
狭
衣
は
源
氏
の
子
息
で
あ
る
と
称
し
て
も
敢
て
過
言
と
は
思
は
れ
ぬ
ほ
ど
、

こ
れ
ら
両
作
品
に
は
直
接
の
交
渉
が
多
く
見
受
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し

な
が
ら
、
狭
衣
の
全
巻
を
委
細
に
検
討
す
る
時
、
こ
の
本
の
著
述
材
料
に
は
、

源
氏
以
外
に
宇
津
保
・
和
泉
式
部
・
「
花
桜
折
る
少
将
」
な
ど
の
諸
物
語
も
著

作
上
色
々
影
響
を
及
ぼ
し
て
ゐ
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
。
小
稿
は
こ
れ
ら
の
先

行
文
学
中
、
堤
中
納
言
物
語
の
一
編
で
あ
る
「
花
桜
折
る
少
将
」
と
狭
衣
と
の

典
拠
関
係
に
つ
い
て
論
証
す
る
こ
と
に
す
る
。

さ
て
、
狭
衣
物
語
巻
川
上
の
本
文
巾
に
次
の
一
場
面
が
見
え
る
。
す
な
は
ち

物
語
主
人
公
の
狭
衣
は
、
今
は
斎
院
の
身
と
な
る
抓
氏
の
宮
に
恋
慕
の
情
を
抑

へ
難
く
、
一
日
賀
茂
の
社
を
訪
ね
た
。
折
し
も
桜
の
盛
り
は
御
垣
の
う
ち
ま
で

匂
ひ
漂
っ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
が
、
狭
衣
は
そ
の
蛾
趣
を
賞
で
な
が
ら
斎
院
の
女

房
で
あ
る
新
少
将
に
、
「
み
か
き
も
る
野
辺
の
霞
も
は
か
な
く
て
折
ら
で
す
ぎ

ゆ
く
花
桜
か
な
」
と
泳
嬢
か
け
る
。
源
氏
宮
を
ど
う
す
る
こ
と
も
川
来
ぬ
と
い

ふ
狭
衣
の
歌
意
を
解
せ
ぬ
新
少
将
は
、
「
花
ざ
く
ら
野
辺
の
霞
の
ひ
ま
ノ
ー
に

折
ら
で
は
人
の
過
ぎ
る
も
の
か
は
」
と
歌
を
返
し
て
戯
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
こ

へ
宰
相
中
将
や
若
宮
た
ち
が
鞠
を
持
っ
て
狭
衣
を
訪
ね
て
来
る
。
や
が
て
境
内

「
花
桜
折
る
少
将
」
と
狭
衣
物
語
と
の
交
渉

一
Ｉ
花
桜
折
る
少
将
」
と
狭
衣
物
語
と
の
交
渉

一

”
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の
桜
の
下
で
蹴
鞠
が
始
ま
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
様
を
打
ち
笑
ま
れ
な
が
ら
眺

め
て
ゐ
ら
れ
る
狭
衣
の
姿
は
、
誠
に
美
し
く
立
派
な
も
の
で
あ
っ
た
。
（
以
上

第
一
段
）

狭
衣
は
そ
の
催
し
の
帰
路
、
日
頃
致
仕
の
大
納
言
の
女
へ
の
橘
渡
し
を
頼
ん

で
あ
っ
た
人
か
ら
「
今
晩
が
都
合
よ
る
し
う
ご
ざ
い
ま
す
。
」
と
言
は
れ
た
の

で
、
誘
は
れ
る
ま
上
に
そ
ち
ら
へ
車
を
向
け
ら
れ
、
そ
の
途
中
に
崩
れ
土
塀
に

囲
ま
れ
た
一
軒
の
家
が
あ
っ
た
。
そ
こ
に
立
ち
止
っ
た
狭
衣
は
侍
従
の
道
季
を

呼
ん
で
、
そ
の
家
主
を
尋
ね
さ
せ
る
と
、
そ
れ
は
故
式
部
の
御
邸
で
．
‐
そ
こ
に

は
故
式
部
卿
の
子
息
で
あ
る
宰
相
中
将
も
住
ま
は
れ
て
ゐ
る
と
の
こ
と
で
あ
る
。

桜
花
の
咲
き
匂
ふ
こ
の
邸
の
中
か
ら
は
、
誠
に
美
し
い
琴
の
音
が
聞
え
て
来
る

の
に
、
狭
衣
は
一
段
と
耳
を
似
け
て
ゐ
た
が
、
こ
の
音
は
脚
分
が
長
い
間
心
に

か
け
て
ゐ
た
宰
相
中
将
の
妹
の
手
で
な
か
ら
う
か
、
と
思
案
し
な
が
ら
格
子
の

隙
間
か
ら
こ
っ
そ
り
覗
く
と
、
女
は
そ
の
音
色
に
も
ふ
さ
わ
し
く
、
い
か
に
も

美
し
い
婆
を
し
、
多
く
見
た
女
の
比
べ
も
の
に
も
な
ら
な
い
ほ
ど
で
あ
る
。
だ

が
よ
く
見
れ
ば
、
そ
れ
は
意
外
に
も
宰
相
中
将
の
母
で
あ
っ
た
の
だ
。
自
分
は

こ
の
母
に
恋
す
る
、
そ
れ
は
餘
り
に
も
不
似
合
な
怪
し
か
ら
ん
こ
と
だ
と
、
独

り
笑
み
し
な
が
ら
狭
衣
は
そ
の
場
を
川
て
ゆ
か
れ
る
の
で
あ
っ
た
。
（
以
上
第

二
段
）

『
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車
に
引
き
帰
っ
た
狭
衣
の
目
ざ
し
て
行
か
れ
る
所
は
、
致
知
の
大
納
言
と
い

ふ
人
が
大
切
に
か
し
づ
き
も
て
な
し
て
ゐ
る
女
の
家
で
あ
る
。
こ
の
女
の
容
姿

は
大
変
美
し
い
と
い
ふ
事
を
、
狭
衣
の
母
宮
に
任
へ
て
ゐ
る
古
参
の
女
房
で
あ

る
右
近
の
君
と
い
ふ
女
か
ら
聞
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
右
近
の
君
は
大
納
言
の

家
に
も
親
し
く
出
入
り
し
て
ゐ
る
の
で
、
狭
衣
は
好
都
合
と
ば
か
り
に
、
そ
の

女
を
呉
れ
と
噸
む
の
で
あ
っ
た
。
右
近
の
君
に
と
っ
て
は
、
そ
れ
が
親
た
ち
に

知
れ
て
は
な
ら
な
い
の
で
、
機
会
を
観
っ
て
ゐ
た
と
こ
ろ
、
今
晩
は
絶
好
の
機

会
で
あ
る
と
察
し
た
右
近
の
君
は
、
狭
衣
へ
早
速
そ
の
旨
を
連
絡
し
た
の
で
あ

る
。
や
が
て
道
季
の
車
で
お
出
で
に
な
ら
れ
た
狭
衣
は
、
案
内
を
乞
は
れ
る
と

「
そ
の
ま
入
す
ぐ
お
入
り
下
さ
い
」
と
の
事
で
し
た
の
で
、
狭
衣
は
す
ぐ
さ
ま

中
へ
入
っ
て
行
か
れ
る
。
火
も
い
上
加
減
あ
か
る
く
し
て
あ
る
の
で
、
姫
君
の

姿
は
な
る
ほ
ど
美
人
の
中
に
入
る
や
ぅ
に
見
受
け
た
が
、
と
て
も
源
氏
宮
に
は

比
べ
も
の
に
な
る
の
で
狭
衣
は
失
望
し
て
帰
っ
て
し
ま
ふ
。
（
以
上
第
三
段
）

と
い
ふ
内
容
に
な
っ
て
ゐ
る
。

と
こ
ろ
で
、
右
に
お
け
る
狭
衣
物
語
の
描
成
す
る
素
因
は
、
「
花
桜
折
る
少

将
」
の
構
想
と
頗
る
相
似
て
を
り
、
著
作
上
両
者
の
間
に
直
接
の
影
響
関
係
を

認
め
ざ
る
を
得
ま
い
と
思
は
れ
る
点
が
多
女
存
す
る
の
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
以

下
こ
れ
ら
の
考
証
を
論
述
す
る
の
で
あ
る
が
、
先
づ
行
文
の
都
合
上
・
左
に
「
花

桜
折
る
少
将
」
の
物
語
の
梗
概
を
述
べ
る
こ
と
に
す
る
。
・

す
な
は
ち
本
物
語
の
主
人
公
で
あ
る
少
将
は
、
あ
る
女
の
許
を
起
き
出
て
家

路
を
指
し
て
行
く
途
中
に
、
以
前
心
を
語
り
合
っ
た
女
が
住
ん
で
ゐ
た
一
軒
の

小
家
に
目
が
と
ま
っ
た
。
少
将
は
供
の
も
の
を
少
し
遠
ざ
け
て
、
透
垣
の
も
と

に
生
え
て
ゐ
る
群
薄
の
茂
み
の
中
に
隠
れ
て
覗
く
と
、
中
に
ば
美
し
い
五
六
人

の
女
た
ち
が
混
っ
て
遊
ぶ
一
人
の
美
し
い
女
を
発
見
し
た
。
そ
れ
は
故
源
中
納

a

一
四

言
の
姫
君
で
あ
っ
た
。
（
以
上
第
一
段
）

翌
朝
、
少
将
は
昨
夜
の
垣
間
見
た
女
の
処
へ
手
紙
を
「
さ
ら
ざ
り
し
い
に
し

へ
よ
り
も
あ
を
や
ぎ
の
い
と
Ｎ
ぞ
け
さ
は
お
も
ひ
み
だ
る
上
」
と
書
い
た
。
女

か
ら
は
「
か
け
ざ
り
し
か
た
に
そ
ば
へ
し
い
と
な
れ
ば
と
く
と
み
し
ま
に
ま
た

承
だ
れ
つ
坐
」
と
返
す
の
で
あ
る
。
少
将
は
こ
の
女
か
ら
の
返
事
に
見
入
っ
て

ゐ
る
と
、
源
中
将
・
兵
衛
佐
な
ど
が
お
供
の
も
の
に
小
弓
を
持
た
せ
て
お
川
で

に
な
ら
れ
た
。
一
同
は
庭
の
桜
を
賞
で
な
が
ら
歌
を
詠
み
合
ひ
、
冗
談
を
興
じ

つ
且
一
緒
に
家
を
出
ら
れ
た
。
夕
方
に
少
将
は
父
の
邸
に
お
出
で
に
な
っ
て
、

暮
れ
ゆ
く
春
の
空
を
御
簾
越
し
に
眺
め
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
御
容
姿
は
、
花

の
美
し
さ
も
圧
倒
さ
れ
て
し
ま
ふ
心
地
が
し
た
。
侍
従
の
光
季
と
い
ふ
男
が
、

「
近
衛
の
中
門
の
あ
た
り
に
す
ば
ら
し
く
琵
琶
を
弾
く
女
が
ゐ
ま
す
よ
」
と
い

ふ
の
を
、
少
将
は
聞
か
れ
て
「
あ
の
家
な
ら
私
も
知
っ
て
ゐ
る
。
是
非
案
内
し

て
欲
し
い
」
と
言
は
れ
る
。
こ
の
光
季
は
、
昨
夜
少
将
が
隙
見
を
さ
れ
た
邸
の

留
守
役
の
少
納
言
の
君
と
契
り
を
結
ん
で
ゐ
る
関
係
上
、
「
あ
の
家
の
御
主
人

と
は
、
亡
く
な
ら
れ
た
源
中
納
言
の
姫
で
あ
る
。
本
当
に
お
綺
麗
で
ご
ざ
い
ま

す
。
姫
を
引
き
と
っ
て
ゐ
る
叔
父
の
大
将
殿
は
入
内
さ
せ
よ
う
と
し
て
ゐ
ら
れ

る
の
で
す
が
」
と
少
将
に
お
告
げ
す
る
と
、
少
将
は
「
私
の
も
の
に
な
る
や
う

計
っ
て
く
れ
」
と
お
っ
し
ゃ
ら
れ
た
。
と
こ
ろ
で
光
季
は
、
大
将
殿
に
仕
へ
て

ゐ
る
女
童
と
馴
染
み
の
間
な
の
で
、
右
の
事
情
を
こ
の
女
童
に
詔
っ
て
少
将
と

姫
君
と
の
間
を
取
り
持
っ
て
も
ら
ふ
こ
と
に
な
っ
た
。
（
以
上
第
二
段
）

あ
る
夜
、
光
季
は
少
将
に
「
今
晩
こ
そ
よ
る
し
う
ご
ざ
い
ま
す
」
と
申
上
げ

る
と
、
少
将
は
早
速
光
季
の
車
で
出
駈
け
ら
れ
る
で
あ
っ
た
。
母
屋
の
隅
に
寝

て
ゐ
る
の
が
相
手
の
姫
君
か
と
思
っ
て
車
に
乗
せ
て
見
る
と
、
な
ん
と
そ
れ
は

年
老
い
は
祖
母
尼
で
あ
っ
た
。
（
以
上
第
三
段
）
と
い
ふ
の
が
、
こ
の
物
語
の

今
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大
要
な
の
で
あ
る
。

こ
の
「
花
桜
折
る
少
将
」
の
筋
書
と
、
狭
衣
巻
四
上
に
お
け
る
右
の
場
面
と

を
比
較
す
る
時
、
一
見
し
て
両
者
と
も
人
物
・
事
件
・
背
景
な
ど
、
凡
そ
物
語

を
榊
成
す
る
取
材
は
勿
論
の
こ
と
、
物
語
の
展
開
の
手
法
に
至
る
ま
で
略
々
合

致
す
る
や
う
に
な
っ
て
ゐ
る
。
た
Ｎ
後
段
に
も
解
説
す
る
通
り
「
花
桜
折
る
少

将
」
の
第
一
段
・
第
二
段
・
第
三
段
と
い
ふ
物
語
展
開
の
仕
方
は
、
狭
衣
の
場

合
の
第
二
段
・
第
一
段
・
第
三
段
と
い
ふ
風
に
文
段
の
順
序
を
並
び
換
へ
た
形

に
両
場
面
の
構
成
が
符
合
す
る
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
狭
衣
物
語
第
二
段
も

「
花
桜
折
る
少
将
」
の
第
一
段
も
、
そ
の
筋
書
き
は
共
に
物
語
主
人
公
が
女
の

所
か
ら
の
帰
途
に
、
一
際
風
情
に
嵩
む
一
軒
の
小
家
が
目
に
と
ま
っ
た
。
こ
の

家
に
は
以
前
関
係
を
も
っ
た
女
が
ゐ
る
筈
だ
と
思
っ
て
邸
の
中
を
覗
い
た
ら
、

そ
こ
に
は
意
外
な
美
人
を
見
出
し
た
と
い
ふ
や
う
に
両
作
品
は
共
に
同
筆
の
向

趣
と
な
っ
て
ゐ
る
。
殊
に
狭
衣
で
は
「
大
将
も
出
で
給
ふ
に
中
略
、
道
す
が
ら

な
が
め
給
ひ
て
も
、
恩
ひ
た
ち
し
木
怠
は
云
を
（
狭
衣
巻
四
上
）
」
と
伝
へ
、

狭
衣
が
賀
茂
の
斉
院
槻
氏
宮
か
ら
の
州
路
の
出
来
ご
と
を
取
扱
へ
ば
、
「
花
桜

折
る
少
将
‐
｜
の
発
端
で
も
「
月
に
は
か
ら
れ
夜
ふ
か
く
お
き
に
け
る
も
云
々

（
花
桜
折
る
少
将
）
」
と
の
や
う
に
、
少
将
は
或
る
女
の
所
か
ら
の
帰
途
の
事

件
を
取
り
上
げ
て
ゐ
る
。
し
か
も
、
こ
の
狭
衣
第
二
段
の
文
中
に
「
う
す
か
す

ぷ
に
く
も
り
た
る
月
影
さ
や
か
に
は
あ
ら
ぬ
し
も
、
い
と
及
も
の
心
細
げ
な
る

空
の
け
し
き
を
、
道
す
が
ら
眺
め
給
ひ
て
中
略
築
土
の
と
こ
ろ
人
、
く
づ
れ
て
、

花
の
こ
ず
ゑ
ど
も
し
ろ
う
見
入
ら
る
ょ
所
あ
り
、
道
季
召
し
て
、
如
何
な
る
人

の
す
ゑ
か
ぞ
云
々
（
狭
衣
巻
四
上
）
」
と
あ
っ
て
、
狭
衣
は
途
中
か
ら
引
き
返

さ
う
か
と
時
路
し
立
ち
止
っ
て
ゐ
る
目
前
に
、
風
流
じ
糸
た
小
家
を
見
出
し
た
。

侍
従
の
道
季
を
し
て
尋
ね
さ
せ
る
と
、
そ
れ
は
狭
衣
が
以
前
か
ら
気
に
か
け
て

「
花
柾
折
る
少
将
」
と
狄
衣
物
語
と
の
交
渉

の

ｰし

ゐ
た
宰
相
中
将
の
妹
君
の
邸
で
あ
っ
た
と
い
ふ
筆
法
で
あ
る
。
こ
の
や
う
な
描

成
は
、
「
花
桜
折
る
少
将
」
の
第
一
段
中
に
も
「
く
ま
な
き
月
に
と
こ
ろ
人
、

の
花
の
木
ど
も
上
ひ
と
へ
に
ま
が
ひ
ぬ
く
く
か
す
み
た
り
中
略
。
は
や
こ
上
に

も
の
い
ひ
し
人
あ
り
と
、
思
ひ
い
で
上
た
ち
や
す
ら
ふ
に
、
つ
い
ぢ
の
く
づ
れ

よ
り
云
を
（
花
桜
折
る
少
将
）
」
と
見
え
る
。
つ
ま
り
、
こ
れ
は
少
将
が
先
刻
の

女
の
処
へ
引
き
返
さ
う
か
と
思
っ
た
が
、
そ
れ
も
面
倒
な
こ
と
だ
と
思
ひ
直
し
、

家
路
を
指
し
て
行
く
と
、
桜
の
花
は
月
光
に
か
す
ん
で
、
あ
た
り
は
築
土
に
囲

ま
れ
た
一
軒
の
小
家
が
目
に
と
ま
っ
た
。
少
将
は
行
き
過
ぎ
難
く
し
て
附
近
に

休
ん
で
ゐ
る
う
ち
に
、
以
前
こ
の
小
家
に
心
を
語
り
合
っ
た
女
が
ゐ
る
こ
と
を

思
ひ
出
し
、
訪
ね
て
み
よ
う
か
と
思
案
す
る
一
場
面
で
あ
る
。
こ
の
や
う
に
両

者
を
比
較
し
て
み
る
と
狭
衣
の
第
二
段
と
「
花
桜
折
る
少
将
」
の
第
一
段
と
の

結
構
と
い
ひ
文
章
と
い
ひ
、
両
者
の
一
致
に
は
著
作
上
何
ら
か
の
関
係
を
も
つ

て
ゐ
る
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
殊
に
「
う
ち
か
す
み
に
く

も
り
た
る
月
影
・
…
：
築
地
と
こ
ろ
人
、
く
づ
れ
て
、
花
の
こ
ず
ゑ
ど
も
お
も
し

ろ
う
見
入
ら
る
些
所
あ
り
」
（
狭
衣
物
語
）
」
と
「
く
ま
な
き
月
に
と
こ
ろ
人
、

の
花
の
木
ど
も
坐
ひ
と
へ
に
ま
が
ひ
ぬ
く
く
か
す
み
た
り
」
（
花
桜
折
る
少

将
）
」
と
の
両
文
辞
の
契
合
は
、
退
引
な
ら
ぬ
確
証
で
も
あ
ら
う
。

次
に
狭
衣
の
第
一
段
と
「
花
桜
折
る
少
将
」
の
第
二
段
と
の
内
容
を
対
照
し

て
見
る
に
、
そ
れ
は
上
に
も
説
明
す
る
如
く
、
両
者
の
当
該
文
段
の
冒
頭
に
は

物
語
主
人
公
と
相
手
の
女
と
の
歌
の
遣
り
取
り
に
つ
い
て
物
語
は
描
き
、
し
か

も
両
物
語
と
も
、
こ
れ
ら
の
事
柄
に
続
い
て
主
人
公
の
所
に
次
の
や
う
な
脚
色

で
仲
間
の
男
性
が
訪
ね
て
来
る
よ
う
に
共
通
な
企
て
を
施
し
て
ゐ
る
。
す
な
は

ち
狭
衣
で
は
、
「
さ
き
の
声
あ
ま
た
き
こ
ゆ
れ
ば
、
誰
な
ら
む
と
お
ぽ
す
に
中
略
、

今
は
宰
相
中
将
と
そ
い
ふ
か
し
、
そ
れ
よ
り
下
の
若
君
達
な
ど
鞠
も
た
せ
て
参

一
五

●



－

り
た
る
な
り
け
り
（
狭
衣
）
」
と
あ
れ
ば
、
「
花
桜
折
る
少
将
」
の
場
合
に
も
、

「
と
あ
る
な
ゑ
給
ふ
ほ
ど
に
源
中
将
・
兵
衛
佐
小
弓
も
た
せ
て
お
は
し
た
り

（
花
桜
折
る
少
将
）
」
と
見
え
る
通
り
、
い
づ
れ
も
遊
び
具
を
持
ち
な
が
ら
や

っ
て
来
る
と
い
ふ
風
に
、
二
作
品
の
技
法
は
全
く
同
趣
の
仕
組
象
と
な
っ
て
ゐ

る
。
こ
の
遊
戯
に
引
き
続
い
て
狭
衣
で
は
、
狭
衣
大
将
が
桜
の
花
の
散
り
か
ふ

る
の
を
眺
め
な
が
ら
朗
詠
を
吟
ず
る
一
節
に

花
の
い
た
う
散
り
か
具
る
を
見
給
ひ
て
、
「
か
う
り
た
・
ま
か
へ
り
て
、
あ
と

な
る
は
ふ
か
し
」
と
、
忍
び
や
か
に
口
ず
さ
び
給
ひ
て
云
々
（
狭
衣
物
陪
）

と
あ
る
。
と
こ
ろ
が
「
花
桜
折
る
少
将
」
で
も
こ
れ
と
同
様
に
主
人
公
で
あ
る

少
将
が
桜
の
花
の
散
り
乱
れ
る
様
を
眺
め
な
が
ら
歌
を
口
吟
む
場
而
を
、

は
な
の
木
ど
も
の
さ
き
象
だ
れ
た
る
、
い
と
お
ほ
く
ち
る
を
み
て
、

あ
は
で
ち
る
は
な
ゑ
る
を
り
は
ひ
た
み
ち
に
と
あ
れ
ば
云
々

と
描
い
て
ゐ
る
。
殊
に
こ
の
場
合
狭
衣
の
文
面
に
「
花
の
い
た
う
散
り
か
Ｌ
を

見
給
ひ
て
（
狭
衣
物
語
）
」
と
あ
れ
ば
、
「
花
桜
折
る
少
将
」
に
も
「
は
な
の
木

ど
も
の
さ
き
象
だ
れ
た
る
、
い
と
お
ほ
く
ち
る
を
象
て
（
花
桜
折
る
少
将
）
」
と

あ
っ
て
、
こ
の
点
も
遇
合
と
は
患
は
れ
ぬ
ほ
ど
朏
似
す
る
も
の
が
あ
る
。

最
後
に
両
作
仙
の
第
三
段
の
内
容
に
つ
い
て
比
較
検
討
し
て
み
る
こ
と
に
す

る
。
つ
ま
り
狭
衣
物
語
に
於
け
る
こ
の
段
は
、
主
人
公
狭
衣
が
右
近
ノ
君
を
通

じ
て
致
仕
大
納
言
の
姫
君
に
交
渉
を
持
た
う
と
す
る
場
面
で
あ
る
が
、
同
様
に

「
花
桜
折
る
少
将
」
の
場
合
も
、
人
主
公
の
少
将
は
侍
従
の
道
季
の
取
り
計
ひ
に

よ
っ
て
故
源
中
納
言
の
姫
君
が
紹
介
さ
れ
る
と
い
ふ
筆
法
で
、
し
か
も
こ
の
場

合
の
彼
我
の
登
場
人
物
を
対
比
し
て
糸
て
も
、
総
て
一
致
す
る
も
の
ば
か
り
で

あ
る
。
ま
た
狭
衣
で
は
、
か
の
右
近
君
の
素
性
に
つ
い
て
「
上
の
御
方
に
古
人

に
て
さ
ぷ
ら
ふ
右
近
君
と
い
ふ
人
語
り
聞
え
て
、
彼
処
に
も
さ
る
た
よ
り
な
ん

｡

を
色

一
一
ハ

親
し
く
通
へ
ぱ
云
々
（
狭
衣
巻
四
上
ご
と
性
格
づ
け
て
ゐ
る
が
、
’
一
の
女
房

は
狭
衣
の
母
宮
に
仕
へ
て
ゐ
る
身
で
あ
る
と
共
に
、
致
仕
大
納
言
の
家
に
も
親

し
く
出
入
り
す
る
関
係
か
ら
、
右
近
君
は
狭
衣
に
「
致
仕
大
納
言
と
き
こ
ゆ
る

人
、
誰
ひ
と
り
か
し
づ
き
給
へ
る
御
む
す
め
、
か
ぎ
り
な
く
を
か
し
げ
に
て
、

斎
院
に
な
む
少
し
似
た
て
ま
つ
り
給
へ
る
（
狭
衣
巻
山
上
）
」
と
す
Ｌ
め
て
二

人
の
間
を
取
り
持
つ
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
「
花
桜
折
る
少
将
‐
一
の
第
三
段
に

お
け
る
光
季
の
素
性
も
「
ぶ
つ
す
ゑ
が
く
る
ま
に
て
お
は
し
ぬ
」
と
見
え
る
通

り
、
元
来
光
季
は
少
将
の
侍
従
で
あ
り
、
そ
の
上
こ
の
侍
従
ば
少
将
が
一
夜
群

簿
の
陰
か
ら
覗
き
み
た
少
納
言
の
君
と
密
か
な
関
係
を
結
ん
で
ゐ
る
や
う
に
な

っ
て
ゐ
る
。
本
物
語
の
作
中
で
光
季
は
、
こ
の
少
納
言
の
君
が
仕
へ
る
姫
君
に

つ
い
て
「
い
か
堂
女
の
め
で
た
て
ま
つ
ら
ざ
ら
ん
。
こ
の
ゑ
の
み
か
ど
わ
た
り

に
こ
そ
め
で
た
く
ひ
く
人
あ
れ
。
な
に
事
に
も
い
と
ゆ
ゑ
づ
き
て
ぞ
ゑ
ゆ
る
・
」

と
少
将
に
申
し
上
げ
て
ゐ
る
。
つ
ま
り
光
季
は
主
人
に
当
る
少
将
と
源
中
納
言

の
姫
君
と
を
引
き
合
せ
よ
う
と
企
て
る
の
で
あ
る
。
〉
」
の
や
う
な
登
場
人
物
の

組
み
合
せ
や
、
そ
れ
ら
の
各
人
物
の
性
格
を
検
討
し
て
み
て
も
解
る
や
う
に
、

狭
衣
と
「
花
桜
折
る
少
将
」
と
は
著
述
上
並
を
な
ら
ぬ
因
縁
が
推
測
さ
れ
る
の

で
あ
る
。

一
一

「
花
桜
折
る
少
将
」
と
狭
衣
巻
四
上
と
の
構
想
上
の
近
似
に
つ
い
て
は
繧
々

上
述
し
た
通
り
で
あ
る
が
、
次
に
右
の
場
合
に
於
け
る
語
句
上
の
類
似
個
所
を

指
摘
す
る
こ
と
に
す
る
。

、
狭
衣
巻
四
上
で
、
狭
衣
が
賀
茂
の
斎
院
の
源
氏
宮
を
訪
ね
た
帰
路
に
、
故
式

部
卿
宮
の
邸
を
覗
く
場
面
に
次
の
一
節
が
あ
る
。

&，



召
し
て
「
い
か
な
る
人
の
す
み
か
ぞ
」
と
問
ひ
た
ま
へ
ぱ
、
「
故
式
部
卿
宮

に
さ
ぶ
ら
ふ
。
宰
相
中
将
も
こ
上
に
な
む
お
は
す
る
。
」
と
申
せ
ば
、
い
ま

少
し
御
心
と
ま
り
て
、
ち
か
く
遣
り
よ
せ
て
見
給
へ
ぱ
、
門
は
さ
し
て
け
り
。

（
狭
衣
巻
四
上
）

こ
れ
に
対
し
、
「
花
桜
折
る
少
将
」
の
冒
頭
で
、
物
語
の
主
人
公
で
あ
る
少
将

が
夜
遅
く
女
の
所
か
ら
の
帰
路
に
、
か
つ
て
関
係
を
結
ん
だ
一
軒
の
小
家
を
訪

ね
た
と
こ
ろ
、
そ
こ
に
恩
は
い
美
し
い
女
を
見
初
め
た
と
い
ふ
一
文
が
次
の
や

》
う
に
あ
る
。

F

の
花
の
木
ど
も
坐
ひ
と
へ
に
ま
が
ひ
ぬ
く
く
か
す
象
た
り
。
い
ま
す
こ
し
す

ぎ
て
、
み
つ
る
と
こ
ろ
よ
り
も
、
お
も
し
ろ
く
す
ぎ
が
た
き
心
ち
し
て
・

そ
な
た
へ
と
ゆ
き
も
や
ら
れ
ず
は
な
ざ
く
ら
に
ほ
ふ
と
か
げ
に
た
び
た
上

た
ち
や
す
ら
ふ
に
、
つ
い
ぢ
の
く
づ
れ
よ
り
、
し
ろ
き
も
の
‐
茎
い
た
う
し
は

「
花
桜
折
る
少
将
」
と
狭
衣
物
語
と
の
交
渉

そ
な
た
へ
と
ゆ
き
も
や
ら
れ
ず
は
な
ざ
く
ら
に
ほ
ふ
と
か
げ
に
た
び
非

れ
つ
上

と
う
ち
ず
む
じ
て
、
は
や
こ
且
に
も
の
い
ひ
し
人
あ
り
、
と
恩
ひ
い
で
Ｌ

ノＢ
・

本
意
は
、
や
が
て
た
が
ひ
て
止
み
ぬ
く
き
に
や
。
中
略
さ
り
と
も
頓
も
し
か

り
し
を
、
な
ぞ
や
か
く
よ
し
な
し
あ
り
き
も
、
数
つ
も
れ
ば
い
と
有
る
ま
じ

き
事
ぞ
か
し
。
と
お
ぼ
し
川
づ
れ
ぱ
物
す
さ
ま
じ
う
な
り
て
引
き
か
へ
す
心

う
す
が
す
み
に
く
も
り
た
る
月
影
、
さ
や
か
に
は
あ
ら
ぬ
し
も
、
い
と
耳
も

の
心
細
げ
な
る
空
の
気
色
を
、
道
す
が
ら
な
が
め
給
ひ
て
も
、
思
ひ
た
ち
し

月
に
は
か
ら
れ
て
夜
ふ
か
く
お
き
に
け
る
も
節

口
Ａ

づ
れ
て
、

０

し
け
れ
ど
、
た
ち
か
へ
ら
む
も
；
と
ほ
き
ほ
ど
な
れ
ば
、

こ
い
ゑ
な
ど
に
れ
い
お
と
な
ふ
も
の
も
き
こ
え
ず
。
く
手

Ｂ

地
し
給
へ
ぱ
、
．
し
ば
し
お
し
研
め
さ
せ
給
へ
る
に
、

，

花
の
こ
ず
ゑ
ど
も
、
お
も
し
ろ
う
見
入
ら
れ
る
、
一
所
あ
り
。
道
丞

，

何

お
も
ふ
ら
む
と
こ
ろ
い
と
ほ

な
れ
ば
、
や
う
、
Ｉ
、
ゆ
く
に
、

Ａ
’

ず
。
く
ま
な
き
月
に
、
所
々

築
士
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
く

一
蝿
吋
唖
唾
嶬
嘩
嶽
率
い
蝿
雌
ユ
毛
嘩
率
報
恥
唾
《
毎
祁
却
軒
澤
嘩
球
）
（
だ
桜

折
る
少
将
）

一
距
蕊
硅
輌
鋸
無
壺
岬
丘
津
錘
悸
吟
折
る
少
将
）

一
Ｃ
い
か
な
る
人
の
す
柔
か
ぞ
（
狭
衣
）
‐

一
Ｃ
こ
具
に
す
み
給
ひ
し
人
は
、
い
ま
だ
お
は
す
や
（
花
桜
折
る
少
将
）

、
Ｄ
や
が
て
た
が
ひ
て
止
ゑ
ぬ
べ
き
に
や
中
略
さ
り
と
も
頼
も
し
か
り
し
を

．
｛

（
狭
衣
）

一
、
た
ち
か
へ
ら
む
も
、
と
ほ
き
ほ
ど
な
れ
ば
（
花
桜
折
る
少
将
）

し
か
も
両
場
面
に
つ
い
て
の
筋
の
展
開
や
背
景
の
描
写
な
ど
は
、
全
く
同
巧
の

筆
法
と
な
っ
て
ゐ
る
な
ど
の
諸
点
に
つ
い
て
は
、
既
に
前
述
し
た
通
り
で
あ
る

が
、
更
に
上
例
文
の
如
き
外
部
的
な
文
辞
も
、
Ａ
と
Ａ
、
Ｂ
と
Ｂ
、
Ｃ
と
ｃ
、
Ｄ

一
七

む
る
人
な
し
。
こ
の
あ
り
つ
る
も
の
上
返
る
よ
ぴ
て
、
「
こ
Ｌ
に
す
象
給
ひ

し
人
は
、
い
ま
だ
お
は
す
や
、
『
山
人
に
も
の
ぎ
こ
え
ん
と
い
ふ
ひ
と
あ
り
』

と
も
の
せ
よ
」
と
い
へ
ぱ
、
「
そ
の
御
か
た
は
こ
Ｌ
に
も
お
は
し
ま
さ
ず
、

な
に
と
か
い
ふ
所
に
な
ん
す
ま
せ
給
ふ
・
」
と
き
こ
え
つ
れ
ば
、
あ
は
れ
の

事
や
あ
ま
な
ど
に
や
な
り
た
る
ら
ん
と
う
し
ろ
め
た
く
て
、
「
か
の
桑
つ
と

ほ
に
あ
は
じ
や
。
」
な
ど
、
ほ
上
ゑ
み
て
の
給
ふ
ほ
ど
に
、
つ
ま
ど
を
や
わ

ら
か
い
は
な
つ
お
と
す
な
り
。
（
花
桜
折
る
少
将
）

右
の
両
場
面
の
表
現
法
を
仔
細
に
吟
味
す
る
時
、
次
の
如
く
詞
句
上
誠
に
似
通

ふ
も
の
が
あ
る
。

一～

ぷ
き
つ
‐
皇
い
づ
め
り
。

あ
ば
れ
げ
に
あ
れ
、
人
げ
な
き
所
な
れ
ば
、
こ
、
一
か
し
こ
の
ぞ
け
ど
、
と
が

E
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ほ
の
か
に
見
ゆ
。
寄
り
て
や
を
ら
州
く
れ
ど
、
と
が
む
る
人
な
し
、
火
柵
に

火
な
ど
お
こ
し
お
き
て
、
夜
居
の
僻
の
あ
か
ら
さ
ま
に
出
で
た
る
跡
と
見
ゆ
。

（
狭
衣
巻
二
上
）

と
あ
る
。
こ
の
例
文
の
傍
線
Ｅ
「
寄
り
て
や
を
ら
開
く
れ
ど
、
と
が
む
る
人
な

し
」
の
個
所
は
前
に
掲
げ
た
「
花
桜
折
る
少
将
」
の
例
文
中
の
傍
線
肥
「
人
げ

な
き
所
な
れ
ば
、
ご
Ｌ
か
し
こ
の
ぞ
け
ど
、
と
が
む
る
人
な
し
」
の
本
文
に
全

く
酷
似
す
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
狭
衣
巻
三
中
で
、
狭
衣
が
飛
鳥
井
姫
君
の
遣

腹
の
子
を
見
た
さ
に
、
一
品
宮
の
方
に
忍
び
入
る
場
川
の
一
詞
に
、

Ｆ

忍
び
た
る
所
よ
り
夜
深
く
州
り
給
ふ
つ
い
で
に
、
や
が
て
一
条
の
恋
へ
お
は

す
る
に
、
こ
の
宮
の
御
門
い
と
と
く
開
き
て
、
い
づ
れ
の
殿
上
人
の
車
に
か
、

夜
も
す
が
ら
立
ち
あ
か
し
け
る
と
見
ゆ
る
は
、
い
か
な
る
人
の
局
よ
り
出
づ

る
人
な
ら
む
と
兄
入
れ
給
ふ
。
（
狭
衣
巻
三
巾
）

と
見
え
る
が
、
こ
の
文
中
の
傍
線
Ｆ
「
忍
び
た
る
所
よ
り
夜
深
く
州
り
給
ふ
つ

い
で
に
」
と
、
上
載
の
「
花
桜
折
る
少
将
」
に
お
け
る
「
月
に
は
か
ら
れ
て
夜

ふ
か
く
お
き
に
け
る
も
、
お
も
ふ
ら
む
と
こ
ろ
い
と
ほ
し
け
れ
ど
」
と
あ
る
趣

向
と
も
似
通
ふ
も
の
が
あ
る
の
で
あ
る
。

上
例
の
狭
衣
物
語
巻
四
上
「
う
す
が
す
み
に
云
狗
」
と
い
ふ
本
文
の
直
ぐ
前

は
、
狭
衣
が
賀
茂
の
蹴
鞠
の
会
の
後
、
斎
院
の
側
で
皆
か
ら
琴
を
弾
く
や
う
に

促
が
さ
れ
る
場
耐
と
な
っ
て
ゐ
る
。
そ
の
一
文
に
、

と
Ｄ
と
い
ふ
具
合
に
、
著
作
上
何
等
か
の
交
渉
を
有
す
る
如
く
甚
だ
相
似
通
ふ

も
の
が
あ
る
。
な
ほ
、
狭
衣
巻
二
上
で
狭
衣
は
、
大
弐
乳
母
の
妹
で
あ
り
、
女

二
宮
の
乳
母
に
あ
た
る
中
納
言
佐
を
訪
ね
た
際
に
、
は
か
ら
ず
も
女
二
宮
の
寝

所
に
忍
ぶ
場
面
の
一
文
に
、

南
の
戸
口
の
か
た
に
寄
り
て
聞
き
給
へ
ぱ
、
妻
戸
細
め
に
あ
き
て
、
火
の
光

Ｅ

Q

各
■
一

日
暮
れ
ぬ
れ
ば
み
な
の
ぼ
り
ぬ
る
に
、
い
つ
し
か
と
夕
月
夜
さ
し
出
で
て
、

・
梢
ど
も
い
と
面
白
う
見
え
わ
た
り
た
り
。
さ
ま
み
、
の
御
琴
ど
も
・
み
す
の

中
よ
り
出
さ
せ
給
へ
ば
、
と
り
ど
り
に
ゆ
づ
り
給
ひ
つ
上
、
大
将
は
手
も
ふ

れ
給
は
ぬ
を
、
大
納
言
「
あ
る
ま
じ
き
事
な
り
」
と
て
琴
を
せ
め
て
た
て
ま

つ
り
給
へ
ぱ
、
「
御
前
に
て
は
更
に
め
づ
ら
し
げ
な
く
、
中
食
に
侍
り
」
と

の
た
ま
ひ
て
、
た
Ｎ
一
川
う
ち
な
ら
し
て
、
「
さ
く
ら
人
」
う
た
ひ
た
ま
ふ
御

声
の
お
も
し
ろ
さ
に
、
ま
さ
る
こ
と
な
か
り
け
る
。
を
か
し
き
程
に
し
ば
し

遊
び
て
、
人
々
ま
か
で
給
ふ
に
、
織
物
の
ほ
そ
な
が
、
小
袖
な
ど
や
う
の
物

ど
も
賜
は
せ
け
り
。
（
狭
衣
巻
四
上
）

と
あ
る
。
こ
の
文
の
椛
想
は
、
丁
度
「
花
桜
折
る
少
将
」
に

た
は
ぶ
れ
つ
Ｌ
も
ろ
と
も
に
い
づ
。
か
の
み
つ
る
所
た
づ
ね
ば
や
と
お
ぽ
す
。

ゆ
ふ
が
た
と
の
に
ま
う
で
給
ひ
て
、
く
れ
ゆ
く
ほ
ど
の
空
い
た
う
か
す
ゑ
こ

め
て
、
は
な
の
い
と
お
も
し
ろ
く
ち
り
み
だ
る
上
ゆ
ふ
ぱ
え
を
、
み
す
ま
き

あ
げ
て
な
が
め
い
で
給
へ
る
御
か
た
ち
、
い
は
ん
か
た
な
く
ひ
か
り
み
ち
て
、

は
な
の
に
ほ
ひ
も
む
げ
に
け
を
さ
る
上
心
ち
ぞ
す
る
、
び
わ
を
わ
う
し
き
て

う
に
し
ら
べ
て
、
い
と
の
ど
や
か
に
を
か
し
ぐ
ひ
き
給
ふ
御
て
つ
き
な
ど
、

か
ぎ
り
な
き
女
も
か
く
は
え
あ
ら
じ
と
み
ゆ
。
こ
の
方
の
人
，
Ｊ
１
め
し
い
で

具
、
さ
ま
人
～
う
ち
あ
は
せ
つ
坐
あ
そ
び
給
ふ
。

と
あ
る
部
分
に
符
合
す
る
。
つ
ま
り
こ
の
個
所
は
、
主
人
公
の
少
将
は
源
中

将
・
兵
衛
の
佐
な
ど
と
遊
び
戯
れ
た
夕
方
に
父
の
邸
に
お
出
で
に
な
ら
れ
て
、

幕
れ
行
く
花
の
紫
色
を
眺
め
、
音
楽
に
通
じ
た
方
左
を
呼
ば
れ
て
合
奏
さ
れ
る

場
面
で
あ
っ
て
、
こ
の
趣
向
は
右
の
狭
衣
に
お
け
る
「
日
暮
れ
ぬ
れ
ば
云
灸
」

の
場
面
と
全
く
同
趣
の
も
の
と
云
へ
よ
う
。
殊
に
狭
衣
物
語
に
「
日
暮
れ
ぬ
れ

ば
み
な
の
ぼ
り
ぬ
る
に
」
と
あ
れ
ば
、
「
花
桜
折
る
少
将
」
に
も
「
ゆ
ふ
が
た

○
一

＆ 一
八
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と
の
に
ま
う
で
給
ひ
て
云
乞
と
あ
っ
て
、
両
者
の
辞
句
の
問
に
も
創
作
上
並
少
将
」
と
い
ふ
題
名
中
の
「
花
桜
折
る
」
と
は
、
美
人
を
手
に
入
れ
る
と
い
ふ

々
な
ら
ぬ
関
係
が
想
定
さ
れ
る
。
ま
た
こ
の
場
合
、
狭
衣
の
容
姿
に
つ
い
て
は
意
味
な
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
本
論
冒
頭
に
も
述
べ
て
置
い
た
が
、
「
花
桜
折

「
い
つ
し
か
と
夕
月
夜
さ
し
出
で
て
、
梢
ど
も
い
と
面
白
う
見
え
わ
た
さ
り
た
る
少
将
」
と
直
接
の
交
渉
を
持
つ
狭
衣
物
語
巻
四
上
の
本
文
中
に
、
狭
衣
が
斎

り
云
友
」
と
あ
れ
ば
、
一
方
少
将
の
容
貌
に
つ
い
て
も
「
く
れ
ゆ
く
ほ
ど
の
空
院
の
源
氏
宮
を
訪
ね
て
、

い
と
う
か
す
み
こ
め
て
、
は
な
の
い
と
お
も
し
ろ
く
ち
り
み
だ
る
ょ
ゆ
ふ
ぱ
え
み
か
き
も
る
野
辺
の
霞
も
は
か
な
く
て
折
ら
で
す
ぎ
ゆ
く
花
桜
か
な

を
、
み
す
ま
き
あ
げ
て
な
が
め
い
で
給
へ
る
御
か
た
ち
云
直
と
あ
っ
て
、
両
と
何
気
な
く
口
ず
さ
む
と
斎
院
の
侍
女
で
あ
る
新
少
将
が
、

者
の
場
面
的
趣
向
や
文
章
面
も
甚
し
く
相
似
て
ゐ
る
こ
と
に
な
る
。
花
ざ
く
ら
野
辺
の
霞
の
ひ
ま
ｊ
、
に
折
ら
で
は
人
の
す
ぐ
る
も
の
か
は

た
堂
狭
衣
の
依
拠
す
る
「
花
桜
折
る
少
将
」
の
著
述
材
料
に
つ
い
て
は
、
雑
と
返
歌
す
る
個
所
が
あ
る
。
こ
の
二
首
の
歌
も
間
点
を
施
す
語
句
の
意
味
か
ら

誌
国
文
学
昭
和
三
十
六
年
十
二
月
号
所
載
「
花
桜
折
る
少
将
と
源
氏
末
摘
花
と
実
は
「
花
桜
折
る
少
将
」
の
題
名
と
は
祗
接
の
影
郷
関
係
が
あ
っ
た
も
の
で
は

の
交
渉
」
の
卑
稿
に
詳
述
の
通
り
、
そ
れ
は
源
氏
物
語
末
摘
花
巻
及
び
蓬
生
巻
な
か
ら
う
か
。
つ
ま
り
「
花
桜
折
る
少
将
」
の
「
花
桜
折
る
」
と
い
ふ
訶
句
並

で
光
源
氏
が
花
散
里
を
訪
ね
る
途
中
に
、
末
摘
花
の
邸
に
立
寄
る
一
文
に
拠
る
び
に
そ
の
意
味
の
ヒ
ン
ト
で
、
狭
衣
の
作
者
は
、
右
の
歌
で
「
…
：
・
折
ら
で
す

も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
や
や
も
す
れ
ば
右
の
狭
衣
の
場
面
へ
も
短
篇
物
語
の
ぎ
ゆ
く
花
桜
か
な
」
と
か
、
「
花
ざ
く
ら
…
…
折
ら
で
」
な
ど
の
歌
句
を
用
ゐ

「
花
桜
折
る
少
将
」
で
は
な
く
、
源
氏
の
当
該
個
所
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
か
た
や
う
に
思
は
れ
る
。

と
い
ふ
疑
念
が
生
じ
易
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
右
の
小
論
中
に
源
氏
と
「
花
桜

折
る
少
将
」
と
の
具
体
的
な
酷
似
点
を
詳
し
く
説
明
し
て
ゐ
る
の
と
、
こ
の

「
花
桜
折
る
少
将
」
と
狭
衣
と
の
一
致
点
と
を
比
較
対
照
す
れ
ば
、
重
ね
て
此
「
花
桜
折
る
少
将
」
物
語
に
見
え
る
和
歌
の
中
で
、
「
散
る
花
を
を
し
拳
と

処
に
説
明
す
る
ま
で
も
な
く
、
一
、
瞭
然
と
両
物
語
の
結
椛
・
人
物
・
背
蛾
な
め
て
も
君
な
く
ば
た
れ
に
か
み
せ
ん
術
の
桜
を
」
の
一
首
が
、
風
葉
集
巻
二
、

ど
小
説
を
構
成
す
る
素
因
や
展
州
の
凶
果
関
係
、
ま
た
は
文
辞
上
の
類
似
点
か
春
下
に
収
め
ら
れ
て
ゐ
る
。
元
来
瓜
葉
集
の
成
立
は
、
こ
の
和
歌
集
の
序
に
も

ら
推
し
、
且
つ
後
段
の
解
説
通
り
狭
衣
は
「
花
桜
折
る
少
将
」
よ
り
後
年
の
作
「
ふ
ゑ
な
が
し
と
い
ふ
と
し
の
や
と
せ
、
ふ
り
み
ふ
ら
ず
み
し
ぐ
る
入
こ
ろ
、

品
で
あ
る
と
い
ふ
理
由
に
よ
っ
て
、
「
花
桜
折
る
少
将
」
が
狭
衣
へ
直
接
の
影
こ
れ
を
た
て
ま
つ
り
ぬ
る
と
な
り
。
」
と
見
え
る
通
り
、
文
永
八
年
（
一
二
七

響
を
及
ぼ
し
た
こ
と
が
納
得
さ
れ
る
で
あ
ら
う
。
○
）
に
出
来
あ
が
っ
た
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
「
花
桜
折
る
少
将
」
と
い
ふ
短

更
に
「
花
桜
折
る
少
将
」
の
題
名
や
「
花
桜
折
る
」
の
意
味
に
つ
い
て
は
、
篇
物
語
は
、
こ
の
風
葉
集
成
立
以
前
に
著
作
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
と
こ
ろ
で

さ
き
に
雑
誌
論
究
日
本
文
学
、
昭
和
三
十
五
年
十
一
月
号
所
載
一
‐
花
桜
折
る
少
「
花
桜
折
る
少
将
」
の
著
述
材
料
に
つ
い
て
は
、
さ
き
に
私
は
雑
誌
国
文
学
、

将
の
題
名
続
考
」
の
中
で
詳
述
し
た
通
り
で
あ
る
が
、
そ
も
そ
も
「
花
桜
折
る
昭
和
三
十
六
年
十
二
月
号
に
「
花
桜
折
る
少
将
と
源
氏
末
摘
花
と
の
交
渉
」
と

「
花
桜
折
る
少
将
」
と
狭
衣
物
語
と
の
交
渉
一
九

句

吟
も
、

。



題
し
て
発
表
し
た
如
く
、
こ
の
短
篇
物
語
は
、
源
氏
物
語
末
摘
花
の
巻
及
び
蓬

生
巻
に
見
え
る
源
氏
君
が
花
散
里
を
訪
ふ
途
中
に
末
摘
花
の
所
へ
立
ち
寄
る
場

面
に
依
拠
し
て
創
作
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
源
氏
物
語
の
成
立
に
つ
い
て
は
色

盈
異
説
も
あ
る
が
、
岡
一
男
博
士
著
「
源
氏
物
語
の
基
礎
的
研
究
」
に
よ
れ
ば
、

次
の
や
う
に
説
明
し
て
ゐ
る
。
す
な
わ
ち
「
私
は
紫
式
部
の
伝
説
と
日
記
と
に

依
拠
す
る
限
り
、
源
氏
物
語
は
彼
女
の
寡
居
の
年
で
あ
る
長
保
三
年
（
一
○
○

一
）
の
秋
か
ら
筧
弘
六
年
（
一
○
○
九
）
の
夏
ま
で
の
九
年
間
に
著
作
さ
れ
た

と
し
て
、
ま
づ
大
過
な
い
と
信
ず
る
（
源
氏
物
語
の
基
本
形
態
、
制
作
年
代
及

び
創
作
過
狸
）
」
と
述
べ
て
を
ら
れ
る
。
も
し
源
氏
物
語
の
成
立
が
博
士
の
論

述
通
り
だ
と
す
る
な
ら
ば
、
堤
中
納
言
物
語
の
一
篇
で
あ
る
「
花
桜
折
る
少

将
」
の
制
作
年
代
は
、
少
く
と
も
寛
弘
六
年
（
一
○
○
九
）
か
ら
文
永
七
年

（
一
二
七
○
）
の
間
の
い
づ
れ
か
の
年
に
著
作
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。

さ
て
、
こ
の
「
花
桜
折
る
少
将
」
の
成
立
年
代
に
つ
い
て
は
、
さ
し
た
る
論

証
の
根
拠
も
な
い
ま
坐
に
漠
然
と
平
安
朝
の
作
品
と
看
倣
さ
れ
て
今
日
に
至
っ

た
感
が
す
る
。
た
堂
山
岸
徳
平
博
士
は
、
そ
の
著
「
堤
中
納
言
物
語
評
解
」
の

解
題
の
中
で
、
「
少
く
と
も
平
安
時
代
の
後
期
で
も
、
後
拾
遺
集
以
前
頃
で
、

前
記
に
近
く
、
長
元
、
長
暦
（
一
○
二
八
’
三
九
）
頃
か
、
そ
の
前
後
の
所
産

で
、
凡
そ
そ
の
推
測
に
は
、
後
一
条
・
後
朱
雀
頃
の
も
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
」

と
推
測
さ
れ
て
ゐ
る
。
今
こ
の
物
語
の
成
立
年
代
を
推
定
す
る
一
つ
の
手
掛
り

を
目
当
て
に
「
花
桜
折
る
少
将
」
の
文
章
上
の
用
語
を
吟
味
す
る
時
、
文
中
に

は
時
代
色
を
帯
び
た
特
徴
あ
る
語
も
見
え
る
の
で
、
次
に
そ
の
解
説
を
試
ゑ
る

こ
と
に
す
る
。

帥
本
物
語
の
第
一
段
中
に

「
少
納
言
の
き
み
こ
そ
、
あ
け
や
し
ぬ
ら
ん
。
い
で
て
ぷ
給
へ
。
」
と
い
ふ
。

妬

ど

二
○

中
略
し
ば
し
み
れ
ば
お
と
な
し
き
人
の
「
す
ゑ
承
つ
ば
、
な
ど
か
い
ま
上
で

お
き
ぬ
ぞ
、
弁
の
君
こ
そ
、
こ
上
な
り
つ
る
。
ま
ゐ
り
給
へ
。
」
と
い
ふ
は
、

も
の
へ
ま
う
づ
る
な
る
べ
し
。

と
の
一
文
が
あ
る
。
と
こ
ろ
で
右
の
文
章
の
「
少
納
言
の
き
み
こ
そ
」
・
「
弁
の

君
こ
そ
」
の
「
こ
そ
」
に
つ
い
て
考
へ
て
ゑ
た
い
。
こ
の
種
の
こ
そ
は
早
く
よ

り
何
某
様
と
い
ふ
称
呼
の
下
に
添
っ
て
尊
称
を
あ
ら
は
す
一
種
の
接
尾
語
と
な

っ
て
、
そ
れ
が
平
安
時
代
わ
け
て
も
院
政
期
以
前
或
は
そ
の
前
後
作
品
で
盛
に

用
ゐ
ら
れ
て
ゐ
る
。
例
へ
ば

○
わ
ら
は
べ
の
急
ぎ
来
て
「
右
近
の
君
こ
そ
、
ま
づ
も
の
見
給
へ
。
中
将
殿

こ
そ
こ
れ
よ
り
渡
り
給
ひ
ぬ
れ
」
と
い
へ
ぱ
（
源
氏
物
語
夕
顔
巻
）

○
「
え
い
。
北
殿
こ
そ
聞
き
給
ふ
や
」
な
ど
い
ひ
か
は
す
も
聞
ゆ
。
（
源
氏

物
語
夕
顔
巻
）

○
上
こ
そ
、
こ
の
寺
に
お
は
せ
し
源
氏
の
君
こ
そ
お
は
し
た
な
れ
（
源
氏
物

語
若
紫
巻
）

○
「
人
間
の
寄
り
来
て
、
我
が
君
こ
そ
、
先
づ
物
聞
え
む
・
」
（
枕
草
子
五

十
一
段
）

○
「
や
、
大
殿
こ
そ
」
と
申
さ
せ
給
へ
ぱ
、
（
栄
花
物
語
さ
ま
人
、
の
悦
）

○
「
父
こ
そ
」
と
呼
べ
ば
、
忠
行
「
何
ぞ
」
と
云
へ
ぱ
、
（
今
昔
物
語

）

㈲
同
じ
く
第
一
段
中
に

○
も
の
い
ひ
た
る
も
、
ら
う
た
き
も
の
上
、
ゆ
ゑ
ｊ
、
し
く
き
こ
ゆ
。
う
れ

し
く
も
み
つ
る
か
な
と
お
も
ふ
に
、
や
う
ノ
、
あ
く
れ
ば
帰
り
給
ひ
ぬ
。

右
の
「
ゆ
ゑ
ｊ
、
し
く
」
は
「
故
を
し
く
」
で
、
「
由
あ
り
げ
に
」
・
「
由
緒
あ

り
げ
に
」
と
の
意
で
あ
る
。
こ
の
「
ゆ
ゑ
ノ
、
し
」
の
用
例
も
平
安
朝
中
期
前

＃



後
の
諸
作
品
に
最
も
多
く
用
ゐ
ら
れ
て
ゐ
る
や
う
で
あ
る
。
参
考
の
た
め
に
そ

の
用
例
を
挙
示
す
れ
ば
次
の
通
り
で
あ
る
。

○
扇
さ
し
か
く
し
て
具
し
た
る
さ
ま
い
と
ゆ
ゑ
ノ
、
し
年
四
十
ば
か
り
な
り

（
宇
津
保
物
語
楼
の
上
）

○
い
と
あ
て
は
か
に
ゆ
ゑ
Ｊ
、
、
し
き
声
し
て
上
に
人
二
人
ば
か
り
、
下
仕
な

め
り
。
（
宇
津
保
物
語
楼
の
上
）

○
御
供
の
人
友
に
も
ゆ
ゑ
Ｊ
、
し
き
肴
な
ど
し
て
い
だ
さ
せ
絵
へ
り
。
（
漁

氏
物
語
総
角
）

●

○
内
侍
の
か
み
こ
そ
は
ら
う
ｊ
、
し
く
ゆ
ゑ
ｊ
、
し
き
方
は
人
に
ま
さ
り
給

へ
れ
（
源
氏
物
語
朝
顔
巻
）

○
か
く
と
り
あ
へ
ず
お
も
ひ
よ
り
給
へ
る
ゆ
ゑ
Ｊ
、
し
さ
な
ど
を
を
か
し

ぐ
御
覧
ず
。
（
源
氏
物
語
少
女
巻
）

○
の
給
は
す
る
御
有
様
こ
よ
な
く
ゆ
ゑ
ノ
、
し
く
お
は
し
ま
す
（
源
氏
物
語

少
女
巻
）

○
箙
の
内
に
ゆ
ゑ
ノ
、
し
く
愛
敬
づ
き
た
る
女
の
音
し
て
（
今
昔
物
語
巻

二
四
第
六
）

○
斗
こ
の
ま
し
き
人
灸
は
、
お
の
づ
か
ら
ゆ
ゑ
Ｊ
、
し
う
し
た
り
。
（
栄
花

物
語
は
つ
花
）

○
ゆ
ゑ
Ｊ
、
し
き
か
ら
は
し
ど
も
を
波
り
、
木
の
間
を
分
け
つ
上
帰
り
い
る

程
も
（
栄
花
物
語
ば
つ
花
）

○
ゆ
ゑ
ノ
、
し
き
御
か
た
の
や
う
に
な
ん
あ
り
け
る
。
（
栄
花
物
語
晩
待

星
）

け
一
‐
花
桜
折
る
少
将
一
の
第
二
段
で
、
少
将
の
と
こ
ろ
に
源
中
将
・
兵
衛
の
佐

等
が
、
お
供
の
者
に
小
弓
を
持
た
せ
な
が
ら
訪
ね
て
来
た
時
の
一
文
に
、

「
花
桜
折
る
少
将
」
と
狭
衣
物
語
と
の
交
渉

食

守

『
よ
く
は
い
づ
く
に
か
く
れ
給
へ
り
し
ぞ
。
う
ち
に
御
あ
そ
び
あ
り
て
め
し

く
《
か
ど
も
、
み
つ
け
た
て
ま
つ
ら
で
こ
そ
」
と
の
給
へ
ぱ
、
「
こ
土
に
》
」
そ

侍
り
し
か
。
あ
や
し
か
り
け
る
事
か
な
」
な
ど
の
給
ふ
。
は
な
の
木
ど
も
の

さ
き
み
だ
れ
た
る
。
い
と
お
ほ
く
ち
る
を
象
て
、

あ
は
で
ち
る
は
な
み
る
を
り
は
ひ
た
み
ち
に

と
あ
れ
ば
、
佐

わ
が
身
に
か
つ
は
よ
わ
り
に
し
か
な

と
あ
る
。
こ
の
文
中
の
終
助
詞
「
か
な
」
の
終
止
的
用
法
は
、
奈
良
朝
か
ら
平

安
朝
前
期
ま
で
用
ゐ
ら
れ
た
と
思
は
れ
る
「
か
も
」
に
代
っ
て
現
は
れ
た
も
の

で
あ
る
。
こ
の
「
か
な
」
は
最
初
に
和
歌
な
ど
の
韻
文
中
に
出
て
来
た
の
で
あ

る
が
、
そ
れ
が
平
安
朝
中
期
以
後
か
ら
は
散
文
に
も
見
え
る
や
う
に
な
っ
た
。

右
の
文
中
の
「
か
な
」
な
ど
も
こ
の
時
代
に
該
当
す
る
用
法
と
思
は
れ
る
。

以
上
は
時
代
的
用
語
上
か
ら
物
語
の
お
ほ
よ
そ
の
成
立
を
見
定
め
よ
う
と
し

た
も
の
で
あ
る
が
、
次
に
「
花
桜
折
る
少
将
」
物
語
中
に
は
、
左
の
や
う
な
短

歌
、
並
び
に
短
連
歌
が
見
え
る
の
で
あ
る
。
い
ま
〉
」
れ
ら
の
歌
の
特
色
を
吟
味

し
て
、
本
物
語
の
成
立
を
推
測
す
る
こ
と
に
す
る
。

仰
そ
な
た
へ
と
ゆ
き
も
や
ら
れ
ず
は
な
ざ
く
ら
に
ほ
ふ
と
か
げ
に
た
び
た
里

れ
つ
上

⑥
か
け
ざ
り
し
か
た
に
そ
ば
へ
し
い
と
な
れ
ば
と
く
と
み
し
ま
に
ま
た
み
だ

れ
つ
上

側
ち
る
は
な
を
を
し
み
と
め
て
も
君
な
く
ば
た
れ
に
か
ゑ
せ
ん
や
ど
の
さ
く

ら
を

⑨
な
ら
ざ
り
し
い
に
し
へ
よ
り
も
あ
を
や
ぎ
の
い
と
図
ぞ
け
さ
は
お
も
ひ
み

だ
る
典

●



⑤
あ
は
で
ち
る
は
な
み
る
を
り
は
ひ
た
み
ち
に
わ
が
身
に
か
つ
は
よ
わ
り

に
し
か
な

右
の
内
③
③
の
歌
の
詞
遣
ひ
は
優
し
く
そ
の
調
べ
は
し
め
や
か
で
あ
り
、
そ
、

の
上
こ
れ
ら
の
歌
の
傍
線
の
表
現
面
に
は
連
想
、
特
に
た
と
へ
の
技
法
が
窺
は

れ
る
。
ま
た
い
い
の
歌
に
は
殊
に
唯
美
的
な
古
今
風
的
感
情
の
円
熟
さ
が
見
受

け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
や
う
な
歌
風
は
、
決
し
て
平
安
朝
後
期
に
な
っ
て

和
歌
が
新
し
い
傾
向
へ
と
転
換
し
出
し
た
頃
の
も
の
と
は
考
へ
ら
れ
ま
い
・
右

の
四
種
は
後
拾
遺
集
の
成
立
（
一
○
八
六
）
以
前
の
杼
情
的
な
傾
向
と
色
彩
を

示
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
「
花
桜
折
る
少
将
」
に
見
え
る
連
歌
に
つ
い
て
、
山

岸
徳
平
博
士
は
そ
の
著
「
堤
中
納
言
物
語
評
解
」
の
解
題
中
で
「
短
篇
連
歌
と

し
て
は
、
素
朴
と
言
う
か
、
素
拙
と
言
ふ
べ
き
か
、
そ
の
い
ず
れ
か
の
類
の
も

の
で
、
拾
遺
集
に
見
え
る
よ
う
な
性
格
の
も
の
に
属
し
て
届
る
。
」
と
述
べ
て

を
ら
れ
る
ほ
ど
で
あ
る
。
按
ず
る
に
「
花
桜
折
る
少
将
」
の
成
立
は
、
色
を
の

面
か
ら
推
し
て
天
喜
三
年
（
一
○
五
五
）
成
立
の
「
逢
坂
越
え
ぬ
権
中
納
言
」

と
略
觜
同
じ
頃
か
、
少
し
後
の
作
品
と
思
は
れ
る
が
、
こ
の
論
証
に
つ
い
て
は

改
め
て
別
の
機
会
に
発
表
す
る
こ
と
に
す
る
ｐ

蝿

均

●
／

一
方
狭
衣
物
語
の
作
者
に
つ
い
て
は
、
藤
原
定
家
は
、
そ
の
著
古
今
集
僻
案

抄
の
「
を
か
た
ま
の
木
」
に
つ
い
て
の
註
の
中
で
、
六
条
斎
院
宣
旨
で
あ
ら
う

と
い
は
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
推
定
は
最
早
定
説
化
し
つ
上
あ
る
現
状
な

の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
こ
の
物
語
の
成
立
年
代
も
六
条
斎
院
宣
旨
の
残
し
た
寛

治
六
年
（
一
○
九
二
）
以
前
に
は
世
に
出
た
も
の
と
信
じ
て
よ
い
と
考
へ
ら
れ

る
。
久
松
潜
一
博
士
編
「
日
本
文
学
史
（
中
古
）
」
に
も
「
同
作
者
で
あ
る
六

条
斎
院
宣
旨
源
頼
国
女
が
、
榊
想
を
と
と
の
へ
て
着
手
し
、
恐
ら
く
作
者
の
四

十
年
代
以
後
五
十
代
と
思
は
れ
る
後
冷
泉
天
皇
の
治
暦
末
年
（
一
○
六
五
’
一

○
六
八
）
に
は
成
り
嘘
を
た
る
評
を
え
た
も
の
と
恩
は
れ
る
の
で
あ
る
。
」
と

見
え
る
如
く
、
狭
衣
は
平
安
朝
後
期
の
後
朱
雀
・
後
冷
泉
天
皇
の
頃
の
作
品
の

や
ぅ
に
考
へ
ら
れ
る
。
こ
の
や
う
な
事
情
か
ら
判
断
し
て
、
前
述
の
「
花
桜
折

る
少
将
」
と
狭
衣
と
の
典
拠
関
係
に
於
い
て
は
、
当
然
「
花
桜
折
る
少
将
」
の

そ
れ
ら
が
狭
衣
の
こ
れ
ら
に
直
接
の
影
響
を
及
ぼ
し
た
こ
と
に
な
る
。

昭
和
三
十
五
年
四
月
十
日
稿

昭
和
三
十
六
年
十
二
月
一
日
補

昭
和
三
十
八
年
一
月
五
日
再
補

§

一
一
一
二
一且
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