か
で
、
世
に
経
る
人
あ
り
け
り
。
か
た
ち
と
て
も

人
に
も
似
ず
、
心
魂
も
あ
る
に
も
あ
ら
で
、
か
う
も
の
の
要
に
も

あ
ら
で
あ
る
も
、
こ
と
わ
り
と
思
ひ
つ
つ
、
た
だ
臥
し
起
き
明
か

し
暮
ら
す
ま
ま
に
、
世
の
中
に
多
か
る
古
物
語
の
は
し
な
ど
を
見

れ
ば
、
世
に
多
か
る
そ
ら
ご
と
だ
に
あ
り
、
人
に
も
あ
ら
ぬ
身
の

上
ま
で
書
き
日
記
し
て
、
め
づ
ら
し
き
さ
ま
に
も
あ
り
な
む
、
天

下
の
人
の
品
高
き
や
と
問
は
む
た
め
し
に
も
せ
よ
か
し
、
と
お
ぼ

ゆ
る
も
、
過
ぎ
に
し
年
月
ご
ろ
の
こ
と
も
お
ぼ
つ
か
な
か
り
け
れ

ば
、
さ
て
も
あ
り
ぬ
べ
き
こ
と
な
む
多
か
り
け
る
。

�

（『
蜻
蛉
日
記
』
上
巻　

八
九
頁
）

　
『
右
京
大
夫
集
』
に
は
、『
蜻
蛉
日
記
』
の
よ
う
に
物
語
に
対
す
る
認

識
を
明
確
に
語
る
部
分
は
な
い
。
だ
が
、『
右
京
大
夫
集
』
も
『
蜻
蛉

日
記
』
同
様
、
そ
の
冒
頭
で
自
ら
が
書
こ
う
と
す
る
も
の
が
何
で
あ
る

か
を
述
べ
よ
う
と
し
た
作
品
で
あ
る
点
に
注
目
さ
れ
る
。

　
　

家
の
集
な
ど
い
ひ
て
、
歌
よ
む
人
こ
そ
書
き
と
ど
む
る
こ
と
な
れ
、

こ
れ
は
、
ゆ
め
ゆ
め
さ
に
は
あ
ら
ず
。
た
だ
、
あ
は
れ
に
も
、
悲

し
く
も
、何
と
な
く
忘
れ
が
た
く
覚
ゆ
る
こ
と
ど
も
の
、そ
の
折
々
、

ふ
と
心
に
覚
え
し
を
、
思
ひ
出
で
ら
る
る
ま
ま
に
、
わ
が
目
ひ
と

つ
に
見
む
と
て
書
き
置
く
な
り
。�

（
一
番
歌
詞
書
）

　

傍
線
部
に
対
し
、
謙
遜
の
姿
勢
を
読
み
取
る
見（

3
）解や
、「
あ
く
ま
で

も
私
的
な
も
の
で
あ
っ
て
、
公
的
の
も
の
で
は
な
い
と
い
う
態
度
を
明

ら
か
に
し
て
い（

4
）る」

と
い
っ
た
指
摘
も
あ
る
が
、
同
時
に
、
自
ら
が
書

こ
う
と
す
る
も
の
―
―
和
歌
そ
の
も
の
よ
り
も
長
文
化
し
て
ゆ
く
詞
書

の
ほ
う
に
重
き
を
置
く
作
品
―
―
が
通
常
の
「
家
の
集
」
と
は
異
な
る

こ
と
を
も
述
べ
よ
う
と
し
て
い
る
と
解
さ
れ
る
。
通
常
の
家
集
か
ら
逸

脱
し
、
長
文
の
詞
書
で
余
す
こ
と
な
く
書
き
残
し
た
の
が
、
源
平
の
動

乱
に
端
を
発
す
る
希
有
な
経
験
で
あ
る
こ
と
は
言
を
俟
た
な
い
。

　

冒
頭
に
こ
の
よ
う
な
序
に
相
当
す
る
文
章
を
も
つ
『
右
京
大
夫
集
』

や
『
蜻
蛉
日
記
』
の
作
者
た
ち
は
、
自
ら
の
希
有
な
経
験
を
書
き
残
す

に
あ
た
り
、
ど
の
よ
う
な
形
式
を
と
る
か
と
い
う
問
題
に
自
覚
的
で
、
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先
行
す
る
作
品
を
強
く
意
識
し
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。『
蜻
蛉
日

記
』
で
は
「
日
記
」
と
対
比
す
る
形
で
「
古
物
語
」
に
言
及
し
て
い
た

が
、『
右
京
大
夫
集
』
で
は
物
語
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
、
享
受
し
て
い

る
の
だ
ろ
う
か
。
特
に
右
京
大
夫
は
、
源
平
の
動
乱
に
よ
る
恋
人
の
戦

死
と
社
会
の
変
化
と
い
う
希
有
な
経
験
を
し
た
女
性
で
あ
る
。
苛
烈
な

現
実
を
目
の
当
た
り
に
し
た
女
性
が
、
物
語
と
い
う
「
そ
ら
ご
と
」
の

世
界
を
ど
の
よ
う
に
見
つ
め
て
い
た
の
か
。
こ
の
点
に
注
目
し
な
が
ら
、

右
京
大
夫
の
物
語
享
受
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

二
、『
建
礼
門
院
右
京
大
夫
集
』
と
『
狭
衣
物
語
』

　
『
右
京
大
夫
集
』
が
『
源
氏
物
語
』
の
影
響
を
受
け
て
い
る
こ
と
は

先
の
例
か
ら
明
ら
か
だ
が
、『
源
氏
物
語
』
以
外
の
物
語
に
つ
い
て
は

ど
う
だ
ろ
う
か
。
本
稿
で
は
、『
右
京
大
夫
集
』
研
究
に
お
い
て
は
看

過
さ
れ
て
き
た
感
の
あ
る
『
狭
衣
物
語
』
を
取
り
上
げ
、
右
京
大
夫
の

『
源
氏
物
語
』
享
受
、
ひ
い
て
は
物
語
享
受
の
問
題
を
考
え
る
手
が
か

り
と
す
る
。

　
『
右
京
大
夫
集
』
と
『
狭
衣
物
語
』
の
関
わ
り
を
考
え
る
と
き
、
注

目
さ
れ
る
の
は
、
以
下
の
小
宰
相
と
平
通
盛
の
恋
、
及
び
そ
の
顛
末
に

言
及
し
た
場
面
で
あ
る
。

　
　
　
　

治
承
な
ど
の
こ
ろ
な
り
し
に
や
、
豊
の
明
り
の
こ
ろ
、
上
西

門
院
女
房
、
物
見
に
二
車
ば
か
り
に
て
参
ら
れ
た
り
し
、
と

り
ど
り
に
見
え
し
中
に
、
小
宰
相
殿
と
い
ひ
し
人
の
、
鬢
額

の
か
か
り
ま
で
、
こ
と
に
目
と
ま
り
し
を
、
年
ご
ろ
心
か
け

て
言
ひ
け
る
人
の
、
通
盛
の
朝
臣
に
取
ら
れ
て
、
嘆
く
と
聞

き
し
、
げ
に
思
ふ
も
こ
と
わ
り
と
覚
え
し
か
ば
、
そ
の
人
の

も
と
へ
、

　
　

さ
こ
そ
げ
に
君
嘆
く
ら
め
心
そ
め
し
山
の
も
み
ぢ
を
人
に
折
ら
れ

て
（
一
六
五
）

　
　
　
　

返
し

　
　

な
に
か
げ
に
人
の
折
り
け
る
も
み
ぢ
葉
を
心
移
し
て
思
ひ
そ
め
け

む
（
一
六
六
）

　
　
　
　

な
ど
申
し
し
折
は
、
た
だ
あ
だ
ご
と
と
こ
そ
思
ひ
し
を
、
そ

れ
ゆ
ゑ
底
の
藻
屑
と
ま
で
な
り
し
を
、
あ
は
れ
の
例
な
さ
は
、

よ
そ
に
て
嘆
き
し
人
に
折
ら
れ
な
ま
し
か
ば
、
さ
は
あ
ら
ざ

ら
ま
し
。
か
へ
す
が
へ
す
例
な
か
り
け
る
契
り
の
深
さ
も
、

言
は
む
方
な
し
。

　

和
歌
の
贈
答
そ
の
も
の
は
、
小
宰
相
に
思
い
を
寄
せ
て
い
た
が
、
通

盛
に
と
ら
れ
て
嘆
く
男
を
右
京
大
夫
が
慰
め
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

注
目
す
べ
き
は
『
右
京
大
夫
集
』
編
纂
時
の
視
点
で
記
さ
れ
た
左
注
部

分
で
、
源
平
の
動
乱
の
さ
な
か
、
戦
死
し
た
通
盛
を
追
っ
て
入
水
し
た

小
宰
相
の
こ
と
を
「
底
の
藻
屑
」
と
な
っ
た
と
表
現
し
て
い
る
点
で
あ

る
。
こ
の
「
底
の
藻
屑
」
は
、『
狭
衣
物
語
』
で
は
小
宰
相
同
様
、
入

水
し
た
飛
鳥
井
の
女
君
を
指
す
表
現
な
の
で
あ（

5
）る。

　
『
狭
衣
物
語
』
に
お
い
て
、
飛
鳥
井
の
女
君
の
入
水
は
次
の
よ
う
に

描
か
れ
て
い
る
。

　

乳
母
に
欺
か
れ
、
筑
紫
行
き
の
船
に
乗
せ
ら
れ
た
飛
鳥
井
の
女
君
は
、
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狭
衣
の
従
者
・
道
成
の
求
愛
に
絶
望
し
、
虫
明
の
瀬
戸
で
入
水
を
考
え

る
。
こ
の
と
き
、
女
君
は
狭
衣
と
の
子
を
宿
し
て
い
た
。
入
水
を
前
に
、

女
君
は
狭
衣
の
形
見
の
扇
に
和
歌
を
書
き
つ
け
る
。

　
　

い
み
じ
き
心
惑
ひ
に
も
、
硯
を
せ
が
い
に
取
り
出
で
つ
つ
、
こ
の

扇
に
物
書
か
ん
と
す
る
に
、
目
も
涙
に
く
れ
、
手
も
わ
な
な
か
る

れ
ど
、

　
　
　
　

早
き
瀬
の
底
の
水
屑
に
な
り
に
き
と
扇
の
風
よ
吹
き
も
伝
へ

よ

　
　

と
も
言
ひ
果
て
ず
、
人
の
け
は
ひ
の
す
れ
ば
、
落
ち
入
り
な
ん
と

て
、
海
の
底
を
の
ぞ
く
。
た
だ
、
か
ば
か
り
に
て
だ
に
も
、
い
と

恐
ろ
し
き
に
、
わ
な
な
く
わ
な
な
く
う
つ
伏
し
た
ま
ふ
め
り
と
ぞ
。

�

（『
狭
衣
物
語
』
巻
一　

一
五
二
～
一
五
三
頁
）

　
「
早
き
瀬
の
」
は
、
入
水
し
て
「
底
の
水
屑
」
と
な
っ
た
こ
と
を
狭

衣
に
伝
え
る
よ
う
、
扇
に
呼
び
か
け
た
歌
で
あ
る
。
後
に
こ
の
扇
を
見

た
狭
衣
は
、
入
水
し
た
女
君
を
思
い
、「
底
の
藻
屑
」
と
表
現
し
て
い
る
。

　
　

こ
の
扇
は
見
知
り
た
り
け
る
な
め
り
、
あ
は
れ
、
い
か
ば
か
り
思

ひ
け
ん
と
思
し
や
ら
る
る
涙
の
水
脈
に
な
り
ぬ
べ
し
。

　
　
　
　

唐
泊
底
の
藻
屑
も
流
れ
し
を
瀬
々
の
岩
間
も
た
づ
ね
て
し
が

な�

（『
狭
衣
物
語
』
巻
二　

二
五
三
～
二
五
四
頁
）

　
「
底
の
藻
屑
」
あ
る
い
は
「
底
の
水（

6
）屑」
は
、
そ
の
後
も
狭
衣
が
入

水
し
た
飛
鳥
井
の
女
君
を
思
う
際
の
表
現
と
し
て
用
い
ら
れ
る
。

　
　

①
か
の
底
の
藻
屑
を
だ
に
あ
ら
ま
し
か
ば
、
あ
な
づ
ら
は
し
き
私

も
の
に
て
常
に
見
あ
つ
か
ひ
、
心
を
慰
め
ま
し
も
の
を
、
言
ふ

か
ひ
な
き
わ
ざ
な
り
や
…
…

�

（『
狭
衣
物
語
』
巻
二　

二
五
九
～
二
六
〇
頁
）

　
　

②
か
の
底
の
水
屑
も
思
し
出
で
ら
れ
て
、
た
だ
か
ば
か
り
の
深
さ

だ
に
思
ひ
入
り
が
た
げ
な
る
を
、
い
か
ば
か
り
思
ひ
わ
び
て
か

な
ど
…
…�

（『
狭
衣
物
語
』
巻
二　

二
九
七
頁
）

　
　

③
「
さ
ら
ば
、
こ
の
底
の
水
屑
の
ゆ
か
り
な
り
け
り
」
と
い
み
じ

う
あ
は
れ
に
て
…
…�

（『
狭
衣
物
語
』
巻
二　

三
〇
二
頁
）

　

①
は
、
あ
の
「
底
の
藻
屑
」
さ
え
生
き
て
い
て
く
れ
た
な
ら
と
、
入

水
し
た
女
君
を
思
い
、
涙
す
る
場
面
、
②
は
、
吉
野
川
の
水
量
か
ら
女

君
の
入
水
を
連
想
す
る
場
面
で
あ
る
。
③
で
は
、
女
君
の
兄
を
「
底
の

水
屑
の
ゆ
か
り
」
と
表
現
し
て
い
る
。『
右
京
大
夫
集
』
に
お
い
て
小

宰
相
の
入
水
を
記
す
に
あ
た
り
用
い
ら
れ
た
「
底
の
藻
屑
」
は
、『
狭

衣
物
語
』で
は〈
入
水
し
た
飛
鳥
井
の
女
君
〉を
象
徴
す
る
表
現
で
あ
っ

た
こ
と
が
分
か（

7
）る。

　

と
こ
ろ
で
、『
右
京
大
夫
集
』
に
は
、
小
宰
相
の
ほ
か
に
も
入
水
し

た
人
物
に
言
及
す
る
場
面
が
あ
る
。

　
　

ま
た
、「
維
盛
の
三
位
中
将
、
熊
野
に
て
身
を
投
げ
て
」
と
て
、

人
の
言
ひ
あ
は
れ
が
り
し
。
…
…�（
二
一
五
・
二
一
六
番
歌
詞
書
）

　

資
盛
の
兄
・
平
維
盛
の
入
水
を
耳
に
し
た
場
面
で
あ
る
が
、「
身
を

投
げ
て
」
と
直
接
的
に
表
現
し
て
い
る
。
維
盛
の
入
水
に
つ
い
て
詠
ん

だ
和
歌
も
「
春
の
花
の
色
に
よ
そ
へ
し
面
影
の
空
し
き
波
の
下
に
朽
ち

ぬ
る
」（
二
一
五
）、「
か
な
し
く
も
か
か
る
憂
き
目
を
み
熊
野
の
浦
わ

の
波
に
身
を
沈
め
け
る
」（
二
一
六
）
で
、
直
接
的
な
表
現
で
あ
る
。
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こ
う
し
た
維
盛
の
入
水
に
対
す
る
表
現
と
比
べ
る
と
、「
底
の
藻
屑
」

は
意
図
的
な
表
現
で
あ
っ
た
と
見
る
べ
き
で
、
小
宰
相
の
入
水
を
語
る

『
右
京
大
夫
集
』
の
左
注
部
分
は
『
狭
衣
物
語
』
と
の
関
わ
り
の
中
で

読
み
解
い
て
み
る
必
要
が
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

三
、
小
宰
相
の
入
水
と
『
狭
衣
物
語
』

　
『
右
京
大
夫
集
』
に
お
い
て
小
宰
相
の
入
水
を
語
る
に
あ
た
っ
て
用

い
ら
れ
た
「
底
の
藻
屑
」
が
、『
狭
衣
物
語
』
で
は
〈
入
水
し
た
飛
鳥

井
の
女
君
〉
を
象
徴
す
る
表
現
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
が
、
そ
も
そ

も
、
小
宰
相
の
入
水
は
ど
の
よ
う
に
描
か
れ
て
き
た
も
の
な
の
か
。
小

宰
相
の
入
水
は
『
平
家
物
語
』
に
も
取
り
上
げ
ら
れ
る
話
だ
が
、
特
に

そ
の
経
緯
を
詳
述
す
る
延
慶
本
『
平
家
物
語
』
巻
九
「
通
盛
北
方
ニ
合

初
ル
事　

付
同
北
方
ノ
身
投
給
事
」
に
よ
り
ま
と
め
る
と
、
以
下
の
通

り
で
あ
る
。

　

屋
島
に
向
か
う
船
の
中
、
通
盛
が
湊
川
で
戦
死
し
た
こ
と
を
聞
い
た

小
宰
相
は
、「
乳
母
子
ナ
リ
ケ
ル
女
房
」
の
説
得
も
む
な
し
く
、
海
に

身
を
投
げ
た
。
入
水
を
決
意
し
た
理
由
の
一
つ
は
、「
心
ニ
任
セ
ヌ
世

ノ
習
ナ
レ
バ
、
不
思
議
ニ
テ
、
思
ワ
ヌ
外
ノ
事
モ
有
ゾ
カ
シ
」、
生
き

な
が
ら
え
て
別
の
男
性
と
結
ば
れ
る
こ
と
へ
の
拒
絶
で
あ
っ
た
。
こ
の

と
き
、
小
宰
相
は
懐
妊
の
身
で
あ
っ
た
。

　

こ
の
小
宰
相
の
入
水
の
経
緯
は
、
飛
鳥
井
の
女
君
と
類
似
す
る
。
前

節
で
取
り
上
げ
た
よ
う
に
、
筑
紫
行
き
の
船
上
、
狭
衣
と
の
子
を
身
籠

も
っ
て
い
た
女
君
が
入
水
を
決
意
し
た
理
由
は
、
狭
衣
の
従
者
・
道
成

に
言
い
寄
ら
れ
た
こ
と
に
よ
る
絶
望
で
あ
っ
た
。『
平
家
物
語
』
の
小

宰
相
は
、
船
上
に
い
る
こ
と
、
懐
妊
の
身
で
あ
る
こ
と
、
別
の
男
性
と

結
ば
れ
る
こ
と
へ
の
拒
否
感
、
そ
れ
ゆ
え
の
入
水
の
決
意
と
い
う
点
で
、

飛
鳥
井
の
女
君
と
共
通
し
た
描
か
れ
方
を
し
て
い
る
と
言
え
る
。

　

さ
ら
に
、
延
慶
本
『
平
家
物
語
』
に
は
、『
狭
衣
物
語
』
そ
の
も
の

が
登
場
す
る
。

　
　
（
小
宰
相
は
）
三
位
ノ
筆
ニ
テ
書
給
タ
リ
ケ
ル
猿サ

ゴ
ロ
モ衣
ノ
有
ケ
ル
ヲ

取
出
シ
テ
、
ア
ワ
レ
ナ
ル
所
ヲ
ヨ
ミ
テ
、
忍
〳
〵
ニ
念
仏
ヲ
申
給

ケ
レ
バ
、（「
乳
母
子
ナ
リ
ケ
ル
女
房
」
は
）「
ゲ
ニ
モ
思
延
給
ニ

コ
ソ
」
ト
心
安
ク
覚
テ
、
御
ソ
バ
ニ
有
ナ
ガ
ラ
、
チ
ト
マ
ド
ロ
ミ

タ
リ
ケ
ル
ヒ
マ
ニ
、
ヤ
ワ
ラ
舟
ノ
ハ
タ
ニ
立
給
タ
レ
バ
、
漫
々
タ

ル
海
上
ナ
レ
バ
、
月
オ
ボ
ロ
ニ
カ
ス
ミ
ワ
タ
リ
テ
、
イ
ヅ
ク
ヲ
西

ト
ハ
ワ
カ
ネ
ド
モ
、
月
ノ
イ
ル
サ
ヲ
山
ノ
ハ
ニ
向
テ
、
掌
ヲ
合
テ

念
仏
ヲ
申
給
ケ
ル
心
ノ
中
ニ
モ
…
…
サ
テ
念
仏
百
返
計
唱
テ
、「
南

無
西
方
極
楽
世
界
、
大
慈
大
悲
阿
弥
陀
如
来
、
本
願
ア
ヤ
マ
タ
セ

給
ワ
ズ
浄
土
ニ
導
給
テ
、
ア
カ
デ
別
レ
シ
イ
モ
セ
ノ
中
、
一
蓮
ノ

身
ト
ナ
シ
給
ヘ
」
ト
テ
、
千
尋
ノ
底
ヘ
入
給
ヌ
。

�

（
延
慶
本
『
平
家
物
語
』
巻
九
）

　

入
水
直
前
の
小
宰
相
を
描
い
た
場
面
で
あ
る
が
、
彼
女
が
最
後
に
手

に
し
た
の
は
、
通
盛
の
書
写
し
た
「
猿サ

ゴ
ロ
モ衣

」、
す
な
わ
ち
『
狭
衣
物
語
』

で
あ
っ
た
。
延
慶
本
『
平
家
物
語
』
が
小
宰
相
の
入
水
を
描
く
に
あ
た

り
、『
狭
衣
物
語
』
を
意
識
し
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ（

8
）る。

　

こ
う
し
た
描
写
か
ら
は
、
小
宰
相
の
置
か
れ
た
状
況
―
―
西
に
向
か
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う
船
上
、
懐
妊
の
身
で
あ
り
な
が
ら
入
水
す
る
―
―
が
、
当
時
の
人
々

に
と
っ
て
『
狭
衣
物
語
』
を
連
想
さ
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
う
か

が
え
る
。
小
宰
相
の
入
水
を
伝
え
聞
い
た
右
京
大
夫
も
ま
た
『
狭
衣
物

語
』
を
想
起
し
、「
底
の
藻
屑
」
と
表
現
し
た
可
能
性
は
十
分
考
え
ら

れ
る
の
で
あ
り
、『
右
京
大
夫
集
』
に
お
け
る
『
狭
衣
物
語
』
享
受
の

例
と
認
め
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

　

共
通
点
が
見
ら
れ
る
一
方
で
、
小
宰
相
と
飛
鳥
井
の
女
君
に
は
決
定

的
な
差
異
も
あ
る
。

　
『
狭
衣
物
語
』
巻
一
は
、
入
水
を
決
意
し
た
飛
鳥
井
の
女
君
が
海
の

底
を
覗
き
見
て
、「
た
だ
、
か
ば
か
り
に
て
だ
に
も
、
い
と
恐
ろ
し
き
に
、

わ
な
な
く
わ
な
な
く
う
つ
伏
し
た
ま
ふ
め
り
と
ぞ
。」（
一
五
三
頁
）
と
、

恐
ろ
し
さ
に
震
え
る
と
こ
ろ
で
終
わ
る
。
狭
衣
は
女
君
が
入
水
し
た
も

の
と
思
い
込
み
、
そ
の
ま
ま
物
語
は
展
開
し
て
ゆ
く
が
、
巻
二
末
尾
に

至
っ
て
、
実
は
入
水
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
僧
（
女
君
の
兄
）
の
話

に
よ
り
判
明
す
る
。

　
　
「
そ
の
人
と
ば
か
り
は
見
た
ま
へ
し
か
ど
、
身
を
厭
ふ
心
深
く
う

け
た
ま
は
り
し
か
ば
、
髪
な
ど
も
削
ぎ
や
つ
し
は
べ
り
て
な
ん
」

と
て
、
人
々
の
聞
く
に
、
残
り
な
く
は
言
は
じ
と
思
ひ
た
る
け
し

き
な
る
を
、
我
も
ゆ
か
し
、
い
み
じ
と
言
ひ
な
が
ら
、
中
将
の
向

ひ
居
た
れ
ば
、
こ
ま
か
に
問
ひ
入
ら
ん
も
く
だ
く
だ
し
き
こ
と
ど

も
な
れ
ば
、
た
だ
、「
い
か
に
も
海
に
は
入
ら
ず
な
り
に
け
る
な

め
り
」
と
聞
き
た
ま
ふ
に
…
…

�

（『
狭
衣
物
語
』
巻
二　

三
〇
三
～
三
〇
四
頁
）

　

こ
の
よ
う
に
、
小
宰
相
と
飛
鳥
井
の
女
君
に
は
、
実
際
に
入
水
し
た

か
ど
う
か
と
い
う
点
で
決
定
的
な
差
異
が
あ
る
。
共
通
点
の
あ
る
〈
物

語
〉
の
飛
鳥
井
の
女
君
に
重
ね
合
わ
せ
る
も
、
肝
心
な
と
こ
ろ
で
重
な

ら
な
い
の
が
〈
現
実
〉
の
小
宰
相
の
入
水
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な

る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
こ
と
は
、
右
京
大
夫
も
認
識
し
て
い
た
こ
と
と
思
わ
れ
る
。
小

宰
相
の
入
水
に
つ
い
て
語
っ
た
『
右
京
大
夫
集
』
の
左
注
部
分
を
再
掲

す
る
。

　
　

な
ど
申
し
し
折
は
、
た
だ
あ
だ
ご
と
と
こ
そ
思
ひ
し
を
、
そ
れ
ゆ

ゑ
底
の
藻
屑
と
ま
で
な
り
し
を
、
あ
は
れ
の
例
な
さ
は
、
よ
そ
に

て
嘆
き
し
人
に
折
ら
れ
な
ま
し
か
ば
、
さ
は
あ
ら
ざ
ら
ま
し
。
か

へ
す
が
へ
す
例
な
か
り
け
る
契
り
の
深
さ
も
、
言
は
む
方
な
し
。

�

（
一
六
五
・
一
六
六
番
歌
左
注
）

　

小
宰
相
を
、
そ
の
共
通
点
か
ら
〈
入
水
し
た
飛
鳥
井
の
女
君
〉
を
想

起
さ
せ
る
「
底
の
藻
屑
」
と
表
現
し
た
う
え
で
、「
あ
は
れ
の
例
な
さ
」

と
評
し
、
小
宰
相
と
通
盛
に
つ
い
て
「
例
な
か
り
け
る
契
り
の
深
さ
も
、

言
は
む
方
な
し
」
と
締
め
く
く
っ
て
い
る
点
に
注
意
さ
れ
る
。
入
水
し

て
果
て
る
と
い
う
結
末
を
迎
え
た
小
宰
相
に
つ
い
て
、
短
い
左
注
の
中

で
二
度
も
「
例
」
が
な
い
と
評
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
「
例
」
が

な
い
と
い
う
評
は
、
右
京
大
夫
が
小
宰
相
と
飛
鳥
井
の
女
君
の
共
通
点

だ
け
で
な
く
、
差
異
に
も
目
を
向
け
て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。
小
宰
相
の
置
か
れ
た
状
況
か
ら
『
狭
衣
物
語
』
を
想
起

し
、
女
君
の
よ
う
に
「
底
の
藻
屑
」
と
な
っ
た
と
な
ぞ
ら
え
る
も
、〈
現
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実
〉
の
小
宰
相
は
物
語
を
超
越
し
て
お
り
、
物
語
に
も
「
例
」
が
な
い

ほ
ど
の
結
末
で
あ
っ
た
と
評
し
て
い
る
、
と
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
小

宰
相
の
状
況
と
い
く
つ
か
の
点
で
共
通
し
な
が
ら
も
、
結
末
が
決
定
的

に
異
な
る
『
狭
衣
物
語
』
を
引
き
合
い
に
出
す
こ
と
で
、
右
京
大
夫
が

見
聞
き
し
た
現
実
の
出
来
事
が
い
か
に
「
例
」
の
な
い
も
の
で
あ
っ
た

か
を
効
果
的
に
語
ろ
う
と
し
て
い
る
と
も
言
い
換
え
ら
れ
る
。

　

右
京
大
夫
の
『
狭
衣
物
語
』
享
受
は
、
単
に
類
似
し
た
物
語
に
重
ね

合
わ
せ
、
な
ぞ
ら
え
る
と
い
う
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
先
に
あ
る
〈
物

語
〉
と
〈
現
実
〉
の
差
異
ま
で
見
通
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
言
え
る
だ

ろ
う
。
こ
う
し
た
『
狭
衣
物
語
』
享
受
の
あ
り
よ
う
か
ら
は
、
右
京
大

夫
が
、
物
語
と
い
う
「
そ
ら
ご
と
」
の
世
界
を
、
自
身
の
経
験
し
た
現

実
の
「
例
」
に
は
な
り
得
な
い
も
の
と
捉
え
て
い
た
こ
と
も
見
え
て
く

る
。
次
節
で
は
、
こ
う
し
た
右
京
大
夫
の
物
語
に
対
す
る
認
識
を
踏
ま

え
、『
右
京
大
夫
集
』
に
お
け
る
物
語
享
受
の
問
題
を
さ
ら
に
考
え
て

み
た
い
。四

、『
建
礼
門
院
右
京
大
夫
集
』
と
『
源
氏
物
語
』

　
『
右
京
大
夫
集
』
に
お
け
る
『
狭
衣
物
語
』
享
受
の
場
面
を
通
し
て
、

右
京
大
夫
の
物
語
に
対
す
る
認
識
の
一
端
を
指
摘
し
た
が
、『
源
氏
物

語
』に
関
し
て
も
同
様
の
こ
と
は
言
え
る
の
だ
ろ
う
か
。『
右
京
大
夫
集
』

は
『
源
氏
物
語
』
の
影
響
を
さ
ま
ざ
ま
な
形
で
受
け
て
い
る
が
、
本
稿

で
は
、
特
に
『
源
氏
物
語
』
そ
の
も
の
に
言
及
す
る
二
つ
の
場
面
を
通

し
て
考
え
て
み
た
い
。

　

ま
ず
は
、
資
盛
の
手
紙
を
写
経
の
料
紙
と
し
て
漉
き
直
し
た
右
京
大

夫
が
、『
源
氏
物
語
』
幻
巻
を
想
起
す
る
場
面
を
再
掲
す
る
。

　
　

…
…
そ
の
折
、
と
あ
り
し
、
か
か
り
し
、
わ
が
言
ひ
し
こ
と
の
あ

ひ
し
ら
ひ
、
何
か
と
見
ゆ
る
が
、
か
き
返
す
や
う
に
覚
ゆ
れ
ば
、

ひ
と
つ
も
残
さ
ず
、
み
な
さ
や
う
に
認
む
る
に
、「
見
る
も
か
ひ

な
し
」
と
か
や
、
源
氏
の
物
語
に
あ
る
こ
と
、
思
ひ
出
で
ら
る
る

も
、「
何
の
心
あ
り
て
」
と
、
つ
れ
な
く
覚
ゆ
。

�

（
二
二
九
・
二
三
〇
番
歌
詞
書
）

　

源
氏
が
紫
の
上
の
手
紙
を
焼
却
処
分
す
る
場（

9
）面を
想
起
し
た
右
京
大

夫
は
、「「
何
の
心
あ
り
て
」
と
、
つ
れ
な
く
」
思
う
。
こ
の
右
京
大
夫

の
心
境
を
め
ぐ
っ
て
は
さ
ま
ざ
ま
な
解
釈
が
あ
り
、「
悲
し
み
の
さ
な

か
で
、
本
来
慰
み
物
で
あ
る
『
源
氏
物
語
』
の
一
場
面
を
思
い
起
こ
し

て
い
る
自
身
へ
の
反
省
、
こ
の
よ
う
な
悲
嘆
の
底
で
も
文
学
趣
味
か
ら

抜
け
き
れ
な
い
自
身
へ
の
一
種
の
自
己
嫌（

10
）悪」、「
悲
し
み
の
あ
ま
り
筆

跡
を
見
る
の
に
耐
え
ら
れ
ず
、
手
紙
を
全
て
焼
い
て
し
ま
っ
た
光
源
氏

に
比
べ
て
、
自
分
は
「
つ
れ
な
く
」
も
恋
人
の
筆
跡
を
読
ん
で
い
る
」、

そ
う
い
う
自
分
へ
の
嫌
悪
の（

11
）情と
い
っ
た
解
釈
が
示
さ
れ
て
い
る
。

　

傍
線
部
に
自
己
嫌
悪
、
自
己
否
定
の
感
情
が
表
れ
て
い
る
こ
と
は
確

か
だ
が
、
さ
ら
に
前
節
で
指
摘
し
た
、
物
語
を
自
身
の
経
験
し
た
現
実

の
「
例
」
に
な
ら
な
い
も
の
と
捉
え
る
視
点
も
見
出
せ
る
の
で
は
な
い

か
。
つ
ま
り
、「
何
の
心
あ
り
て
」
を
「
ど
う
い
う
心
が
あ
っ
て
（
思

い
出
し
た
と
こ
ろ
で
何
の
「
例
」
に
も
な
ら
な
い
『
源
氏
物
語
』
を
思

い
出
す
の
か
）」
と
解
釈
し
、
そ
れ
で
も
物
語
を
思
い
出
さ
ず
に
は
い
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ら
れ
な
い
自
分
を
「
つ
れ
な
し
」
と
評
し
て
い
る
と
読
み
解
く
、
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。

　

そ
も
そ
も
、
本
場
面
の
構
造
は
先
の
『
狭
衣
物
語
』
享
受
の
場
面
と

類
似
し
て
い
る
。
最
愛
の
人
の
死
と
手
紙
の
処
分
と
い
う
共
通
点
か
ら

『
源
氏
物
語
』
を
想
起
し
、
源
氏
の
詠
ん
だ
歌
を
引
く
が
、
紫
の
上
と

資
盛
に
は
病
死
と
戦
死
と
い
う
差
異
が
あ
る
。
こ
の
差
異
は
、
右
京
大

夫
に
と
っ
て
は
決
定
的
な
も
の
で
あ
っ
た
ら
し
い
。
資
盛
の
訃
報
に
接

し
た
折
の
こ
と
を
記
す
場
面
を
挙
げ
る
。

　
　
　
　

ま
た
の
年
の
春
ぞ
、
ま
こ
と
に
こ
の
世
の
外
に
聞
き
は
て
に

し
。
そ
の
ほ
ど
の
こ
と
は
、
ま
し
て
何
と
か
は
言
は
む
。
み

な
か
ね
て
思
ひ
し
こ
と
な
れ
ど
、
た
だ
ほ
れ
ぼ
れ
と
の
み
覚

ゆ
。
余
り
に
堰
き
や
ら
ぬ
涙
も
、
か
つ
は
見
る
人
も
つ
つ
ま

し
け
れ
ば
、何
と
か
人
も
思
ふ
ら
め
ど
、「
心
地
の
わ
び
し
き
」

と
て
、
引
き
被
き
寝
く
ら
し
て
の
み
ぞ
、
心
の
ま
ま
に
泣
き

過
ぐ
す
。「
い
か
で
物
を
も
忘
れ
む
」
と
思
へ
ど
、
あ
や
に

く
に
面
影
は
身
に
添
ひ
、
言
の
葉
ご
と
に
聞
く
心
地
し
て
、

身
を
せ
め
て
、
悲
し
き
こ
と
言
ひ
尽
く
す
べ
き
方
な
し
。
た

だ
限
り
あ
る
命
に
て
、
は
か
な
く
な
ど
聞
き
し
こ
と
を
だ
に

こ
そ
、
悲
し
き
こ
と
に
言
ひ
思
へ
、
こ
れ
は
何
を
か
例
に
せ

む
と
、
か
へ
す
が
へ
す
覚
え
て
、

　
　

な
べ
て
世
の
は
か
な
き
こ
と
を
か
な
し
と
は
か
か
る
夢
見
ぬ
人
や

い
ひ
け
む
（
二
二
三
）

　
　
　
　

ほ
ど
経
て
人
の
も
と
よ
り
、「
さ
て
も
こ
の
あ
は
れ
、
い
か

ば
か
り
か
」
と
言
ひ
た
れ
ば
、
な
べ
て
の
こ
と
の
や
う
に
覚

え
て
、

　
　

か
な
し
と
も
ま
た
あ
は
れ
と
も
世
の
常
に
い
ふ
べ
き
こ
と
に
あ
ら

ば
こ
そ
あ
ら
め
（
二
二
四
）

　

天
寿
を
全
う
し
た
場
合
で
も
人
の
死
は
悲
し
い
も
の
な
の
に
、
戦
死

と
い
う
形
で
資
盛
を
失
っ
た
悲
し
み
は
何
を
「
例
」
と
す
れ
ば
よ
い
の

か
と
述
べ
て
い（

12
）る。こ

う
し
た
記
述
を
踏
ま
え
る
と
、右
京
大
夫
は
、「
限

り
あ
る
命
」
ゆ
え
に
紫
の
上
を
失
っ
た
源
氏
の
悲
し
み
を
「
世
の
常
」

の
も
の
と
捉
え
、
源
平
の
動
乱
ゆ
え
に
資
盛
を
失
っ
た
自
身
の
悲
し
み

と
は
決
定
的
に
異
な
る
も
の
と
受
け
と
め
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
つ

ま
り
、〈
物
語
〉
の
源
氏
の
悲
し
み
は
〈
現
実
〉
の
右
京
大
夫
の
悲
し

み
の
「
例
」
に
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、『
狭
衣
物
語
』
享
受

の
場
面
と
同
様
の
物
語
に
対
す
る
認
識
が
見
え
て
く
る
の
で
あ
る
。「
何

の
心
あ
り
て
」
は
、『
源
氏
物
語
』
が
右
京
大
夫
自
身
の
経
験
し
た
現

実
の
「
例
」
に
な
ら
な
い
こ
と
に
気
づ
い
て
い
る
か
ら
こ
そ
の
自
問
と

言
え
る
だ
ろ
う
。

　

続
け
て
、『
源
氏
物
語
』
に
直
接
的
に
言
及
す
る
、
も
う
一
つ
の
場

面
を
見
て
み
た
い
。

　
　

ま
た
、「
維
盛
の
三
位
中
将
、
熊
野
に
て
身
を
投
げ
て
」
と
て
、

人
の
言
ひ
あ
は
れ
が
り
し
。
い
づ
れ
も
、
今
の
世
を
見
聞
く
に
も
、

げ
に
す
ぐ
れ
た
り
し
な
ど
思
ひ
出
で
ら
る
る
あ
た
り
な
れ
ど
、
際

こ
と
に
あ
り
が
た
か
り
し
容
貌
用
意
、
ま
こ
と
に
昔
今
見
る
中
に
、

例
も
な
か
り
し
ぞ
か
し
。
さ
れ
ば
、
折
々
に
は
、
め
で
ぬ
人
や
は
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あ
り
し
。法
住
寺
殿
の
御
賀
に
、青
海
波
舞
ひ
て
の
折
な
ど
は
、「
光

源
氏
の
例
も
思
ひ
出
で
ら
る
る
」な
ど
こ
そ
、人
々
言
ひ
し
か
。「
花

の
に
ほ
ひ
も
げ
に
け
お
さ
れ
ぬ
べ
く
」
な
ど
、
聞
こ
え
し
ぞ
か
し
。

そ
の
面
影
は
さ
る
こ
と
に
て
、
見
な
れ
し
あ
は
れ
、
い
づ
れ
も
と

言
ひ
な
が
ら
、な
ほ
こ
と
に
覚
ゆ
。「
同
じ
こ
と
と
思
へ
」と
、折
々

は
言
は
れ
し
を
、「
さ
こ
そ
」
と
い
ら
へ
し
か
ば
、「
さ
れ
ど
、
さ

や
は
あ
る
」
と
言
は
れ
し
こ
と
な
ど
、
数
々
悲
し
と
も
言
ふ
ば
か

り
な
し
。�

（
二
一
五
・
二
一
六
番
歌
詞
書
）

　

維
盛
の
入
水
を
伝
え
聞
い
た
右
京
大
夫
が
、
源
平
の
動
乱
以
前
の
様

子
を
回
想
す
る
場
面
で
あ
る
。
維
盛
が
後
白
河
法
皇
の
五
十
の
御
賀
で

青
海
波
を
舞
っ
た
際
に
、
人
々
が
「
光
源
氏
の
例
も
思
ひ
出
で
ら
る
る
」

と
噂
し
合
っ
た
と
振
り
返
っ
て
い
る
。

　
「
光
源
氏
の
例
」
は
、
紅
葉
賀
巻
で
源
氏
が
青
海
波
を
舞
い
、
賞
賛

さ
れ
た
こ
と
を
指
し
、
続
く
「
花
の
に
ほ
ひ
も
げ
に
け
お
さ
れ
ぬ
べ
く
」

は
、
花
宴
巻
で
右
大
臣
家
の
藤
の
宴
に
出
席
し
た
源
氏
の
姿
を
描
い
た

「
花
の
に
ほ
ひ
も
け
お
さ
れ
て
、
な
か
な
か
こ
と
ざ
ま
し
に
な
ん
」（
①

三
六
四
頁
）
な
ど
を
踏
ま
え
る
。
こ
の
場
面
で
は
、
維
盛
の
姿
か
ら
源

氏
を
想
起
し
た
人
が
お
り
、
右
京
大
夫
を
含
む
「
人
々
」
に
共
有
さ
れ

て
ゆ
く
過
程
が
描
か
れ
て
い
る
。『
源
氏
物
語
』
が
「
例
」
と
し
て
機

能
し
た
瞬
間
で
あ
り
、
右
京
大
夫
の
本
来
の
物
語
と
の
向
き
合
い
方
が

う
か
が
え
る
。

　

こ
こ
ま
で
、『
源
氏
物
語
』
そ
の
も
の
に
言
及
す
る
二
つ
の
場
面
を

取
り
上
げ
、
右
京
大
夫
の
物
語
に
対
す
る
認
識
を
確
認
し
て
き
た
。
物

語
は
元
々
「
そ
ら
ご
と
」
で
あ
り
、
現
実
と
は
差
異
が
あ
る
。
源
平
の

動
乱
以
前
の
右
京
大
夫
も
勿
論
、
こ
の
差
異
に
気
づ
い
て
い
た
は
ず
だ

が
、
物
語
を
「
例
」
と
し
て
、
人
々
と
共
感
し
合
う
こ
と
に
焦
点
を
置

い
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
だ
が
、
動
乱
に
よ
り
物
語
と
現
実
の
差
異
が
拡

大
す
る
に
つ
れ
て
、
右
京
大
夫
の
物
語
を
捉
え
る
視
点
は
変
化
し
て
ゆ

く
。
結
果
、『
右
京
大
夫
集
』
編
纂
時
に
関
心
が
向
け
ら
れ
た
の
は
、

物
語
と
現
実
の
差
異
で
あ
り
、
物
語
を
現
実
の
「
例
」
に
な
ら
な
い
も

の
と
し
て
引
き
合
い
に
出
す
こ
と
が
試
み
ら
れ
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。

物
語
と
現
実
の
差
異
を
痛
感
す
る
右
京
大
夫
に
と
っ
て
、
あ
え
て
「
例
」

に
な
ら
な
い
物
語
に
言
及
す
る
こ
と
は
、
自
身
の
経
験
し
た
現
実
―
―

源
平
の
動
乱
に
よ
る
恋
人
の
戦
死
と
社
会
の
変
化
―
―
が
、
い
か
に
希

有
で
苛
烈
な
も
の
で
あ
っ
た
か
を
語
る
手
段
の
一
つ
で
あ
っ
た
と
言
え

る
だ
ろ
う
。

五
、
建
礼
門
院
右
京
大
夫
に
と
っ
て
の
物
語

　

本
稿
で
は
、
小
宰
相
の
入
水
を
語
る
場
面
に
『
狭
衣
物
語
』
の
影
響

が
見
ら
れ
る
こ
と
を
手
が
か
り
と
し
て
、
右
京
大
夫
が
物
語
を
ど
の
よ

う
に
捉
え
て
い
た
の
か
を
考
え
て
き
た
。
物
語
を
自
身
の
経
験
し
た
現

実
の
「
例
」
に
な
ら
な
い
も
の
と
捉
え
る
視
点
は
、『
狭
衣
物
語
』
だ

け
で
な
く
、『
源
氏
物
語
』
享
受
の
場
面
に
お
い
て
も
見
出
す
こ
と
が

で
き
る
。
そ
も
そ
も
、
こ
の
「
例
」
が
な
い
と
い
う
認
識
自
体
は
、
源

平
の
動
乱
を
描
く
『
右
京
大
夫
集
』
に
通
底
す
る
も
の
で
あ（

13
）り、
右
京

大
夫
の
物
語
享
受
の
あ
り
よ
う
に
も
反
映
さ
れ
て
い
る
と
見
る
べ
き
で
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あ
る
。

　

物
語
に
精
通
し
て
い
た
右
京
大
夫
に
と
っ
て
は
、
物
語
を
「
例
」
と

し
て
想
起
す
る
こ
と
、
物
語
に
な
ぞ
ら
え
る
こ
と
こ
そ
が
、
本
来
の
自

然
な
行
為
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
源
平
の
動
乱
に
よ
り
変
化
し
て
ゆ

く
中
に
あ
っ
て
も
、
ま
ず
は
慣
れ
親
し
ん
だ
物
語
に
「
例
」
を
求
め
た

こ
と
だ
ろ
う
。
だ
が
、
物
語
は
も
は
や
「
例
」
と
な
ら
ず
、
自
身
の
経

験
し
た
現
実
の
出
来
事
が
い
か
に
希
有
で
あ
る
か
を
突
き
つ
け
る
も
の

で
し
か
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
う
し
た
中
で
、
右
京
大
夫
の
物

語
享
受
は
、「
例
」
に
な
ら
な
い
物
語
を
拒
絶
す
る
の
で
は
な
く
、
あ

え
て
引
き
合
い
に
出
し
、
自
身
の
経
験
し
た
源
平
の
動
乱
が
い
か
に
希

有
な
出
来
事
で
あ
っ
た
か
を
語
る
方
向
へ
と
向
か
っ
て
い
っ
た
の
だ
と

思
わ
れ
る
。

　
『
蜻
蛉
日
記
』
は
、
そ
の
冒
頭
で
、「
そ
ら
ご
と
」
で
あ
る
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
も
て
は
や
さ
れ
て
い
る
「
古
物
語
」
に
対
し
、「
天
下
の
人

の
品
高
き
や
と
問
は
む
た
め
し
」
に
も
な
る
自
ら
の
希
有
な
経
験
を
、

「
日
記
」
と
し
て
書
く
と
宣
言
し
て
い
る
。
序
ゆ
え
に
芝
居
が
か
っ
た

と
こ
ろ
は
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
物
語
へ
の
あ
る
種
の
対
抗
意
識
が

日
記
執
筆
に
向
か
わ
せ
た
と
解
さ
れ
る
。
右
京
大
夫
の
場
合
も
、『
蜻

蛉
日
記
』
の
よ
う
に
、
物
語
に
対
す
る
意
識
が
家
集
編
纂
に
向
か
わ
せ

た
、
と
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
か
。「
例
」
に
な
ら
な
い
物
語
は
、

自
ら
の
経
験
が
希
有
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
突
き
つ
け
る
と
同
時
に
、

書
き
残
す
べ
き
価
値
あ
る
も
の
で
あ
る
と
気
づ
か
せ
た
、
と
捉
え
て
み

る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
捉
え
れ
ば
、
右
京
大
夫
に
と
っ

て
物
語
と
は
、
家
集
編
纂
に
向
か
う
原
動
力
の
一
つ
で
あ
っ
た
と
言
え

る
だ
ろ
う
。

　

な
お
、
本
稿
で
言
及
し
た
の
は
『
右
京
大
夫
集
』
に
見
ら
れ
る
多
様

な
物
語
享
受
の
一
部
で
あ
る
。
取
り
上
げ
る
べ
き
問
題
は
多
い
が
、
今

後
の
課
題
と
し
た
い
。

【
注
】

（
1
）　
『
右
京
大
夫
集
』
と
『
源
氏
物
語
』
の
関
わ
り
に
つ
い
て
は
、
諸
注
釈

で
指
摘
さ
れ
る
ほ
か
、
多
く
の
論
考
で
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
遠
田
晤
良
「
建

礼
門
院
右
京
大
夫
の
源
氏
物
語
受
容
」（『
比
較
文
化
論
叢
』
一
、
一
九
九
八

年
三
月
）、
谷
知
子
「『
建
礼
門
院
右
京
大
夫
集
』
と
『
源
氏
物
語
』」（『
中

世
和
歌
と
そ
の
時
代
』
笠
間
書
院
、
二
〇
〇
四
年
、
初
出
は
二
〇
〇
二
年
）、

久
保
貴
子
「『
建
礼
門
院
右
京
大
夫
集
』
の
『
源
氏
釈
』『
源
氏
物
語
』
引
用

―
表
現
の
基
底
に
あ
る
も
の
―
」（『
実
践
国
文
学
』
八
十
、
二
〇
一
一
年
十

月
）、
大
倉
比
呂
志
「『
建
礼
門
院
右
京
大
夫
集
』
と
物
語
文
学
」（『
日
記
文

学
研
究
誌
』
十
八
、
二
〇
一
六
年
六
月
）、
三
村
友
希
「『
建
礼
門
院
右
京
大

夫
集
』
の
幻
視
す
る
『
源
氏
物
語
』
の
世
界
―
記
憶
に
く
る
ま
れ
る
右
京
大

夫
―
」（『
源
氏
物
語
〈
読
み
〉
の
交
響
Ⅲ
』
新
典
社
、
二
〇
二
〇
年
）、
横

溝
博
「『
建
礼
門
院
右
京
大
夫
集
』
と
王
朝
物
語
の
関
係
に
つ
い
て
―
「
た

ぐ
ひ
な
き
」「
た
め
し
な
き
」
体
験
の
叙
法
―
」（『『
建
礼
門
院
右
京
大
夫
集
』

の
発
信
と
影
響
』
新
典
社
、
二
〇
二
〇
年
）、
大
倉
比
呂
志
「『
建
礼
門
院
右

京
大
夫
集
』
と
物
語
文
学
―
『
伊
勢
物
語
』
と
『
源
氏
物
語
』
か
ら
の
摂
取

の
状
況
―
」（『『
建
礼
門
院
右
京
大
夫
集
』
の
発
信
と
影
響
』
新
典
社
、
二

〇
二
〇
年
）
な
ど
。

（
2
）　
『
右
京
大
夫
集
』
と
『
山
路
の
露
』
の
表
現
に
共
通
性
が
見
ら
れ
る
こ
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と
が
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
右
京
大
夫
を
『
山
路
の
露
』
の
作
者
と
す
る
説
も

あ
る
。
本
位
田
重
美
「「
山
路
の
露
」
の
作
者
」（『
國
語
國
文
』
二
四
―
一
二
、

一
九
五
五
年
十
二
月
）、
原
岡
文
子
「
山
路
の
露
物
語
」（『
体
系　

物
語
文

学
史
』
第
五
巻
、
有
精
堂
出
版
、
一
九
九
一
年
）、
横
溝
博
「『
山
路
の
露
』

の
成
立
―
『
建
礼
門
院
右
京
大
夫
集
』『
正
治
初
度
百
首
』
と
の
関
わ
り
を

め
ぐ
っ
て
―
」（『
平
安
朝
文
学
研
究
』
十
五
、
二
〇
〇
七
年
三
月
）
参
照
。

（
3
）　

糸
賀
き
み
江
校
注
、
新
潮
日
本
古
典
集
成
『
建
礼
門
院
右
京
大
夫
集
』

（
新
潮
社
、
一
九
七
九
年
）
頭
注
な
ど
。

（
4
）　

久
保
田
淳
校
注
、
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
『
建
礼
門
院
右
京
大
夫
集
』

（
小
学
館
、
一
九
九
九
年
）
頭
注
。

（
5
）　

安
道
百
合
子
「
中
世
王
朝
物
語
に
お
け
る
「
底
の
水
屑
」
表
現
の
検
討

―
入
水
譚
の
変
容
を
た
ど
り
つ
つ
―
」（『
国
語
の
研
究
』
四
四
、
二
〇
一
九

年
三
月
）
は
、『
狭
衣
物
語
』
に
お
い
て
「
底
の
水
屑
」
が
飛
鳥
井
の
女
君

を
指
し
示
す
こ
と
ば
と
し
て
機
能
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
、
中
世
王
朝
物

語
に
お
け
る
飛
鳥
井
の
女
君
の
入
水
譚
の
影
響
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
る
。

（
6
）　
「
底
の
水
屑
」
と
「
底
の
藻
屑
」
の
本
文
異
同
に
つ
い
て
は
、
野
村
倫

子
「『
狭
衣
物
語
』
飛
鳥
井
遺
詠
の
異
文
表
現
―
「
底
の
水
屑
」
と
「
底
の

藻
屑
」
か
ら
紡
が
れ
る
世
界
」（『
狭
衣
物
語　

文
の
空
間
』
翰
林
書
房
、
二

〇
一
四
年
）
に
考
察
が
あ
る
。

（
7
）　

な
お
、「
底
の
藻
屑
（
水
屑
）」
は
、『
狭
衣
物
語
』
に
も
う
三
例
見
ら

れ
る
。
い
ず
れ
も
飛
鳥
井
の
女
君
と
関
わ
る
表
現
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。

　
　

・�

道
季
が
思
ひ
よ
り
し
こ
と
の
後
、
い
と
ど
底
の
藻
屑
ま
で
も
た
づ
ね
ま

ほ
し
き
御
心
絶
え
ざ
る
べ
し
。�

（
巻
二　

一
九
二
頁
）

　
　

・�

か
の
「
底
の
藻
屑
」
と
書
き
つ
け
た
り
し
扇
見
つ
け
た
ま
へ
り
し
か
ば
、

尽
き
果
て
ぬ
と
思
さ
れ
し
涙
も
、
残
り
あ
る
心
地
し
て
ぞ
お
ぼ
え
け
る

や
。�

（
巻
三　

五
四
頁
）

　
　

・
人
は
、
底
の
水
屑
と
こ
そ
は
聞
き
な
い
た
ま
は
め
…
…

�

（
巻
四　

三
九
八
頁
）

（
8
）　

横
井
孝
「
女
人
哀
話
考
―
小
宰
相
と
建
礼
門
院
と
」（『
平
家
物
語　

説

話
と
語
り
』
有
精
堂
出
版
、
一
九
九
四
年
）
は
、
延
慶
本
『
平
家
物
語
』
の

本
場
面
に
対
し
、『
狭
衣
物
語
』
巻
一
で
、
道
成
に
言
い
寄
ら
れ
た
飛
鳥
井

の
女
君
が
狭
衣
の
扇
を
手
に
し
、
そ
の
筆
跡
を
眺
め
て
思
慕
す
る
場
面
を
挙

げ
、
小
宰
相
の
姿
と
重
な
る
こ
と
を
指
摘
し
、「
こ
う
し
た
場
面
を
引
き
、

こ
う
し
た
描
写
を
撰
ぶ
た
め
に
は
、
語
り
手
と
と
も
に
享
受
者
も
王
朝
物
語

の
世
界
に
親
炙
し
て
い
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
」
と
す
る
。

（
9
）　

な
お
、『
源
氏
物
語
』
で
は
手
紙
を
焼
却
す
る
の
に
対
し
、『
右
京
大
夫

集
』
で
は
経
紙
に
漉
き
直
さ
せ
て
い
る
点
に
つ
い
て
は
、
吉
海
直
人
「「
消

息
を
経
紙
に
漉
き
直
す
」
話
―
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
遺
文
―
」（『
古
代
文
学
研
究

　

第
二
次
』
四
、
一
九
九
五
年
十
月
）、
辛
島
正
雄
「「
幻
」
巻
異
聞
―
『
無

名
草
子
』
の
評
言
か
ら
―
」（『
徳
島
大
学
教
養
部
紀
要
（
人
文
・
社
会
科
学
）』

二
四
、
一
九
八
九
年
三
月
）
な
ど
の
論
考
が
あ
る
。

（
10
）　

前
掲
注
（
4
）
注
釈
書
頭
注
。

（
11
）　

谷
知
子
校
注
、
和
歌
文
学
大
系
『
建
礼
門
院
右
京
大
夫
集
』（
明
治
書
院
、

二
〇
〇
一
年
）
脚
注
。

（
12
）　

後
年
、
後
鳥
羽
天
皇
に
出
仕
し
た
右
京
大
夫
は
、
三
十
一
歳
と
い
う
若

さ
で
急
逝
し
た
源
通
宗
を
追
悼
す
る
歌
に
続
け
て
、「
限
り
あ
り
て
尽
く
る

命
は
い
か
が
せ
む
昔
の
夢
ぞ
な
ほ
た
ぐ
ひ
な
き
」（
三
五
三
）、「
露
と
消
え

煙
と
も
な
る
人
は
な
ほ
は
か
な
き
あ
と
を
な
が
め
も
す
ら
む
」（
三
五
四
）、

「
思
ひ
出
づ
る
こ
と
の
み
ぞ
た
だ
た
め
し
な
き
な
べ
て
は
か
な
き
こ
と
を
聞

く
に
も
」（
三
五
五
）と
、三
首
の
和
歌
を
詠
ん
で
い
る
。若
く
し
て
亡
く
な
っ

た
に
せ
よ
、天
寿
を
全
う
し
た
通
宗
に
対
し
、戦
死
し
た
資
盛
の
悲
劇
は「
例
」

が
な
い
も
の
で
あ
る
と
い
う
意
識
が
現
れ
て
お
り
、
生
涯
、
資
盛
の
死
に
対
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す
る
捉
え
方
が
変
わ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
な
お
、
横
溝
博

前
掲
注
（
1
）
論
文
も
、『
源
氏
物
語
』
幻
巻
享
受
の
場
面
に
つ
い
て
、『
右

京
大
夫
集
』
二
二
三
～
二
二
五
番
歌
を
挙
げ
、「
い
か
に
悲
嘆
の
限
り
を
味

わ
っ
た
と
い
っ
て
も
、
紫
の
上
を
失
っ
た
光
源
氏
と
、
戦
乱
で
資
盛
を
失
っ

た
右
京
大
夫
と
で
は
、
虚
構
と
現
実
と
い
う
決
定
的
な
差
を
度
外
視
し
て
も
、

比
較
に
な
ら
な
い
も
の
な
の
で
あ
っ
た
」
と
す
る
。

（
13
）　

平
家
の
都
落
ち
以
降
を
記
し
た
『
右
京
大
夫
集
』
後
半
部
（
二
〇
五
～

三
五
八
）
に
は
、「
例
な
し
」
や
「
言
は
む
方
な
し
」
な
ど
、「
例
」
が
な
い

こ
と
を
表
す
言
葉
が
多
用
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
、
主
に
源
平
の
動
乱
に

よ
り
も
た
ら
さ
れ
た
事
態
に
用
い
ら
れ
る
。
豊
田
惠
子
「
建
礼
門
院
右
京
大

夫
集
に
関
す
る
一
考
察
―
感
情
表
出
語
を
視
点
と
し
て
―
」（『
日
本
大
学
人

文
科
学
研
究
所
研
究
紀
要
』
三
四
、
一
九
八
七
年
三
月
）
参
照
。

　

本
文
の
引
用
に
つ
い
て
、『
建
礼
門
院
右
京
大
夫
集
』『
源
氏
物
語
』『
蜻
蛉

日
記
』『
狭
衣
物
語
』
は
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
に
拠
る
。
延
慶
本
『
平
家

物
語
』
は
『
校
訂
延
慶
本
平
家
物
語
』（
汲
古
書
院
）
に
拠
る
。

【
付
記
】

　

本
稿
は
、
第
16
回
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
日
本
研
究
協
会
国
際
会
議
（
二
〇
二
一
年
八

月
二
十
七
日　

オ
ン
ラ
イ
ン
）
に
お
け
る
口
頭
発
表
を
も
と
に
ま
と
め
た
も
の

で
あ
る
。
発
表
の
席
上
及
び
発
表
後
に
御
意
見
、
御
教
示
を
賜
っ
た
諸
先
生
方

に
御
礼
申
し
上
げ
る
。

　

本
稿
は
、
Ｊ
Ｓ
Ｐ
Ｓ
科
研
費20K

00320

の
助
成
に
よ
る
成
果
の
一
部
を
ま

と
め
た
も
の
で
あ
る
。

�

（
た
ん
げ
・
あ
つ
こ　

明
石
工
業
高
等
専
門
学
校
講
師
）


