
、

*

近
世
初
期
恋
物
語
の
一
般
的
形
式
は
、
ま
ず
「
御
伽
草
子
」
の
そ
れ
を
先

縦
と
す
る
。
「
御
伽
草
子
」
の
典
型
は
、
た
と
え
ば
『
朝
顔
の
露
の
宮
」
で

の
「
露
の
宮
」
と
「
朝
顔
」
の
恋
の
成
立
過
程
に
示
さ
れ
て
い
る
。
「
朝
顔
」

つ
れ
軟

の
乳
母
「
青
柳
‐
｜
を
な
か
だ
ち
と
す
る
恋
文
の
依
頼
、
「
あ
ら
強
顔
貫
く

玉
の
数
な
ら
ぬ
身
に
も
情
は
荒
磯
海
深
き
恋
路
に
沈
み
果
て
…
」

な
ど
と
し
て
つ
づ
ら
れ
る
古
歌
的
な
情
感
、
い
く
た
び
か
の
玉
章
の
応
答
の

後
の
恋
の
成
就
と
、
そ
の
後
の
古
歌
的
情
感
の
中
で
の
後
朝
の
別
れ
が
そ
う

で
あ
る
。
「
仮
名
草
子
」
恋
物
語
も
基
本
的
に
は
こ
れ
に
依
拠
し
て
い
る
。

し
か
し
、
そ
れ
は
、
同
時
に
独
白
の
形
式
を
も
産
出
し
は
じ
め
て
い
る
。

「
御
伽
草
子
」
の
場
合
、
主
人
公
の
登
場
か
ら
後
朝
の
別
れ
に
至
る
ま
で
は

型
ど
お
り
の
経
過
に
終
始
し
て
い
た
。
「
朝
顔
の
露
の
宮
』
で
は
、
継
子
諄

が
核
と
な
っ
て
い
る
が
、
む
し
ろ
、
個
交
の
作
品
の
独
自
の
世
界
が
展
開
す

る
の
は
、
後
朝
の
別
れ
以
後
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
事
情
は
、
「
横
笛
草

『
恨
の
介
』
の
位
相
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介
』
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相

子
」
や
『
秋
の
夜
の
長
物
語
」
で
も
ほ
と
ん
ど
変
ら
な
い
。
し
か
し
、
「
仮

名
草
子
」
の
場
合
は
、
事
情
を
異
に
す
る
。
も
ち
ろ
ん
「
仮
名
草
子
」
の
場

合
も
、
「
御
伽
草
子
」
と
同
様
、
後
朝
の
別
れ
以
降
に
も
独
自
の
世
界
を
展

開
し
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
「
恨
の
介
」
で
は
、
主
人
公
の
恋
死
と
女
性
の

殉
死
を
描
い
て
見
せ
場
を
つ
く
っ
た
の
で
、
こ
の
作
品
の
創
作
意
図
は
殉
死

注
１

を
描
く
と
こ
ろ
に
あ
る
と
も
言
わ
れ
た
。
「
露
殿
物
語
－
に
し
て
も
、
花
合

方
式
に
よ
る
遊
女
評
判
ま
で
お
り
込
ん
で
い
た
こ
と
か
ら
、
遊
女
評
判
記
や

諸
分
物
の
祖
と
し
て
の
評
価
も
う
け
て
き
た
。
し
か
し
、
「
仮
名
草
子
」
恋

物
語
の
も
っ
と
も
顕
著
な
特
徴
は
、
む
し
ろ
後
朝
の
別
れ
以
前
に
あ
ら
わ
れ

て
い
た
。
す
な
わ
ち
「
仮
名
草
子
」
で
は
、
主
人
公
の
登
場
か
ら
懸
想
ｌ
な

か
だ
ち
ｌ
恋
文
ｌ
密
会
ｌ
後
朝
の
別
れ
の
個
左
の
場
面
が
、
き
わ
め
て
強
固

な
独
立
性
を
保
持
し
な
が
ら
、
近
世
色
豊
か
な
描
写
を
見
せ
る
。
ま
た
、
あ

る
場
面
か
ら
他
の
場
面
へ
の
へ
だ
た
り
が
大
き
く
、
同
時
に
そ
の
間
隙
を
ぬ

っ
て
、
近
世
的
な
狂
歌
や
道
行
き
が
挿
入
さ
れ
る
。
『
恨
の
介
覇
一
で
は
、
な

か
だ
ち
の
「
庄
司
の
御
家
」
を
通
じ
て
「
雪
の
前
」
の
素
姓
が
語
ら
れ
る
が
、

そ
こ
で
は
秀
次
事
件
の
詳
細
が
み
え
る
。
「
露
殿
物
語
」
の
場
合
は
、
「
露

山

下

■

久
夫



殿
」
と
「
東
の
君
」
と
の
な
か
だ
ち
に
「
香
車
」
を
登
場
さ
せ
、
「
露
殿
」

と
の
間
に
、
遊
客
と
の
か
け
引
き
が
誇
張
し
て
描
か
れ
た
り
も
す
る
。
一
一
是

楽
物
語
』
の
「
友
名
」
は
、
美
文
調
の
文
体
に
よ
っ
て
つ
づ
ら
れ
た
夢
示
現

の
世
界
で
、
女
を
見
て
恋
病
に
陥
る
が
、
「
御
伽
草
子
」
の
「
秋
の
夜
の
長

物
語
』
の
「
桂
海
」
な
ど
の
よ
う
に
、
た
だ
ち
に
現
実
的
出
あ
い
が
実
現
す

る
わ
け
で
は
な
い
。
「
友
名
」
が
夢
中
の
女
に
出
あ
う
の
は
、
は
る
か
後
の

下
巻
で
あ
る
。
こ
の
時
間
的
へ
だ
た
り
は
、
「
友
名
」
を
し
て
、
「
や
う

ｊ
ｌ
今
は
〈
や
し
ゐ
て
わ
す
れ
給
ふ
折
な
る
」
な
ど
と
言
わ
せ
る
ほ
ど
で
あ

る
。
そ
し
て
そ
の
間
隙
を
ぬ
う
よ
う
な
か
た
ち
で
、
「
す
り
き
り
‐
｜
あ
る
い

は
「
友
名
」
の
同
伴
者
と
し
て
の
「
ぬ
め
り
者
」
の
「
是
楽
」
が
、
狂
歌
場

面
や
道
行
き
場
面
な
ど
の
近
世
的
見
せ
場
を
提
供
し
て
い
る
。
「
ね
ご
と

草
』
で
も
、
「
余
助
」
が
「
松
風
」
を
垣
間
見
て
か
ら
、
女
と
の
出
あ
い
の

間
に
は
、
「
金
無
」
と
の
発
句
で
つ
づ
る
道
行
き
の
挿
入
が
あ
っ
た
。
「
薄

雪
物
語
』
で
は
、
恋
文
部
分
の
拡
大
を
指
摘
で
き
よ
う
。
こ
う
し
た
「
仮
名

草
子
」
恋
物
語
に
み
ら
れ
る
後
朝
の
別
れ
以
前
の
個
々
の
場
面
の
拡
大
は
、

「
御
伽
草
子
」
の
恋
物
語
と
は
明
確
に
区
別
し
得
る
「
仮
名
草
子
」
独
自
の

形
式
を
も
た
ら
し
た
。
『
恨
の
介
」
に
は
じ
ま
る
「
仮
名
草
子
」
の
恋
物
語

の
変
質
過
程
も
、
こ
の
よ
う
な
事
情
に
よ
っ
て
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

『
恨
の
介
」
の
諸
本
は
、
代
表
的
な
も
の
と
し
て
は
、
古
活
字
本
「
恨
の
介
」

と
、
寛
永
整
版
本
「
う
ら
み
の
す
け
』
と
が
存
在
す
る
が
、
こ
の
両
者
の
間

に
は
か
な
り
の
変
動
が
み
ら
れ
る
。
こ
の
変
動
の
意
味
を
そ
の
変
質
過
程
の

中
で
さ
ぐ
る
こ
と
も
、
「
仮
名
草
子
」
恋
物
語
の
展
開
を
考
え
る
上
で
は
重

要
で
あ
る
。
「
恨
の
介
』
は
、
こ
れ
ま
で
モ
デ
ル
論
や
、
そ
の
創
作
意
図
に

十

坪
弘
一

も

そ
も
ノ
ー
比
は
い
つ
ぞ
の
事
な
る
に
、
慶
長
九
年
の
末
の
夏
、
上
の

十
日
の
事
な
れ
ば
、
清
水
の
万
燈
と
て
、
袖
を
連
ら
ね
て
都
人
、
四
条

五
条
の
橋
の
上
、
老
若
男
女
貴
賤
都
鄙
、
色
め
く
花
衣
、
げ
に
お
も
し

（
マ
マ
）

ろ
き
有
様
な
り
。
こ
こ
に
葛
の
恨
の
介
、
夢
の
浮
世
の
助
、
松
の
緑
り

介
、
君
を
思
の
介
、
中
空
恋
の
介
と
て
、
そ
の
比
都
に
隠
れ
も
な
く
、

色
深
き
男
ど
も
あ
り
、
な
か
に
も
葛
の
恨
の
介
と
申
せ
し
人
は
、
一
段

心
細
き
者
な
り
し
が
…
…

古
活
字
本
「
恨
の
介
』
の
主
人
公
「
恨
の
介
」
は
、
ま
ず
先
行
の
「
御
伽

草
子
」
の
世
界
に
み
ら
れ
な
い
享
楽
的
な
風
俗
描
写
を
背
景
に
し
て
登
場
す

る
．
．
段
心
細
き
」
主
人
公
が
、
相
手
を
求
め
て
清
水
観
音
祈
願
に
参
詣

す
る
の
で
あ
る
が
、
享
楽
の
色
彩
は
、
そ
こ
で
も
参
詣
の
場
を
圧
倒
し
て
い

た
。
妻
を
求
め
て
の
清
水
祈
願
は
、
中
世
以
来
の
俗
信
で
あ
る
。
し
か
し
、

参
詣
の
「
恨
の
介
」
の
周
囲
は
、
明
ら
か
に
そ
れ
ま
で
と
は
異
な
っ
た
様
相

を
呈
し
て
い
る
。
祈
願
の
後
、
欄
干
に
腰
を
お
ろ
し
参
詣
人
を
な
が
め
る
主

人
公
の
目
に
と
び
こ
ん
で
き
た
の
は
、
「
こ
れ
よ
り
す
ぐ
に
豊
国
匡
、
「
い

ざ
や
我
等
は
祇
園
殿
」
、
「
北
野
へ
い
ざ
行
き
て
、
国
が
歌
舞
妓
を
見
ん
」
、

「
東
福
寺
の
橋
に
て
踊
ら
ば
や
」
、
「
五
条
に
て
慰
ま
ん
」
と
、
た
が
い
に
言

い
か
わ
し
な
が
ら
参
詣
す
る
道
者
た
ち
の
群
で
あ
っ
た
。
「
恨
の
介
」
は
、

注
２

つ
い
て
論
じ
ら
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
が
、
こ
れ
ら
の
論
も
、
「
仮
名
草
子
」

恋
物
語
の
変
質
過
程
の
中
に
正
確
に
位
置
づ
け
ら
れ
た
と
は
言
い
き
れ
な
い

2
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そ
の
場
を
逃
れ
て
音
羽
の
滝
に
立
寄
る
。
し
か
し
、
そ
こ
で
も
、
「
落
ち
来

る
水
に
盃
を
浮
べ
、
さ
も
い
つ
く
し
き
女
房
た
ち
、
又
は
若
衆
も
打
交
り
、

手
ま
づ
遮
る
盃
を
、
彼
方
此
方
と
取
り
交
し
、
遊
山
ば
か
り
と
聞
え
け
る
」

の
酒
宴
風
景
に
遭
遇
す
る
。
ま
た
、
「
夢
の
浮
世
を
ぬ
め
る
や
れ
、
遊
べ
や

狂
へ
皆
人
」
な
ど
と
い
う
当
時
の
は
や
り
小
歌
さ
え
耳
に
す
る
。
「
恨
の

介
」
を
と
り
か
こ
む
清
水
風
景
は
、
す
で
に
信
仰
か
ら
は
逸
脱
し
て
い
る
。

む
し
ろ
清
水
は
、
『
枕
草
子
」
に
擬
し
た
「
物
は
尽
し
」
の
『
犬
枕
』
が
、

「
し
た
ひ
物
」
と
し
て
「
当
世
流
行
る
伊
達
道
具
」
「
数
寄
屋
の
作
事
」
と

と
も
に
、
「
遊
山
見
物
」
を
あ
げ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
う
か
が
え
る
よ
う
に

も
う
遊
楽
の
場
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
近
世
初
期
の
一
般
的
な
風
潮
で
も
あ
っ

た
。
「
慶
長
九
年
の
末
の
夏
」
と
い
え
ば
、
豊
国
大
明
神
で
の
秀
吉
の
七
周

忌
を
八
月
十
七
日
に
ひ
か
え
、
こ
の
あ
た
り
は
、
風
流
踊
な
ど
を
ま
じ
え
て

（
マ
マ
）

わ
き
た
っ
て
お
り
、
北
野
天
満
宮
で
も
、
「
国
が
歌
舞
妓
を
見
ん
」
の
こ
と

ば
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、
歌
舞
伎
踊
・
勧
進
能
・
女
房
能
な
ど
の
興
行
が

盛
大
を
き
わ
め
て
い
た
。
主
人
公
「
恨
の
介
」
は
、
ま
ず
こ
の
よ
う
な
享
楽

的
風
俗
を
背
景
に
す
る
「
色
深
き
男
」
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、
「
御
伽
草

子
」
の
主
人
公
た
ち
と
は
明
ら
か
に
異
な
る
存
在
で
あ
る
。
こ
こ
ろ
み
に

「
朝
顔
の
露
の
宮
一
の
「
露
の
宮
」
の
登
場
風
景
を
見
て
み
る
と
よ
い
。

昔
桜
木
の
大
王
と
て
、
め
で
た
き
帝
在
し
ま
す
。
后
は
萩
の
大
臣
の

御
女
、
菊
の
御
前
と
申
し
侍
る
。
こ
の
御
腹
に
皇
子
三
人
在
し
け
る
。

第
一
の
宮
を
ば
、
糸
桜
の
親
王
と
申
し
き
。
第
二
を
ぱ
、
紅
葉
の
宮
と

申
し
侍
る
。
第
三
の
宮
は
色
殊
に
深
く
、
詩
歌
管
絃
に
長
じ
給
ひ
、
御

容
貌
心
態
に
至
る
ま
で
、
花
の
都
に
双
ぶ
人
も
な
し
。
こ
の
君
を
見
参

『
恨
の
介
』
の
位
相

9

ら
す
る
人
は
、
上
下
に
よ
ら
ず
、
露
の
御
情
に
も
と
願
ひ
侍
る
に
よ
り
、

自
ら
御
名
を
露
の
宮
と
申
し
侍
る
。

こ
こ
で
は
、
「
露
の
宮
」
の
登
場
に
、
風
俗
描
写
を
と
も
な
わ
せ
る
こ
と

は
な
い
。
「
横
笛
草
子
」
の
「
滝
口
入
道
」
や
、
一
圃
秋
の
夜
の
長
物
語
」
の

「
桂
海
」
に
し
て
も
や
は
り
同
様
で
あ
っ
た
。
「
恨
の
介
」
は
、
「
露
の
宮
」

や
「
滝
口
入
道
」
や
「
桂
海
」
と
類
似
の
恋
を
す
る
人
物
で
は
あ
る
が
、
登

場
の
仕
方
か
ら
見
て
も
、
「
御
伽
草
子
」
の
主
人
公
た
ち
と
は
同
一
で
は
な

い
。

「
雪
の
前
」
も
ま
た
、
田
村
堂
で
、
「
と
て
も
籠
ら
ば
清
水
へ
、
花
の
都

を
見
下
し
て
」
、
「
と
ど
ろ
ノ
、
と
鳴
神
も
、
こ
典
は
桑
原
」
、
「
浜
松
の
音
は

ざ
具
ん
ノ
ー
」
な
ど
の
は
や
り
小
歌
を
、
「
し
ど
ろ
も
ど
ろ
に
歌
い
な
」
す

「
酒
宴
半
ば
」
の
遊
興
の
中
に
あ
っ
た
。
「
雪
の
前
」
じ
し
ん
も
、
「
遊
ぱ

せ
し
そ
の
琴
を
壁
に
背
け
て
置
か
せ
ら
れ
、
今
様
の
三
味
線
を
転
手
き
り
り

と
押
し
廻
し
、
糸
を
調
零
へ
て
甲
を
取
り
、
合
の
手
を
置
」
い
て
享
楽
す
る
女

性
で
あ
っ
た
。
こ
れ
も
、
「
朝
顔
の
露
の
宮
」
の
「
折
節
梅
が
枝
の
中
納
言

の
御
女
に
、
朝
顔
の
上
と
て
、
な
尋
へ
て
な
ら
ず
容
貌
よ
き
姫
君
在
し
け
る
。
」

と
は
相
違
す
る
。

こ
の
よ
う
に
、
享
楽
的
な
風
俗
を
背
景
に
し
た
主
人
公
の
登
場
の
あ
り
方

に
、
「
仮
名
草
子
」
恋
物
語
の
は
っ
き
り
と
し
た
特
徴
が
あ
る
。
『
朝
顔
の

露
の
宮
」
一
や
『
秋
の
夜
の
長
物
語
』
に
よ
っ
て
構
想
さ
れ
た
『
露
殿
物
語
』

の
場
合
も
、
事
情
は
同
じ
で
あ
っ
た
と
考
え
て
よ
い
。
ゞ、

し
か
し
、
古
活
字
本
「
恨
の
介
」
の
位
相
を
定
め
よ
う
と
す
る
と
き
、
も

う
一
つ
の
問
題
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
こ
れ
ま
で
も
た
び
た
び
指
摘
さ
れ
た
よ



う
に
、
「
恨
の
介
」
の
主
人
公
た
ち
が
、
反
面
で
は
「
御
伽
草
子
」
の
主
人

公
た
ち
と
少
し
も
違
わ
ぬ
側
面
を
保
有
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
た
と
え
ば

「
恨
の
介
」
が
「
雪
の
前
」
に
送
る
恋
文
は
、
全
面
的
に
謡
曲
的
情
感
や
、

『
源
氏
物
語
』
「
古
今
集
」
な
ど
の
古
典
的
情
感
に
よ
っ
て
統
一
さ
れ
て
い

る
し
、
「
恨
の
介
」
の
遺
書
の
構
文
も
、
『
住
吉
物
語
』
中
の
長
歌
の
補
綴

注
３

で
な
っ
て
い
る
。
「
雪
の
前
」
に
つ
い
て
も
、
そ
の
容
姿
の
形
容
に
端
的
に

あ
ら
わ
れ
て
い
る
と
お
り
で
あ
る
。
「
物
に
よ
く
ノ
ー
轡
ふ
れ
ば
、
唐
の
楊

貴
妃
、
摩
耶
夫
人
、
虞
子
君
、
李
夫
人
、
星
の
宮
…
…
か
の
野
宮
に
住
み
給

ふ
、
御
息
所
に
葵
の
上
、
和
泉
式
部
・
小
式
部
、
紫
式
部
に
小
督
の
局
、
紀

の
有
常
が
娘
か
や
…
：
」
。
こ
れ
は
、
ま
ぎ
れ
も
な
く
「
鉢
か
ず
き
」
や

一
』
十
二
段
草
子
」
な
ど
の
美
的
形
容
で
あ
る
。
作
品
全
体
を
一
貫
す
る
「
恨

の
介
」
や
「
雪
の
前
」
の
イ
メ
ー
ジ
も
、
む
し
ろ
こ
う
し
た
側
面
で
あ
っ
た
。

し
た
が
っ
て
古
活
字
本
「
恨
の
介
』
の
位
相
の
評
価
も
、
こ
の
側
面
に
か
か

っ
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
の
よ
う
に
、
「
仮
名
草
子
」
そ
の
も
の
が
中
世
的
要

素
と
近
世
的
要
素
と
の
混
交
と
し
て
通
念
化
さ
れ
て
い
た
事
情
か
ら
は
、
こ

の
評
価
は
不
可
能
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
う
し
、
た
旧
態
を
も
ち
な
が
ら
も
、

古
活
字
本
『
恨
の
介
」
は
、
ま
ぎ
れ
も
な
く
近
世
初
期
文
芸
で
あ
る
。
こ
の

位
置
づ
け
を
可
能
に
す
る
た
め
に
は
、
こ
の
作
品
の
旧
態
部
分
の
は
っ
き
り

と
し
た
近
世
文
芸
と
し
て
の
認
定
が
必
要
で
あ
る
。

古
活
字
本
「
恨
の
介
一
刊
行
の
慶
長
Ｉ
元
和
期
は
、
印
刷
技
術
の
発
達
と

普
及
の
時
期
で
あ
る
。
寺
院
の
独
占
で
あ
っ
た
出
版
事
業
は
、
民
間
の
開
版

に
よ
っ
て
も
推
進
さ
れ
た
。
い
わ
ゆ
る
町
版
の
成
立
時
期
で
あ
る
。
そ
の
特

徴
は
、
読
者
人
口
の
増
大
を
は
か
っ
た
仮
名
木
活
字
版
に
あ
り
、
そ
の
享
受

卜

者
層
は
、
没
落
公
家
や
上
層
武
士
、
あ
る
い
は
古
典
的
教
養
を
も
っ
た
上
層

町
衆
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
要
請
に
よ
る
古
典
版
本
化
の
時
代
で
も
あ
っ
た
。

こ
う
し
た
条
件
の
中
で
産
附
さ
れ
た
嵯
峨
本
の
出
版
元
で
は
、
謡
本
や
舞
の

・
注
４

本
な
ど
も
印
刷
さ
れ
た
と
い
う
。
古
活
字
本
「
恨
の
介
」
の
内
部
構
造
の
評

価
に
は
、
こ
の
よ
う
な
歴
史
事
象
の
検
討
も
不
可
避
で
あ
る
。
そ
れ
は
、

「
源
氏
物
語
」
「
伊
勢
物
語
」
「
徒
然
草
」
「
枕
草
子
」
ほ
か
の
伝
統
文
芸

の
享
受
が
、
上
層
町
衆
を
中
心
と
し
て
行
わ
れ
た
と
い
う
事
実
の
評
価
で
あ

る
。
こ
の
時
、
伝
統
文
芸
は
、
た
ん
な
る
古
典
と
し
て
で
は
な
く
、
近
世
文

学
と
し
て
よ
み
が
え
っ
た
。
こ
の
時
期
の
読
書
大
衆
に
と
っ
て
、
伝
統
文
芸

の
享
受
は
、
積
極
的
な
文
学
的
行
為
で
あ
っ
た
と
言
っ
て
よ
い
。
古
活
字
本

「
恨
の
介
』
は
、
こ
の
よ
う
に
伝
統
文
芸
が
、
広
範
な
享
受
行
為
に
さ
さ
え

ら
れ
て
蘇
生
し
た
と
こ
ろ
に
書
か
れ
た
文
芸
と
し
て
理
解
さ
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
つ
ま
り
こ
の
こ
と
は
、
「
恨
の
介
」
が
、
「
露
の
宮
」
や
「
滝
口

入
道
」
や
「
桂
海
」
の
残
像
と
し
て
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
伝
統
文
芸
の
積

極
的
な
享
受
が
産
出
し
た
近
世
文
芸
の
具
体
的
な
主
人
公
だ
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
詞
章
や
情
感
が
、
た
と
え
伝
統
的
な
色
彩
を
も
っ
て
い
た
と
し
て
も
、

「
恨
の
介
」
じ
し
ん
は
、
「
御
伽
草
子
」
の
人
物
と
は
異
質
の
主
人
公
で
あ

る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
「
雪
の
前
」
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。

す
で
に
述
需
へ
た
よ
う
に
、
「
仮
名
草
子
」
恋
物
語
の
特
徴
は
、
主
人
公
の

登
場
か
ら
後
朝
の
別
れ
ま
で
の
各
場
面
の
拡
大
に
あ
る
。
古
活
字
本
『
恨
の

介
』
も
、
享
楽
風
俗
を
背
景
に
登
場
の
主
人
公
や
、
「
庄
司
の
御
家
」
が

「
雪
の
前
」
を
語
る
と
き
に
も
り
込
ま
れ
た
「
な
か
だ
ち
」
の
部
分
（
秀
次

事
件
の
詳
細
）
に
特
色
を
見
出
し
得
る
。
「
恨
の
介
」
や
「
雪
の
前
」
の
恋

二二
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文
、
二
人
の
密
会
の
模
様
の
描
写
、
こ
れ
ら
は
、
い
ず
れ
も
「
御
伽
草
子
」

に
は
な
い
近
世
色
で
あ
る
。
「
恨
の
介
」
は
、
ま
ぎ
れ
も
な
く
「
仮
名
草

子
」
で
あ
っ
た
。
し
か
も
、
こ
こ
で
い
っ
そ
う
重
要
な
こ
と
は
、
古
活
字
本

「
恨
の
介
」
が
、
そ
れ
ら
の
場
面
で
、
伝
統
的
詞
章
や
情
感
を
十
分
に
生
か

し
て
い
る
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
秀
次
事
件
に
し
て
も
、
伝
統
的
な
詞
章
や

情
感
の
中
で
、
そ
の
緊
迫
感
を
伝
え
て
い
る
。
「
恨
の
介
」
は
、
か
っ
て
実

注
５

録
物
と
し
て
、
慶
長
十
四
年
の
烏
丸
光
広
以
下
数
人
の
宮
廷
密
通
事
件
や
、

注
６

同
じ
こ
ろ
の
松
平
若
狭
守
近
次
と
禁
裡
女
房
と
の
密
通
事
件
な
ど
に
、
そ
の

モ
デ
ル
が
求
め
ら
れ
た
こ
と
も
あ
っ
た
。
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
の
論
は
と
も

か
く
、
少
な
く
と
も
当
時
話
題
の
密
通
事
件
を
、
こ
の
一
編
の
恋
物
語
に
表

現
し
得
た
伝
統
的
構
文
の
積
極
的
役
割
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
森

注
７

山
重
雄
氏
も
言
う
よ
う
に
、
『
恨
の
介
』
は
、
「
伝
統
的
な
物
語
の
方
法
か

ら
脱
却
で
き
な
い
」
作
品
と
し
て
だ
け
で
は
な
く
、
こ
の
作
品
は
、
む
し
ろ①

「
当
時
の
宮
廷
密
通
事
件
を
物
語
化
す
る
原
点
を
中
世
小
説
の
様
式
に
求
め

た
」
も
の
と
し
て
考
え
る
必
要
も
あ
ろ
う
。
古
活
字
本
『
恨
の
介
』
は
、
秀

次
事
件
や
宮
廷
密
通
事
件
の
よ
う
な
近
世
初
期
の
世
俗
を
作
品
中
に
く
み
込

む
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
仮
名
草
子
」
恋
物
語
の
資
格
を
得
た
。
伝
統
的
詞
章

や
情
感
は
、
そ
の
原
点
で
も
あ
っ
た
。
「
恨
の
介
」
や
「
雪
の
前
」
も
、

「
御
伽
草
子
」
の
残
像
と
し
て
あ
っ
た
の
で
は
な
い
。
「
恨
の
介
』
の
作
者

は
、
「
御
伽
草
子
」
の
主
人
公
た
ち
を
蘇
生
さ
せ
、
そ
れ
を
媒
介
と
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
当
時
の
密
通
事
件
に
代
表
さ
れ
る
公
家
衆
の
イ
メ
ー
ジ
を
鮮

明
に
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
「
恨
の
介
」
や
「
雪

の
前
」
は
、
「
仮
名
草
子
」
の
主
人
公
の
地
位
を
確
保
し
た
。
そ
し
て
、
こ

『
恨
の
介
』
の
位
相

の
背
景
に
、
慶
長
ｌ
元
和
期
に
み
ら
れ
る
伝
統
文
芸
の
広
範
な
享
受
と
、
そ

の
主
人
公
た
ち
の
蘇
生
を
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

「
恨
の
介
」
「
雪
の
前
」
の
登
場
に
と
も
な
う
享
楽
風
俗
の
描
写
に
つ
い

て
も
、
別
の
観
点
が
用
意
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
こ
れ
ま
で

の
よ
う
に
、
こ
の
風
俗
描
写
だ
け
を
近
世
的
で
あ
る
と
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
。
「
恨
の
介
」
や
「
雪
の
前
」
も
ま
た
近
世
的
人
物
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ

そ
、
こ
れ
ら
と
享
楽
的
風
俗
と
の
結
合
も
可
能
で
あ
っ
た
。
両
者
は
密
着
し

て
形
象
化
さ
れ
た
独
自
の
文
学
形
象
と
し
て
理
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
の

よ
う
な
文
学
形
象
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
享
楽
風
俗
の
描
写
の
あ
り
方
は
、
む

し
ろ
伝
統
的
側
面
の
制
約
を
う
け
て
い
た
。
「
雪
の
前
」
は
、
「
今
様
の
三

味
線
を
転
手
き
り
り
と
押
し
廻
」
す
が
、
た
だ
ち
に
描
写
は
「
三
味
線
の
結

構
」
に
お
よ
び
、
「
籾
ま
た
胴
の
蒔
絵
に
は
、
都
の
内
を
蒔
き
に
け
る
。
祇

園
・
清
水
・
賀
茂
・
春
日
、
六
波
羅
・
六
角
・
今
熊
野
、
豊
国
の
大
明
神
、

三
十
三
間
・
大
佛
殿
・
・
・
…
」
の
洛
中
洛
外
の
名
所
の
羅
列
と
な
っ
た
。
こ
れ

は
、
「
雪
の
前
」
の
美
人
形
容
な
ど
に
見
ら
れ
る
伝
統
的
表
現
様
式
と
相
関

す
る
。
「
恨
の
介
」
を
と
り
か
こ
む
風
俗
描
写
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。

古
活
字
本
『
恨
の
介
』
の
基
軸
を
な
す
伝
統
的
詞
章
や
情
感
の
蘇
生
は
、
没

落
公
家
や
上
層
武
士
・
上
層
町
衆
な
ど
の
伝
統
文
芸
の
積
極
的
な
享
受
を
前

提
と
し
て
は
じ
め
て
保
障
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

古
活
字
本
「
恨
の
介
」
を
、
「
仮
名
草
子
」
恋
物
語
と
し
て
特
徴
づ
け
る
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一
つ
に
、
秀
次
事
件
の
詳
細
が
あ
っ
た
こ
と
は
、
す
で
に
述
べ
た
。
そ
こ
で

は
、
伝
統
的
詞
章
や
情
感
の
積
極
的
な
援
用
が
あ
っ
た
。
ま
た
、
こ
の
場
面

は
、
こ
の
作
品
の
実
録
物
的
性
格
を
印
象
づ
け
て
い
た
。
整
版
本
「
う
ら
み

の
す
け
』
は
、
主
人
公
の
登
場
か
ら
「
恨
の
介
」
の
懸
想
あ
た
り
ま
で
は
、

古
活
字
本
と
の
間
に
さ
し
た
る
相
違
も
み
ら
れ
な
い
。
し
か
し
、
「
な
か
だ

ち
」
の
部
分
以
降
は
、
様
相
を
異
に
す
る
。
古
活
字
本
の
「
よ
り
ノ
ー
の
御

評
定
あ
り
て
」
は
、
整
版
本
で
は
、
「
よ
り
ｊ
、
御
評
碇
有
け
れ
ば
、
御
誌

さ
る
御
事
に
て
候
へ
兵
、
か
う
を
な
せ
ば
天
の
利
有
、
義
の
道
を
御
背
き
候

は
Ｎ
、
い
か
で
御
利
運
候
べ
き
、
御
思
案
あ
れ
と
諫
め
け
り
」
と
改
変
さ
れ

る
。
「
御
評
定
」
の
内
容
が
、
「
天
の
利
」
「
義
の
道
」
と
、
道
義
的
教
義

で
修
辞
化
さ
れ
て
い
る
。
秀
次
が
秀
吉
に
対
し
、
謀
叛
の
意
志
な
き
を
陳

弁
す
る
く
だ
り
で
も
、
古
活
字
本
の
「
色
為
陳
じ
」
は
、
整
版
本
で
は
、

二
は
天
の
畏
れ
と
い
ひ
、
一
は
ぶ
め
い
の
お
そ
れ
と
い
ひ
、
冥
の
照
覧
お

そ
れ
あ
り
、
心
に
や
し
ん
の
候
は
且
、
い
か
で
か
是
ま
で
参
る
べ
き
と
、
色

た
ち
ん
じ
玉
へ
ば
」
と
、
こ
れ
ま
た
「
天
の
畏
れ
」
「
ぶ
め
い
の
お
そ
れ
」

「
冥
の
照
覧
お
そ
れ
」
の
、
道
義
的
色
彩
に
い
ろ
ど
ら
れ
た
修
辞
に
変
じ
て

注
８

い
る
。
秀
次
の
妾
た
ち
の
自
害
の
場
面
は
、
女
性
の
殉
死
に
み
る
立
場
か
ら

重
要
視
さ
れ
る
が
、
古
活
字
本
で
は
、
こ
の
場
面
は
秀
次
の
死
骸
に
別
れ
を

告
げ
る
女
た
ち
の
自
害
と
、
「
お
こ
ぽ
の
上
礪
」
の
辞
世
の
句
だ
け
を
載
せ

て
い
る
。
一
方
、
整
版
本
は
十
人
の
女
性
の
辞
世
を
掲
げ
た
。
「
お
こ
ぽ
の

上
脂
」
の
後
を
追
っ
て
自
害
す
る
女
た
ち
の
有
様
の
描
写
も
、
古
活
字
本
と

整
版
本
と
で
は
趣
を
異
に
し
て
い
る
。

残
り
の
姫
た
ち
御
覧
じ
て
、
「
あ
ら
涼
し
の
最
期
や
」
と
、
我
も

や

I
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ｊ
ｉ
Ｉ
と
御
じ
が
ひ
を
し
給
ふ
な
り
。
こ
の
姫
た
ち
の
有
様
を
臂
へ
ん
方

も
無
か
り
け
り
。
心
の
猛
き
武
士
も
、
こ
れ
に
は
い
か
で
勝
ら
ん
と
、

貴
賎
上
下
を
し
な
く
て
あ
は
れ
と
言
は
い
人
も
無
し
（
古
活
字
版
）
。

残
の
上
ら
う
達
、
是
を
御
覧
じ
て
、
あ
ら
涼
し
の
さ
い
ご
や
と
て
、

我
も
ノ
ー
～
と
御
じ
が
ひ
を
し
玉
ふ
に
、
親
め
の
と
し
た
し
き
か
た
、
又

は
年
ご
ろ
め
し
っ
か
ひ
し
、
女
子
は
し
た
に
至
る
ま
で
、
む
く
ろ
し
が

い
に
抱
付
、
是
は
夢
か
や
現
か
や
、
い
か
な
る
浮
世
に
生
れ
き
て
、
か

Ⅸ
る
う
き
め
を
み
る
事
よ
、
か
な
し
や
つ
ら
や
何
事
ぞ
、
我
も
つ
れ
て

諸
共
に
、
し
で
三
づ
の
大
河
を
も
、
召
ぐ
し
玉
へ
姫
君
と
て
、
な
き
さ

け
ぶ
其
の
声
は
、
大
け
う
く
わ
ん
の
ご
と
く
也
、
此
ひ
め
の
有
様
、
た

と
へ
ん
か
た
も
な
か
り
け
る
、
心
な
き
ゑ
び
す
共
も
、
理
や
道
理
と
て
、

き
せ
ん
上
下
お
し
な
・
へ
て
、
哀
と
い
は
廻
人
も
な
し
（
整
版
本
）
。

「
な
か
だ
ち
」
部
分
は
、
「
庄
司
の
御
家
」
が
「
恨
の
介
」
に
向
っ
て
、

「
雪
の
前
」
の
素
姓
を
語
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
秀
次
事
件
も
、
「
雪
の
前
」

の
父
親
木
村
常
陸
介
の
連
座
で
、
作
品
の
中
で
は
か
な
り
の
比
重
を
占
め
る

が
、
古
活
字
本
の
場
合
、
こ
の
部
分
も
、
伝
統
的
詞
章
や
情
感
で
緊
迫
し
て

描
か
れ
、
物
語
全
体
の
構
成
と
も
調
和
し
て
い
た
。
し
か
し
、
整
版
本
に
な

る
と
、
こ
の
部
分
は
、
「
雪
の
前
」
の
素
姓
を
語
る
と
い
う
本
来
の
目
的
か

ら
か
な
り
離
脱
し
、
作
者
の
筆
は
、
秀
次
事
件
で
の
「
よ
り
ｊ
ｉ
の
御
評

定
」
の
内
容
や
殉
死
の
「
こ
の
姫
た
ち
の
有
様
」
や
動
作
・
表
情
に
お
よ
ぶ
。

こ
れ
は
、
こ
の
部
分
の
拡
大
で
あ
り
、
ド
ラ
マ
化
で
も
あ
る
。
実
録
物
的
性

格
が
薄
れ
、
ス
ト
ー
リ
ー
全
体
の
有
機
的
構
成
も
破
壊
さ
れ
て
い
る
。
こ
の

現
象
は
、
恋
文
ｌ
密
会
の
部
分
に
い
た
っ
て
決
定
的
と
な
っ
た
。

ｒ
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古
活
字
本
で
の
「
恋
文
」
は
、
全
面
的
に
謡
曲
の
情
感
や
「
源
氏
物
語
」

『
古
今
集
』
な
ど
の
古
典
的
情
感
に
よ
っ
て
一
貫
し
て
い
た
。
た
だ
「
桂
の

如
き
の
君
な
れ
ば
、
飛
び
立
つ
ば
か
り
思
ひ
寝
の
」
と
い
う
部
分
だ
け
が
、

「
当
世
投
節
」
の
「
逢
ひ
た
さ
見
た
さ
は
飛
び
立
つ
な
７
ば
か
り
、
籠
の
鳥

か
や
ァ
な
恨
め
し
や
ん
」
に
よ
っ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
く
程
度
で
あ
り
、
そ

れ
も
全
文
に
及
ぼ
す
影
響
は
少
な
い
。
し
か
し
、
整
版
本
の
場
合
で
は
事
情

を
ま
っ
た
く
異
に
し
て
い
る
。
確
版
本
の
場
合
は
、
ま
ず
全
体
に
わ
た
っ
て

の
和
歌
の
多
出
が
め
だ
つ
。
ま
た
、
こ
の
部
分
は
、
『
薄
雪
物
語
』
の
書
簡

体
さ
え
も
連
想
さ
せ
る
。
「
雪
の
前
」
の
返
信
も
、
和
歌
の
羅
列
が
中
心
で

あ
り
、
物
語
の
展
開
の
う
え
で
も
蛇
足
の
感
が
強
い
。
ま
た
、
古
活
字
本
が
、

「
さ
れ
ば
神
代
の
昔
よ
り
、
今
末
の
世
に
至
る
ま
で
、
尽
き
せ
ぬ
も
の
は
恋

路
な
り
」
と
言
い
、
そ
の
例
と
し
て
『
源
氏
物
語
１
－
を
は
じ
め
と
す
る
古
典

を
あ
げ
る
の
に
対
し
、
整
版
本
で
の
展
開
の
仕
方
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。

若
も
お
な
び
き
な
き
な
ら
ば
、
今
生
に
て
は
身
を
け
し
て
、
君
の
手

馴
し
物
と
な
り
、
朝
に
は
八
重
の
帯
、
召
さ
る
典
小
玉
の
帯
と
な
り
、

お
腰
の
程
に
寄
り
そ
ひ
て
、
く
る
り
ノ
ー
く
る
ノ
ー
と
、
お
腰
に
ひ
や

た
と
纒
付
、
結
び
あ
は
ん
と
願
ふ
也
。
夕
の
床
に
し
づ
ま
ら
ぱ
、
こ
の

魂
取
分
て
、
こ
ん
は
褥
や
枕
の
下
、
菱
と
身
を
な
し
て
、
よ
な
ノ
ー
絶

え
ず
鳴
き
い
、
へ
し
、
は
く
は
御
寝
の
ね
乱
の
、
枕
に
か
氏
る
つ
く
も
か

み
、
元
結
と
身
を
な
し
て
、
く
る
り
ひ
つ
し
と
か
み
を
巻
、
朝
な
夕
な

に
は
な
れ
ま
じ
、
若
又
む
な
し
く
成
る
な
ら
ば
、
・
六
道
四
生
の
其
内
を
、

淀
の
よ
そ
へ
が
水
ぐ
る
ま
、
露
ほ
ろ
ノ
、
の
泪
に
て
、
く
る
く
る
ざ
ん

ぶ
ノ
、
と
、
三
づ
の
川
を
も
し
た
ふ
く
し

『
恨
の
介
』
の
位
相

』

腰
に
寄
り
そ
っ
て
「
く
る
り
ｊ
く
～
く
る
ノ
ー
と
、
お
腰
に
ひ
や
た
と
纒

付
」
い
た
り
、
「
元
結
と
身
を
な
し
て
、
く
る
り
ひ
つ
し
と
か
み
を
巻
、
朝

な
夕
な
に
は
な
れ
ま
じ
」
な
ど
と
書
き
つ
づ
っ
た
り
す
る
。
こ
れ
は
、
遊
女

と
の
間
で
交
わ
さ
れ
る
痴
話
文
に
等
し
い
。
「
雪
の
前
」
の
よ
う
な
女
性
を

相
手
の
「
恋
文
」
で
は
な
い
。
「
雪
の
前
」
を
見
そ
め
た
時
点
で
の
「
恨
の

介
」
は
、
け
っ
し
て
こ
の
よ
う
な
人
物
で
は
な
か
っ
た
。
「
庄
司
の
御
家
」

の
手
引
き
に
よ
っ
て
、
「
恨
の
介
」
が
「
雪
の
前
」
と
の
密
会
に
向
か
う
場

面
に
も
変
化
が
あ
る
。
こ
の
部
分
も
ま
た
、
確
版
本
で
は
一
つ
の
見
せ
場
を

提
供
し
て
い
る
。
こ
の
場
面
は
古
活
字
本
で
は
、
「
庄
司
の
御
家
」
が
「
恨

の
介
」
を
「
雪
の
前
」
の
住
居
に
案
内
し
た
後
、
「
雪
の
前
」
の
い
と
こ

「
菖
蒲
の
前
」
に
後
事
を
托
し
て
帰
り
、
「
恨
の
介
」
は
、
外
で
待
つ
こ
と

に
な
っ
て
い
る
が
、
こ
の
待
機
の
場
面
が
、
整
版
本
で
は
大
き
く
変
容
す
る
。

斯
て
う
ら
み
は
物
音
を
き
き
耳
た
て
、
す
は
や
，
Ｉ
～
と
思
ひ
し
に
、

ご
と
り
と
な
り
て
ち
ち
め
け
ば
、
う
ら
み
は
ま
ね
く
ね
ず
な
き
か
と
、

心
う
れ
し
う
思
ひ
つ
呉
、
そ
な
た
の
方
を
み
て
あ
れ
ば
、
そ
れ
に
て
は

あ
ら
ず
し
て
、
鼠
の
ふ
う
ふ
た
は
ぶ
れ
の
、
ち
虫
め
く
に
お
は
し
け
る
、

恨
鼠
に
ば
か
さ
れ
て
、
腹
立
ぬ
る
と
思
へ
共
、
又
引
替
て
我
心
、
て
ん

じ
か
ゆ
れ
ば
め
で
た
き
ぞ
、
そ
れ
を
い
か
に
と
申
に
、
鼠
の
ふ
う
ふ
の

た
は
ぶ
れ
に
、
必
ち
生
め
く
習
有
、
我
等
も
か
れ
ら
に
あ
や
か
り
て
、

あ
ふ
せ
の
中
と
や
が
て
有
る
、
よ
る
の
被
の
新
枕
、
暁
か
け
て
む
つ
ご

と
の
、
ち
又
め
き
あ
は
ん
ず
い
さ
う
を
、
か
ね
て
し
ら
す
る
う
れ
し
や

と
、
今
一
人
ぞ
悦
び
け
る
。

古
活
字
本
で
は
、
こ
の
部
分
は
「
そ
の
後
（
庄
司
の
御
家
が
帰
っ
た
後
）
恨
の
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介
耳
を
側
め
、
御
内
の
体
を
聞
く
に
」
と
あ
る
だ
け
で
あ
る
。
整
版
本
で
は
、

「
鼠
ふ
う
ふ
の
た
は
ぶ
れ
」
を
見
て
腹
を
立
て
、
自
分
も
あ
や
か
っ
て
、
「
雪

の
前
」
と
の
「
あ
ふ
せ
の
中
」
を
連
想
す
る
「
恨
の
介
」
の
心
象
描
写
に
ま

で
、
筆
が
お
よ
ん
で
い
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
。
整
版
本
の
「
う
ら
み
」
は
、

も
は
や
宮
廷
密
通
事
件
の
緊
迫
性
と
は
無
縁
の
人
物
で
あ
る
。
伝
統
的
な
詞

章
や
情
感
も
こ
こ
に
は
見
ら
れ
な
い
。

「
雪
の
前
」
の
屋
敷
で
の
酒
宴
や
、
枕
交
中
の
部
分
は
、
改
変
と
い
う
よ

り
は
新
作
の
感
が
強
い
。
ま
た
、
そ
こ
で
は
、
「
恨
の
介
」
の
変
容
に
対
応

し
て
「
雪
の
前
」
も
変
容
す
る
。
古
活
字
本
で
は
、
「
恨
の
介
」
が
「
菖
蒲

の
前
」
に
案
内
さ
れ
て
屋
敷
に
入
り
、
「
雪
の
前
」
と
侍
女
の
「
紅
」
と
を

交
え
た
四
人
で
酒
宴
を
催
す
場
面
を
、
「
さ
て
そ
の
後
御
張
台
に
は
、
雪
の

前
殿
、
菖
蒲
の
前
、
紅
な
り
。
恨
の
介
と
四
人
に
て
、
御
土
器
な
ど
回
ら
さ

れ
、
誠
に
桁
深
く
ぞ
見
え
に
け
る
。
」
と
、
ご
く
簡
略
に
記
述
す
る
の
に
対

し
、
整
版
本
で
は
、
こ
の
部
分
も
か
な
り
の
相
違
を
示
す
。
「
扱
其
後
に
御

座
敷
に
は
あ
や
め
の
ま
へ
殿
、
紅
殿
、
雪
の
ま
へ
殿
、
籾
う
ら
み
の
介
と
は

四
人
に
て
、
御
か
は
ら
け
ぞ
め
ぐ
り
け
る
」
の
記
述
の
後
、
新
た
に
酒
宴
の

場
を
つ
く
り
あ
げ
る
。
し
か
も
そ
こ
に
は
、
近
世
色
の
こ
い
光
景
が
展
開
す

る
。
「
あ
や
め
殿
か
れ
う
び
ん
が
の
御
声
に
て
、
当
世
は
や
り
け
る
、
り
う

た
つ
ぶ
し
と
思
し
く
て
、
ぎ
ん
じ
玉
ひ
け
る
は
、
君
が
代
は
ち
よ
に
や
干
世

を
重
ね
つ
呉
、
岩
ほ
と
成
り
て
苔
の
む
す
ま
で
と
あ
り
け
れ
ば
」
、
「
天
女
の

し
や
う
が
を
あ
ざ
む
く
御
声
に
て
、
是
も
り
う
た
つ
ぶ
し
を
、
色
か
を
も
思

ひ
も
い
れ
ず
梅
の
花
、
常
な
ら
ね
よ
に
よ
そ
へ
て
ぞ
み
る
と
う
た
は
れ
な
け

れ
ば
、
皆
人
申
さ
れ
け
る
は
、
紅
殿
は
、
常
に
は
小
歌
を
も
御
口
ず
さ
み
も

候
は
ね
に
、
妙
な
る
御
吟
声
や
と
ぞ
ほ
め
ら
れ
…
。
：
」
。
こ
こ
で
は
「
菖
蒲

の
前
」
も
侍
女
の
「
紅
」
も
、
と
も
に
当
世
流
行
の
「
隆
達
節
」
を
吟
じ
な

が
ら
宴
に
興
じ
る
。
「
雪
の
前
」
も
こ
の
中
に
あ
っ
て
、
自
ら
も
「
雪
の
ま

へ
殿
さ
か
な
と
て
、
君
と
わ
が
久
し
き
世
之
を
た
と
ふ
れ
ば
、
空
行
く
月
の

か
ぎ
り
し
ら
れ
ず
と
有
り
け
れ
ど
も
、
恥
が
は
し
く
や
お
は
し
け
ん
、
声
か

す
か
に
し
て
、
き
く
に
た
ら
ず
お
は
し
け
れ
ど
も
、
あ
つ
と
か
ん
じ
た
る
計

也
」
と
、
積
極
的
に
参
加
す
る
。
「
近
衛
殿
」
の
公
家
屋
敷
で
行
わ
れ
て
い

る
は
ず
の
酒
宴
は
、
い
つ
の
ま
に
か
傾
城
町
で
の
そ
れ
に
変
じ
た
か
の
よ
う

で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、
古
活
字
本
に
は
ま
っ
た
く
な
い
情
感
で
あ
る
。

枕
交
せ
の
場
面
で
も
、
同
じ
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。
「
恨
の
介
」
が
、

「
雪
の
前
」
の
局
で
床
入
り
を
待
つ
よ
う
す
は
、
古
活
字
本
で
は
、
「
恨
の

助
思
ふ
や
う
、
思
ひ
が
け
ざ
る
上
人
に
、
起
臥
一
つ
床
に
し
て
、
ま
見
え
申

さ
ん
恥
し
や
と
、
心
に
は
思
へ
ど
も
、
余
所
へ
は
出
さ
ざ
り
け
れ
ど
、
外
に

や
色
の
見
え
ぬ
ら
む
・
」
と
叙
述
す
る
に
と
ど
ま
る
が
、
整
版
本
で
の
こ
の

場
面
は
、
「
斯
て
う
ら
み
の
介
が
、
よ
る
の
被
も
つ
ね
な
ら
ず
、
一
代
一
世

の
間
に
も
、
見
き
か
ざ
る
し
と
ね
の
上
、
は
■
か
ら
じ
と
は
思
へ
共
、
天
の

冥
加
に
お
さ
れ
け
ん
、
お
づ
ノ
ー
し
と
ね
へ
は
い
上
り
、
足
を
ち
■
め
て
胸

に
手
を
置
き
、
南
無
帰
命
と
は
思
へ
共
、
心
に
ふ
か
ぬ
風
吹
て
、
只
じ
は

ノ
ー
、
と
し
た
り
け
り
」
と
あ
る
。
こ
の
描
写
は
、
き
わ
め
て
具
体
的
・
写
実

的
で
あ
り
、
そ
の
動
作
や
表
情
も
、
古
活
字
本
で
の
平
面
的
叙
述
と
は
ま
っ

た
く
異
な
っ
た
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
「
雪
の
前
」
も
「
恨
の
介
」
に
、

「
こ
よ
ひ
の
月
の
入
さ
の
山
に
も
、
露
や
を
く
ら
ん
と
有
り
け
れ
ば
、
是
は

そ
も
い
か
な
る
御
言
葉
や
ら
ん
」
と
問
う
。
返
事
に
窮
す
る
「
恨
の
介
」
に
、
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「
雪
の
前
」
は
、
た
だ
ち
に
「
言
の
は
に
よ
し
有
り
て
、
桂
男
の
ま
ふ
で
つ

つ
、
そ
な
た
の
空
に
て
申
さ
ん
と
て
、
御
ざ
の
上
に
ぞ
う
っ
」
と
た
た
み
か

け
る
。
こ
れ
は
「
恨
の
介
」
に
と
っ
て
は
、
「
か
く
御
情
の
な
か
り
せ
ぱ
、

む
な
し
く
よ
は
を
あ
か
さ
な
ん
と
」
の
「
あ
ぶ
な
き
今
夜
の
た
は
ぶ
れ
」
で

あ
っ
た
し
、
「
扱
も
ひ
め
の
御
心
、
や
さ
し
き
事
は
か
ぎ
り
な
し
」
と
し
て

明
方
ま
で
「
二
世
を
こ
め
」
て
、
「
た
が
ひ
に
た
は
ぶ
れ
玉
」
う
こ
と
に
な

っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
部
分
も
、
古
活
字
本
で
は
整
版
本
の
よ
う
な
具
体
的

な
描
写
や
写
実
は
な
い
。
古
活
字
本
で
は
、
た
だ
「
よ
も
す
が
ら
の
物
語
、

誠
に
騒
山
宮
の
私
言
、
狂
言
綺
語
の
睦
言
、
天
に
あ
ら
ば
願
は
く
は
比
翼
の

烏
、
地
に
あ
ら
ば
連
理
の
枝
と
な
ら
む
。
夢
現
と
も
辨
へ
ず
、
言
葉
に
花
ぞ

咲
き
に
け
る
。
」
と
し
て
、
伝
統
的
詞
章
や
情
感
で
統
一
さ
れ
る
だ
け
で
あ

っ
た
。
整
版
本
で
の
こ
の
部
分
の
変
化
も
、
さ
き
の
場
面
と
同
様
に
、
傾
城

町
で
の
情
感
へ
の
変
容
で
あ
っ
た
。

「
仮
名
草
子
」
恋
物
語
の
一
般
的
特
徴
は
、
主
人
公
の
登
場
か
ら
後
朝
の

別
れ
ま
で
の
各
場
面
が
、
近
世
的
要
素
に
よ
っ
て
拡
大
化
す
る
と
こ
ろ
に
あ

｝
む

る
。
古
活
字
本
「
恨
の
介
」
は
、
そ
の
こ
と
を
伝
統
的
詞
章
や
情
感
の
蘇
生

に
よ
っ
て
満
た
し
た
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
形
象
化
の
「
恨
の
介
」
「
雪
の

前
」
で
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
当
時
の
秀
次
事
件
や
宮
廷
密
通
事
件
の
物
語
化

さ
え
も
可
能
で
あ
っ
た
し
、
「
恨
の
介
」
や
「
雪
の
前
」
も
、
「
御
伽
草

子
」
の
主
人
公
た
ち
と
は
異
な
る
「
仮
名
草
子
」
の
主
人
公
と
な
り
得
た
。

『
恨
の
介
』
の
位
相

4

ｊ
一

古
活
字
本
「
恨
の
介
』
の
位
相
も
こ
こ
に
あ
っ
た
。
名
所
記
・
咄
本
・
評
判

記
な
ど
の
出
版
の
大
勢
を
前
に
し
た
整
版
本
『
う
ら
み
の
す
け
」
は
、
も
は

や
伝
統
的
詞
章
や
情
感
の
蘇
生
だ
け
で
は
、
享
受
者
の
要
求
に
こ
た
え
る
こ

と
は
で
き
な
く
な
っ
て
い
た
。
古
活
字
本
「
恨
の
介
』
は
、
そ
れ
な
り
の
近

世
的
風
潮
を
取
り
入
れ
て
い
た
と
は
い
え
、
少
な
く
と
も
伝
統
的
詞
章
や
情

感
で
、
全
体
を
統
一
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
整
版
本
で
は
、

そ
れ
だ
け
で
時
代
の
要
求
を
満
た
す
こ
と
は
不
可
能
で
あ
っ
た
。
「
な
か
だ

ち
」
の
部
分
も
、
「
雪
の
前
」
の
素
姓
紹
介
を
は
な
れ
て
、
秀
次
事
件
だ
け

で
ド
ラ
マ
化
し
て
い
る
し
、
恋
文
ｌ
密
会
の
場
面
も
、
宮
廷
密
通
事
件
な
ど

と
は
ま
っ
た
く
無
縁
の
存
在
で
あ
っ
た
。
そ
こ
に
は
傾
城
町
の
様
相
が
展
開

さ
れ
も
し
た
。
こ
れ
は
別
趣
の
主
人
公
の
誕
生
に
も
つ
な
が
る
。
整
版
本

『
う
ら
み
の
す
け
」
に
は
、
異
趣
の
主
人
公
が
同
居
し
て
い
る
こ
と
に
な
る

が
、
「
仮
名
草
子
」
恋
物
語
の
推
移
の
中
で
、
し
だ
い
に
前
面
に
お
し
出
さ

れ
て
く
る
の
は
、
恋
文
ｌ
密
会
場
面
で
変
容
の
主
人
公
で
あ
っ
た
。
反
面
、

伝
統
的
詞
章
や
情
感
は
後
退
す
る
。
『
是
楽
物
語
』
の
「
友
名
」
も
、
本
妻

へ
の
貞
節
だ
て
と
し
て
、
女
と
二
度
と
逢
わ
な
い
誓
紙
を
書
か
さ
れ
る
。
し

か
し
、
「
友
名
」
は
、
そ
れ
を
さ
け
る
た
め
に
、
「
ミ
チ
の
ほ
と
り
に
て
も
、

我
し
ら
ず
行
あ
ひ
、
行
あ
ひ
奉
る
と
き
の
神
ば
つ
」
と
強
弁
し
た
り
、
肌
を

触
れ
な
い
と
の
誓
紙
を
書
く
と
は
言
っ
て
も
、
夜
道
で
偶
然
触
れ
合
う
こ
と

も
あ
る
で
は
な
い
か
な
ど
と
、
「
い
と
わ
り
な
き
わ
び
事
」
を
す
る
。
こ
う

し
た
性
格
設
定
も
、
や
は
り
整
版
本
「
う
ら
み
の
す
け
」
の
新
し
い
主
人
公

か
ら
の
派
生
で
あ
る
。
し
か
も
こ
の
側
面
が
、
狂
歌
や
道
行
の
流
行
の
中
で
』

コ
メ
デ
ィ
ア
ン
「
是
楽
」
と
の
結
合
を
可
能
に
す
る
。
伝
統
的
詞
章
や
情
感

二
九



仏

と
と
も
に
あ
る
「
友
名
」
は
、
夢
示
現
で
の
女
と
の
出
あ
い
部
分
だ
け
に
名

残
を
と
ど
め
る
だ
け
で
あ
る
。
「
ね
ご
と
草
訓
一
の
、
「
松
風
」
を
垣
間
見
た

「
余
助
」
も
、
「
金
無
」
と
の
道
行
き
に
は
、
別
の
顔
を
の
ぞ
か
せ
て
い
る

が
、
垣
間
見
の
世
界
は
、
「
こ
れ
ぞ
世
話
に
い
ふ
な
る
、
春
の
夜
の
あ
だ
夢

な
ら
ん
」
の
那
郷
の
夢
に
後
退
す
る
。
こ
う
し
て
整
版
本
「
う
ら
み
の
す
け
』

以
後
の
「
仮
名
草
子
」
は
、
も
は
や
恋
物
語
と
い
う
形
だ
け
で
は
全
体
の
構

成
を
保
つ
こ
と
は
で
き
な
く
な
る
。
そ
し
て
、
そ
こ
に
は
新
た
な
「
浮
世
草

子
」
の
主
人
公
た
ち
が
胎
動
を
は
じ
め
る
の
で
あ
る
。
（
未
完
）

注
１
田
中
伸
「
『
う
ら
み
の
す
け
』
の
発
想
を
め
ぐ
っ
て
」
（
『
仮
名
草
子
の
研
究
』

所
収
）
。

L

２
松
田
修
「
『
う
ら
み
の
す
け
』
を
め
ぐ
っ
て
ｌ
仮
名
草
子
か
ら
浮
世
草
子
ｌ
」

（
「
国
語
国
文
」
昭
和
三
十
年
十
二
月
号
）
。
日
本
古
典
鑑
賞
講
座
一
御
伽
草
子
・

仮
名
草
子
』
所
収
「
恨
之
介
」
解
説
（
野
間
光
辰
）
。
田
中
伸
、
前
掲
書
。

３
市
古
貞
次
「
近
世
初
期
小
説
の
一
性
格
」
（
「
国
語
と
国
文
」
昭
和
ラ
一
九
年
四
月

画
言
）
。

４
京
都
の
歴
史
第
四
巻
『
桃
山
の
開
花
』
第
六
章
第
二
節
参
照
。

５
松
田
修
、
前
掲
書
。

６
野
間
光
辰
、
前
掲
書
。

７
森
山
重
雄
「
近
世
に
お
け
る
「
書
く
」
意
識
の
生
成
」
（
『
近
世
文
学
の
湖
源
』

所
収
）
。

８
田
中
伸
、
前
掲
害
。

､

三

○


