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『
松
浦
宮
物
語
』
華
陽
公
主
論

伊
　
勢
　
　
　
光

﹇
キ
ー
ワ
ー
ド
：
①
華
陽
公
主
　
②
藤
原
定
家
　
③
式
子
内
親
王
　
④
「
女
」
の
苦
悩
　
⑤
男
性
の
た
め
の
物
語
﹈

一
　
は
じ
め
に

　
藤
原
定
家
作
と
思
し
き
『
松
浦
宮
物
語
』
に
は
、
主
人
公
橘
氏
忠
の
恋
の
相
手
と
し
て
三
人
の
女
性
が
登
場
す
る
。
本
稿
は
、

そ
の
中
で
も
特
に
氏
忠
と
密
接
に
か
か
わ
り
、
氏
忠
帰
国
後
に
は
夫
婦
同
然
の
関
係
と
な
る
華
陽
公
主
に
つ
い
て
論
じ
る
も
の
で

あ
る
。

　
こ
の
華
陽
公
主
に
対
し
て
は
既
に
萩
谷
朴
が
『
松
浦
宮
物
語
全
注
釈
』（
若
草
書
房
、
一
九
九
七
）
の
注
に
お
い
て
「
弁
少
将

に
琴
の
秘
曲
を
伝
え
る
べ
く
こ
の
世
に
生
を
享
け
、
弁
少
将
と
の
宿
縁
に
結
ば
れ
て
離
れ
る
こ
と
の
出
来
な
い
女
性
。
す
な
わ
ち

音
楽
的
神
秘
を
基
調
と
し
た
こ
の
物
語
の
第
二
テ
ー
マ
の
ヒ
ロ
イ
ン
で
あ
る
」
と
指
摘
し
て
お
り
、
非
常
に
重
要
な
人
物
と
い
う

こ
と
は
間
違
い
な
い
。
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し
か
し
、
一
方
で
『
松
浦
宮
物
語
』
中
に
お
い
て
華
陽
公
主
が
ど
の
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
か
と
い
う
具
体
的
な
指
摘
は
現
在

に
至
る
ま
で
十
分
な
さ
れ
て
は
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
の
こ
と
は
、
と
り
も
な
お
さ
ず
『
松
浦
宮
物
語
』
の
研
究
が
未
だ

に
十
分
な
進
展
を
見
て
い
な
い
こ
と
と
密
接
に
か
か
わ
る
。『
松
浦
宮
物
語
』
を
論
じ
る
上
で
欠
か
せ
な
い
で
あ
ろ
う
先
行
物
語

と
の
関
連
に
し
て
も
、
明
白
に
な
っ
て
い
る
の
は
『
う
つ
ほ
物
語
』
や
『
浜
松
中
納
言
物
語
』
か
ら
多
分
に
影
響
を
受
け
て
い
る

だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
だ
け
で
、
よ
う
や
く
最
近
に
な
っ
て
少
し
詳
細
に
『
源
氏
物
語
』「
須
磨
」、「
明
石
」
両
巻
の
影
響
が
あ
る

と
い
う
指
摘）

1
（

や
、『
狭
衣
物
語
』
の
影
響
が
あ
る
と
い
う
指
摘）

2
（

が
さ
れ
て
き
た
に
過
ぎ
な
い
。

　
そ
こ
で
本
稿
で
は
『
松
浦
宮
物
語
』
の
華
陽
公
主
を
論
じ
な
が
ら
、
し
か
し
単
な
る
人
物
論
に
と
ど
ま
ら
ず
、
物
語
の
〈
作

者
〉
が
ど
の
よ
う
な
意
識
を
持
っ
て
華
陽
公
主
を
造
型
し
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
も
含
め
て
様
々
な
角
度
か
ら
『
松
浦
宮
物
語
』

を
考
え
て
い
き
た
い
。『
松
浦
宮
物
語
』
は
華
陽
公
主
を
通
し
て
何
を
試
み
て
い
る
の
か
、
最
終
的
に
は
そ
の
よ
う
な
と
こ
ろ
を

少
し
で
も
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。

　
な
お
、
引
用
し
た
本
文
と
ペ
ー
ジ
数
は
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
　
松
浦
宮
物
語
』（
小
学
館
、
一
九
九
九
）
の
も
の
で
あ

る
。

二
　『
夜
の
寝
覚
』
中
の
君
と
の
共
通
性

　
八
月
十
三
日
の
夜
、
氏
忠
は
楼
で
琴
を
弾
い
て
い
る
老
翁
と
出
会
う
。
感
動
し
た
氏
忠
は
、
老
翁
か
ら
琴
を
習
お
う
と
す
る
が

老
翁
は
そ
れ
を
断
る
。
自
分
よ
り
も
も
っ
と
師
匠
に
適
し
た
人
物
が
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
華
陽
公
主
で
あ
っ
た
。
老

翁
は
公
主
の
こ
と
を
次
の
よ
う
に
言
う
。
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女
の
身
な
れ
ど
、
前
の
世
に
琴
を
習
ひ
て
、
し
ば
し
こ
の
世
に
宿
り
た
ま
へ
る
ゆ
ゑ
に
、
お
の
づ
か
ら
さ
と
り
あ
り
て
、
そ

の
手
を
仙
人
に
伝
へ
た
ま
へ
り
。　
　
　 

（
三
七
ペ
ー
ジ
）

　
昔
か
ら
の
宿
命
に
よ
り
音
楽
を
仙
人
か
ら
伝
授
さ
れ
る
と
い
う
話
は
、
一
見
『
う
つ
ほ
物
語
』
か
ら
の
影
響
を
想
起
さ
せ
る
。

そ
れ
も
あ
る
だ
ろ
う
。『
う
つ
ほ
物
語
』
で
、
天
人
は
俊
蔭
に
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

天
の
掟
あ
り
て
、
天
の
下
に
琴
弾
き
て
族
立
つ
べ
き
人
に
な
む
あ
り
け
る
。
我
は
、
昔
、
い
さ
さ
か
な
る
犯
し
あ
り
て
、
こ

こ
よ
り
西
、
仏
の
御
国
よ
り
は
東
、
中
な
る
と
こ
ろ
に
下
り
て
、
七
年
あ
り
て
、
そ
こ
に
わ
が
子
七
人
と
ま
り
に
き
。
そ
の

人
は
、
極
楽
浄
土
の
楽
に
琴
を
弾
き
合
は
せ
て
遊
ぶ
人
な
り
。
そ
こ
に
渡
り
て
、
そ
の
人
の
手
を
弾
き
取
り
て
、
日
本
国
へ

帰
り
給
へ
。　
　
　 

（『
う
つ
ほ
物
語
　
全
』「
俊
蔭
」
一
四
ペ
ー
ジ
）

　
他
の
人
物
を
琴
の
師
匠
と
し
て
紹
介
す
る
と
い
う
点
で
も
、
こ
の
会
話
文
に
類
似
が
見
受
け
ら
れ
る
。
し
か
し
一
点
、
無
視
で

き
な
い
大
き
な
違
い
が
あ
る
。
そ
れ
は
『
う
つ
ほ
物
語
』
で
は
仙
人
か
ら
琴
の
伝
授
を
受
け
る
の
が
俊
蔭
と
い
う
男
性
で
あ
っ
た

の
に
対
し
、『
松
浦
宮
物
語
』
の
場
合
は
伝
授
を
受
け
る
の
が
女
性
（
華
陽
公
主
）
で
あ
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
左
記
の
引
用
箇

所
で
も
そ
れ
は
二
重
傍
線
部
「
女
の
身
な
れ
ど
」
と
、
逆
説
の
形
で
明
示
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
差
異
は
見
過
ご
せ
な
い
。「
女
の

身
」
と
い
う
言
葉
の
持
つ
意
味
は
重
い
。

　「
女
の
身
」。
そ
れ
は
産
む
性
で
あ
り
、
ま
た
仏
教
思
想
か
ら
す
れ
ば
罪
深
い
穢
れ
た
身
体
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
の
「
な
れ
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ど
」
で
あ
ろ
う
が
、
こ
と
は
そ
れ
だ
け
で
は
片
付
か
な
い
。
小
嶋
菜
温
子
が
『
物
語
の
千
年
』（
森
話
社
、
一
九
九
九
）
の
鼎
談

で
「
恋
に
お
け
る
女
の
罪
深
さ
、
女
の
身
の
罪
深
さ
が
主
題
化
し
や
す
い
」「
物
語
化
さ
れ
る
の
に
適
し
て
い
る
の
は
、
や
は
り

素
材
と
し
て
の
女
」
と
述
べ
る
よ
う
に
、
こ
の
性
差
、「
女
の
身
」
と
い
う
も
の
は
物
語
文
学
の
中
で
重
要
な
素
材
、
モ
チ
ー
フ

と
し
て
あ
る
。
こ
の
性
差
の
問
題
は
後
述
す
る
と
し
て
、
ひ
と
ま
ず
『
う
つ
ほ
物
語
』
と
『
松
浦
宮
物
語
』
の
伝
授
を
受
け
る
性

別
の
違
い
は
大
き
い
こ
と
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。

　
と
な
れ
ば
、
や
は
り
『
夜
の
寝
覚
』
の
影
響
を
考
え
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
。『
夜
の
寝
覚
』
で
は
、
ヒ
ロ
イ
ン
中
の
君
が

天
人
か
ら
琴
の
伝
授
を
受
け
る
。
そ
の
際
に
天
人
は
次
の
よ
う
に
言
う
の
で
あ
る
。

お
の
が
琵
琶
の
音
弾
き
伝
ふ
べ
き
人
、
天
の
下
に
は
君
一
人
な
む
も
の
し
た
ま
ひ
け
る
。
こ
れ
も
さ
る
べ
き
昔
の
世
の
契
り

な
り
。
こ
れ
弾
き
と
ど
め
た
ま
ひ
て
、
国
王
ま
で
伝
え
た
て
ま
つ
り
た
ま
ふ
ば
か
り
　
　
　

 

（『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
　
夜
の
寝
覚
』
巻
一
、
一
七
〜
一
八
ペ
ー
ジ
）

　
天
人
と
仙
人
の
違
い
は
気
に
な
る
が
人
な
ら
ぬ
者
か
ら
琴
を
習
う
と
い
う
点
は
華
陽
公
主
と
ま
っ
た
く
同
じ
で
あ
り
、
中
原
香

苗
が
述
べ
る
よ
う
に
「
華
陽
公
主
と
中
の
君
は
、
前
世
か
ら
の
因
縁
に
よ
っ
て
秘
曲
を
受
け
る
と
い
う
点
に
お
い
て
共
通
す
る）

3
（

」

の
で
あ
る
。

　
ま
た
、
中
原
は
両
者
と
も
不
幸
な
運
命
を
予
言
さ
れ
る
と
し
て
、
華
陽
公
主
の
受
け
た
予
言
に
対
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

こ
の
予
言
の
内
容
は
、
彼
女
は
、「
こ
の
か
た
」（
愛
情
方
面
：
角
川
文
庫
訳
）
に
乱
れ
が
あ
る
と
命
を
落
と
す
運
命
に
あ
る
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と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
華
陽
公
主
が
弁
少
将
と
契
る
こ
と
に
よ
っ
て
亡
く
な
る
と
い
う
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
。

　
華
陽
公
主
は
「
琴
の
声
に
よ
り
て
、
必
ず
身
を
滅
ぼ
す
ゆ
ゐ
と
も
な
る
べ
し
」（
四
九
ペ
ー
ジ
）
と
い
う
予
言
を
仙
人
か
ら
受

け
た
と
あ
る
。
た
だ
不
幸
な
予
言
を
両
者
受
け
て
い
る
こ
と
は
そ
の
通
り
な
の
だ
が
、
中
原
は
こ
の
「
身
を
滅
ぼ
す
」
と
い
う
言

葉
を
、
や
や
字
面
通
り
に
受
け
取
っ
て
い
る
感
が
あ
る
。
こ
こ
の
「
身
を
滅
ぼ
す
」
と
い
う
の
は
こ
の
場
合
、「
亡
く
な
る
」「
死

ぬ
」
こ
と
だ
け
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、「
身
の
破
滅
」「
人
生
が
駄
目
に
な
る
」
と
い
う
よ
う
な
意
味
（『
う
つ

ほ
物
語
』「
国
譲
・
下
」
巻
で
は
源
仲
頼
が
「
身
を
も
滅
ぼ
し
て
」
と
い
う
用
例
が
あ
る
が
、
そ
の
用
例
は
明
ら
か
に
こ
の
意
味

だ
ろ
う
）
も
含
め
て
捉
え
た
ほ
う
が
よ
い
だ
ろ
う
。
そ
の
ほ
う
が
『
夜
の
寝
覚
』
中
の
君
と
の
類
似
性
も
強
ま
る
。

　
と
な
れ
ば
、
こ
の
予
言
は
中
原
が
言
う
よ
う
に
「
亡
く
な
る
と
い
う
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
」
だ
け
で
は
な
く
、
転
生
後
ま
で

影
響
を
及
ぼ
す
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
転
生
後
、
華
陽
公
主
は
『
夜
の
寝
覚
』
中
の
君
の
受
け
た
予
言
「
心
を
尽
く
し
た
ま
ふ

ば
か
り
」
を
な
ぞ
る
よ
う
に
、
氏
忠
の
心
変
わ
り
に
悩
む
よ
う
に
な
る
。『
夜
の
寝
覚
』
か
ら
『
松
浦
宮
物
語
』
へ
と
天
人
（
＝

仙
人
）
か
ら
女
に
秘
曲
と
あ
や
に
く
な
定
め
が
同
時
に
も
た
ら
さ
れ
る
話
が
継
承
さ
れ
て
い
く
。
ま
た
『
松
浦
宮
物
語
』
で
は

「
女
の
身
」
は
い
わ
ば
二
度
「
滅
ぶ
」
と
も
い
え
る
。
一
度
目
は
死
ぬ
こ
と
で
、
二
度
目
は
嫉
妬
に
苦
し
む
こ
と
で
。
二
度
目
の

「
滅
び
」
は
物
語
に
描
か
れ
る
の
は
、
そ
の
ほ
ん
の
序
曲
に
過
ぎ
な
い
が
、
そ
の
可
能
性
に
つ
い
て
は
後
で
詳
し
く
述
べ
る
。

　
な
お
、
一
度
亡
く
な
る
際
に
華
陽
公
主
の
美
し
さ
が
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
る
こ
と
は
、
物
語
が
女
の
「
身
の
滅
び
」
に
対
し

て
関
心
を
持
っ
て
い
た
一
つ
の
証
拠
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
物
語
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

涙
の
こ
ぼ
る
る
を
扇
に
紛
ら
は
し
て
、
傍
ら
臥
し
た
ま
へ
る
さ
ま
、
灯
籠
の
火
の
光
の
ほ
の
か
な
火
影
に
似
る
も
の
な
く
め
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で
た
き
を
　
　
　 

（
五
二
ペ
ー
ジ
）

　
語
り
手
の
視
点
か
ら
、
火
影
を
通
し
て
華
陽
公
主
の
美
し
さ
が
描
き
と
ら
れ
て
い
る
。
は
っ
き
り
と
顔
を
描
か
ず
、
あ
え
て
火

の
光
で
美
し
さ
を
描
く
の
は
『
源
氏
物
語
』
に
も
例
が
あ
る
が
、『
夜
の
寝
覚
』
中
の
君
に
も
そ
う
い
っ
た
描
か
れ
方
を
す
る
場

面
が
あ
る
。

様
体
小
さ
や
か
に
、
を
か
し
げ
に
見
え
て
、
さ
や
か
な
る
火
影
に
類
な
く
、
夜
見
む
玉
は
か
く
や
と
、
御
心
お
ど
ろ
か
れ
て
、

め
づ
ら
か
に
御
覧
ぜ
ら
る
る
に
、
う
ち
も
て
な
し
た
る
さ
ま
も
、
も
の
う
ち
き
こ
え
て
笑
ひ
た
ま
ひ
け
る
け
は
ひ
言
へ
ば
お

ろ
か
な
り
。　
　
　 

（
巻
三
、
二
五
二
ペ
ー
ジ
）

　
こ
の
火
影
に
見
え
た
女
の
美
し
さ
が
、『
夜
の
寝
覚
』
で
は
帝
の
執
心
を
生
む
。
火
影
の
美
し
さ
と
い
う
点
で
も
、
共
通
す
る

二
人
で
あ
っ
た
。

　
転
生
後
、
公
主
は
氏
忠
が
他
の
女
に
心
を
分
け
る
こ
と
を
苦
し
む
よ
う
に
な
る
が
、
そ
れ
も
『
夜
の
寝
覚
』
を
想
定
す
れ
ば
あ

る
意
味
で
当
然
の
帰
結
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
嫉
妬
に
苦
し
み
つ
つ
も
、
そ
の
男
の
子
ど
も
を
は
ら
ん
で
し
ま
う
「
女
の
身
」

と
い
う
も
の
に
つ
い
て
も
、
物
語
は
『
夜
の
寝
覚
』
の
問
題
意
識
を
引
き
継
い
で
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
さ
し
あ
た
り
、
本
項
で
は
華
陽
公
主
が
『
夜
の
寝
覚
』
の
中
の
君
と
共
通
性
が
高
い
こ
と
を
、
中
原
の
論
を
検
証
し
な
が
ら
、

さ
ら
に
物
語
が
「
女
の
身
」、
そ
し
て
そ
の
「
滅
び
」
に
対
し
て
何
ら
か
の
問
題
意
識
を
持
っ
て
い
る
こ
と
を
見
通
し
の
み
述
べ

た
。
彼
女
が
受
け
た
予
言
は
そ
の
転
生
後
も
続
く
。
そ
し
て
、「
女
の
身
」
は
ど
の
よ
う
に
そ
の
問
題
に
か
か
わ
っ
て
く
る
の
か
。
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そ
れ
は
次
項
以
降
で
、
再
度
ふ
れ
る
こ
と
に
し
た
い
。

三
　『
源
氏
物
語
』
紫
の
上
と
の
共
通
性

　
氏
忠
と
契
り
を
交
わ
し
琴
を
伝
授
し
終
わ
っ
た
後
、
公
主
は
一
度
死
去
す
る
。
そ
の
時
の
様
子
は
前
項
の
最
後
に
少
し
あ
げ
た

が
、
さ
ら
に
次
の
よ
う
に
続
く
。

や
が
て
露
の
消
え
ゆ
く
や
う
に
、
言
ふ
か
ひ
な
く
見
え
た
ま
へ
ば
、
御
前
に
さ
ぶ
ら
ふ
限
り
、
騒
ぎ
立
ち
て
泣
き
と
よ
む
に
、

御
門
も
聞
こ
し
め
し
つ
け
て
、
い
と
言
ふ
か
ひ
な
く
、
く
ち
を
し
き
こ
と
を
お
ぼ
し
嘆
く
。　
　
　 

（
五
二
〜
五
三
ペ
ー
ジ
）

　
臨
終
の
様
子
が
「
露
」
で
表
現
さ
れ
る
。
こ
の
様
子
は
実
は
『
源
氏
物
語
』
の
紫
の
上
と
よ
く
共
通
す
る
の
で
あ
る
。

さ
る
は
身
に
し
む
許
お
ぼ
さ
る
べ
き
秋
風
な
ら
ね
ど
、
露
け
き
お
り
が
ち
に
て
過
ぐ
し
給
。　
　
　

 

（『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
　
源
氏
物
語
』「
御
法
」
四
巻
　
一
六
九
ペ
ー
ジ
）

ま
こ
と
に
消
え
ゆ
く
露
の
こ
ゝ
ち
し
て
限
り
に
見
え
給
へ
ば
、
御
御
誦
行
の
使
ど
も
、
数
も
知
ら
ず
立
ち
た
は
ぎ
た
り
。　

　
　 

（「
御
法
」
四
巻
　
一
七
一
ペ
ー
ジ
）
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病
に
悩
む
紫
の
上
は
出
家
を
許
さ
れ
る
こ
と
も
な
く
、
と
も
す
れ
ば
自
分
の
身
を
顧
み
る
と
涙
が
ち
に
な
る
。
そ
の
涙
の
様
子

が
「
露
け
き
」
と
表
現
さ
れ
、
そ
し
て
そ
の
「
露
」
は
紫
の
上
本
人
の
象
徴
と
な
り
、
露
の
よ
う
に
は
か
な
く
亡
く
な
っ
て
い
く
。

他
に
「
露
」
で
臨
終
場
面
が
描
か
れ
る
女
君
の
例
は
『
松
浦
宮
物
語
』
に
な
く
、
そ
の
「
露
」
で
表
現
さ
れ
る
は
か
な
い
臨
終
が

描
か
れ
る
点
で
、
華
陽
公
主
は
紫
の
上
の
造
型
を
負
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
理
想
的
な
男
性
に
愛
さ
れ
な
が
ら
も
嫉
妬
に
苦
し
む
と
い
う
華
陽
公
主
の
造
型
も
ま
た
、
紫
の
上
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
る
。

『
松
浦
宮
物
語
』
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

心
置
か
れ
て
、
思
ひ
の
外
な
る
に
、
う
ら
な
う
待
ち
喜
び
つ
る
心
の
う
ち
の
、
少
し
恥
ず
か
し
う
う
ち
背
か
れ
て
、
涙
の
落

ち
ぬ
る
こ
そ
、「
我
な
が
ら
、
い
つ
慣
ら
ひ
け
る
心
ぞ
」
と
、
思
ひ
知
ら
る
れ
。

　
身
を
代
へ
て
知
ら
ぬ
憂
き
世
に
さ
す
ら
へ
て
波
越
す
袖
の
ぬ
る
る
を
や
見
む
思
ひ
寄
ら
ぬ
心
疾
さ
は
「
こ
れ
も
曇
り
な
き

に
や
」
と
そ
ら
恥
づ
か
し
き
も
の
か
ら
、

　「
知
ら
ぬ
世
も
君
に
ま
ど
ひ
し
道
な
れ
ば
い
づ
れ
の
浦
の
波
か
越
ゆ
べ
き
あ
や
し
う
。
夢
の
や
う
な
る
ひ
が
耳
の
聞
こ
ゆ

る
か
な
。
な
ど
か
う
心
得
ぬ
こ
と
は
」
と
、
せ
め
て
か
き
寄
す
れ
ど
、
な
ほ
う
ち
こ
ぼ
れ
つ
つ
解
け
ぬ
御
気
色
、　
　
　

 

（
一
三
七
ペ
ー
ジ
）

　
勘
の
よ
い
華
陽
公
主
は
、
氏
忠
が
他
の
女
（
鏡
に
見
え
る
唐
后
）
に
心
を
移
し
た
こ
と
を
早
く
も
感
じ
取
る
。「
心
置
か
れ
て
」

「
涙
の
落
ち
」
る
の
を
覚
え
る
公
主
の
姿
は
貴
族
社
会
が
一
夫
多
妻
制
で
あ
っ
た
こ
と
を
考
え
れ
ば
や
や
嫉
妬
深
い
感
も
な
い
で

は
な
い
が
、
異
国
に
転
生
し
て
ま
で
結
ば
れ
た
相
手
で
あ
っ
て
み
れ
ば
、
当
然
の
嫉
妬
で
あ
っ
た
と
も
い
え
よ
う
。「
袖
の
ぬ
る
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る
」
将
来
を
早
く
も
予
感
し
た
恨
み
の
歌
を
詠
み
か
け
、
か
き
抱
こ
う
と
す
る
氏
忠
に
も
「
解
け
ぬ
気
色
」
で
つ
れ
な
い
態
度
を

と
る
公
主
。「
い
つ
慣
ら
ひ
け
る
心
ぞ
」
と
、
今
ま
で
の
氏
忠
に
慣
れ
親
し
ん
だ
態
度
を
反
省
さ
え
し
て
い
る
彼
女
の
姿
か
ら
は
、

今
後
の
苦
悩
の
可
能
性
が
提
示
さ
れ
て
い
る
。
二
度
目
の
「
滅
び
」
の
序
曲
で
あ
る
。

　
特
に
注
意
す
べ
き
は
、「
涙
の
落
ち
ぬ
る
」「
袖
の
ぬ
る
る
」「
な
ほ
う
ち
こ
ぼ
れ
つ
つ
」
と
公
主
も
ま
た
、
こ
の
短
い
場
面
で
、

三
度
も
紫
の
上
で
い
う
と
こ
ろ
の
「
露
け
き
」
を
連
想
さ
せ
る
涙
が
描
か
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
転
生
し
た
公
主
は
、
こ
の
日
本

で
一
人
き
り
で
あ
る
。
今
後
は
、
嫌
で
も
氏
忠
一
人
を
頼
り
に
し
て
生
き
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
歌
に
あ
る
よ
う
に
「
憂

き
世
に
さ
す
ら
」
う
覚
悟
を
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
い
わ
ば
『
竹
取
物
語
』
の
か
ぐ
や
姫
が
月
に
帰
る
こ
と
を
拒
否

し
て
帝
と
結
婚
し
た
と
し
た
ら
、
お
そ
ら
く
こ
う
な
っ
た
だ
ろ
う
か
と
い
う
境
遇
で
あ
る
。「
憂
き
世
」
を
知
れ
ば
知
る
ほ
ど

「
袖
」
が
ぬ
れ
る
。
思
え
ば
、
紫
の
上
も
二
条
院
の
光
源
氏
邸
に
引
き
取
ら
れ
て
以
降
、
ほ
と
ん
ど
一
人
き
り
の
状
況
で
あ
っ
た
。

　
紫
の
上
は
そ
ん
な
自
分
の
身
を
顧
み
、
次
の
よ
う
な
思
念
を
抱
い
て
い
た
。

女
ば
か
り
、
身
を
も
て
な
す
さ
ま
も
と
こ
ろ
せ
う
、
あ
は
れ
な
る
べ
き
も
の
は
な
し
、
物
の
あ
は
れ
、
お
り
お
か
し
き
事
を

も
見
知
ら
ぬ
さ
ま
に
引
き
入
り
し
づ
み
な
ど
す
れ
ば
、
何
に
つ
け
て
か
世
に
経
る
は
え
〴
〵
し
さ
も
常
な
き
世
の
つ
れ
〴
〵

を
も
慰
む
べ
き
ぞ
は
、
大
方
、
物
の
心
を
知
ら
ず
、
言
ふ
か
ひ
な
き
も
の
に
な
ら
ひ
た
ら
む
も
、
生
ほ
し
立
て
け
む
親
も
い

と
く
ち
お
し
か
る
べ
き
も
の
に
は
あ
ら
ず
や
　
　
　 

（「
夕
霧
」
四
巻
　
一
三
二
〜
一
三
三
ペ
ー
ジ
）

　「
女
の
身
」
の
生
き
に
く
さ
に
思
い
を
い
た
し
た
箇
所
と
し
て
有
名
な
部
分
で
あ
る
。「
物
の
あ
は
れ
」
を
見
聞
き
し
な
い
わ
け

に
は
い
か
な
い
気
持
ち
と
、
そ
の
た
め
に
負
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
つ
ら
さ
と
の
中
で
葛
藤
す
る
紫
の
上
の
女
心
が
あ
ら
わ
れ
て
お
り
、
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こ
れ
も
公
主
に
関
連
し
て
く
る
も
の
が
あ
る
。

　
と
い
う
の
も
公
主
は
「
物
の
あ
は
れ
」
を
実
現
さ
せ
る
た
め
に
氏
忠
に
珠
を
与
え
、
わ
ざ
わ
ざ
日
本
に
ま
で
転
生
し
て
き
た
。

し
か
し
、
頼
り
に
し
た
肝
心
の
男
の
心
中
は
移
ろ
い
や
す
く
今
後
も
相
思
相
愛
の
関
係
で
い
ら
れ
る
保
証
は
ど
こ
に
も
な
い
。
い

わ
ば
自
分
の
身
を
扱
う
の
に
し
て
も
、
男
の
顔
色
を
う
か
が
わ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
彼
女
は
物
語
の
最
後
で
、
そ
の
冷
酷

な
事
実
に
悟
ら
さ
れ
る
。
そ
こ
に
紫
の
上
に
つ
な
が
る
葛
藤
の
萌
芽
が
あ
る
。
女
の
身
が
「
あ
は
れ
な
る
も
の
」
で
あ
る
と
い
う

こ
と
を
紫
の
上
、『
夜
の
寝
覚
』
中
の
君
に
続
い
て
公
主
も
ま
た
読
者
に
示
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
前
項
で
は
『
夜
の
寝
覚
』
中
の
君
と
の
関
連
を
中
心
に
考
察
し
た
が
、
そ
も
そ
も
そ
の
中
の
君
に
紫
の
上
の
影
響
が
あ
る
こ
と

は
明
ら
か
で
あ
る
。『
松
浦
宮
物
語
』
は
、
華
陽
公
主
造
型
の
際
に
紫
の
上
と
中
の
君
の
二
人
か
ら
影
響
を
受
け
た
と
考
え
る
の

が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
三
人
の
女
性
は
、
ど
れ
も
相
手
の
男
に
は
新
し
い
女
が
お
り
、
さ
び
し
く
自
分
を
抱
き
し
め
る
孤
独
な
女
君

で
あ
っ
た
。
本
項
で
あ
つ
か
っ
た
「
女
の
身
」
の
問
題
を
、『
松
浦
宮
物
語
』
は
あ
ぶ
り
だ
し
て
い
よ
う
。

　
し
か
し
、
そ
う
結
論
付
け
て
、
こ
の
問
題
を
終
わ
ら
せ
る
に
は
気
に
な
る
点
が
あ
る
。
と
い
う
の
は
、『
源
氏
物
語
』
の
紫
の

上
に
し
て
も
『
夜
の
寝
覚
』
の
中
の
君
に
し
て
も
、
そ
の
「
女
の
身
」
の
生
き
づ
ら
さ
、
女
が
抱
え
る
苦
悩
の
問
題
に
つ
い
て
は
、

相
当
程
度
深
め
ら
れ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。
紫
の
上
が
導
き
出
し
た
「
女
の
身
の
生
き
づ
ら
さ
」
は
、
さ
ら
に
『
夜
の
寝
覚
』

中
の
君
の
問
題
へ
と
引
き
継
が
れ
て
い
っ
た
。
中
の
君
は
さ
ら
に
、
苦
悩
を
抱
え
な
が
ら
も
妊
娠
し
母
と
な
る
と
い
う
筋
立
て
で
、

女
の
身
と
は
何
か
、
女
が
「
産
む
性
」
の
機
能
を
果
た
し
、
母
と
な
る
と
は
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
と
い
う
問
題
を
突
き
詰
め
て

い
っ
た
。
一
方
の
華
陽
公
主
は
、
確
か
に
言
葉
の
上
で
は
紫
の
上
や
中
の
君
な
ど
の
系
譜
に
つ
ら
な
る
「
女
の
身
」「
女
の
苦
悩
」

の
問
題
が
嫉
妬
や
涙
、
ま
た
妊
娠
な
ど
の
道
具
立
て
で
取
り
上
げ
ら
れ
て
は
い
る
も
の
の
、
物
語
全
体
の
印
象
と
し
て
は
そ
れ
ら

の
問
題
は
ほ
と
ん
ど
浮
か
び
上
が
っ
て
こ
な
い
の
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
た
と
え
ば
『
夜
の
寝
覚
』
の
評
価
と
し
て
よ
く
い
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わ
れ
る
「
女
の
心
理
を
描
く
」
と
い
う
命
題
は
、
ま
っ
た
く
と
い
っ
て
い
い
ほ
ど
『
松
浦
宮
物
語
』
で
は
主
題
化
さ
れ
て
い
な
い

よ
う
に
思
わ
れ
る
。
い
っ
た
い
そ
れ
は
な
ぜ
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
理
由
は
、
次
項
で
考
え
る
こ
と
に
し
た
い
。

四
　
式
子
内
親
王
と
の
共
通
性

　
商
山
で
の
琴
伝
授
の
際
、
別
れ
際
に
華
陽
公
主
と
氏
忠
は
歌
の
贈
答
を
す
る
。

　
　
　
よ
し
こ
こ
に
我
が
玉
の
緒
は
尽
き
な
な
む
月
の
ゆ
く
へ
を
離
れ
ざ
る
べ
く

　
　
公
主
い
と
あ
は
れ
と
お
ぼ
し
て
、

　
　
　
手
な
れ
ぬ
る
玉
の
を
琴
の
契
り
ゆ
ゑ
あ
は
れ
と
思
ひ
悲
し
と
も
見
る
　
　
　 

（
四
四
ペ
ー
ジ
）

　「
玉
の
緒
」
と
い
う
語
を
媒
介
に
二
人
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
成
立
さ
せ
る
。
歌
の
贈
答
と
し
て
は
ず
ら
し
が
な
く
素
直

す
ぎ
て
お
り
逆
に
不
自
然
で
あ
る
。
物
語
の
書
か
れ
た
中
世
と
い
う
時
代
を
う
か
が
わ
せ
る
が
、
他
方
二
人
の
想
い
が
通
じ
合
っ

て
い
る
こ
と
を
示
す
た
め
の
意
図
と
も
考
え
ら
れ
よ
う
。

　
問
題
と
な
る
の
は
「
玉
の
緒
」
と
い
う
歌
語
に
つ
い
て
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
ば
に
つ
い
て
は
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
』
の

頭
注
に
次
の
よ
う
な
『
万
葉
集
』
引
用
の
指
摘
が
あ
る
。

『
万
葉
集
』
二
七
八
八
、
作
者
未
詳
「
息
の
緒
に
思
へ
ば
苦
し
玉
の
緒
の
絶
え
て
乱
れ
な
知
ら
ば
知
る
と
も
」、『
万
葉
集
』
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二
七
八
九
、
作
者
未
詳
「
玉
の
緒
の
絶
え
た
る
恋
の
乱
れ
な
ば
死
な
ま
く
の
み
の
ま
た
も
逢
は
ず
し
て
」　
　
　

 

（
四
四
ペ
ー
ジ
）

　
な
る
ほ
ど
、
確
か
に
こ
れ
ら
の
『
万
葉
集
』
の
影
響
は
あ
る
。
言
わ
ず
も
が
な
の
こ
と
で
は
あ
る
が
、『
無
名
草
子
』
の
時
代

か
ら
『
松
浦
宮
物
語
』
に
お
い
て
『
万
葉
集
』
の
影
響
の
大
き
さ
は
指
摘
さ
れ
続
け
て
き
た
の
で
あ
り
、
そ
の
正
し
さ
は
揺
る
が

な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
本
当
に
『
万
葉
集
』
だ
け
な
の
だ
ろ
う
か
。
物
語
は
公
主
と
氏
忠
に
万
葉
調
の
歌
を
詠
ま
せ
て
古
風
な

恋
を
演
出
し
た
か
っ
た
と
い
う
こ
と
な
の
だ
ろ
う
か
。

　
確
か
に
、
舞
台
を
藤
原
京
の
時
代
に
設
定
し
て
い
る
以
上
、
歌
の
こ
と
ば
を
万
葉
調
に
整
え
、
古
風
な
雰
囲
気
を
出
し
た
か
っ

た
と
い
う
意
味
合
い
は
あ
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
だ
け
で
は
あ
る
ま
い
。
浅
田
徹
は
『
松
浦
宮
物
語
』
の
作
者
と
思
し
き
藤

原
定
家
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
る）

4
（

。

定
家
の
本
歌
取
り
は
「
模
倣
」
を
基
に
し
た
詠
歌
で
は
な
く
、
古
歌
を
異
化
し
つ
つ
そ
こ
に
新
た
な
世
界
を
付
与
し
て
い
く

行
為
だ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

　
浅
田
も
指
摘
す
る
よ
う
に
、
氏
忠
の
歌
の
傍
線
部
「
な
な
む
」
な
ど
は
古
風
な
言
葉
遣
い
で
あ
る
。
浅
田
は
定
家
の
『
拾
遺
愚

草
』
に
こ
の
よ
う
な
古
風
な
言
葉
遣
い
が
見
ら
れ
な
い
こ
と
を
指
摘
し
、
作
り
物
語
の
世
界
の
み
で
し
か
こ
の
語
り
口
を
容
認
で

き
な
い
定
家
の
態
度
を
読
み
取
る
が
、
定
家
の
歌
に
対
す
る
精
神
性
が
「
古
歌
を
異
化
し
つ
つ
そ
こ
に
新
た
な
世
界
を
付
与
」
す

る
こ
と
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
そ
の
姿
勢
は
『
松
浦
宮
物
語
』
に
も
生
か
さ
れ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
単
純
に
『
万
葉
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集
』
の
歌
語
や
語
り
口
を
用
い
て
そ
れ
で
よ
し
と
す
る
物
語
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
だ
。

　
そ
う
考
え
た
と
き
に
や
は
り
先
に
あ
げ
た
氏
忠
と
華
陽
公
主
の
贈
答
歌
二
首
に
は
『
万
葉
集
』
の
歌
に
く
わ
え
て
、
こ
の
歌
も

引
用
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
。

玉
の
緒
よ
絶
え
な
ば
絶
え
ね
長
ら
へ
ば
忍
ぶ
る
こ
と
の
弱
り
も
ぞ
す
る
　
　
　

 

（『
新
古
今
和
歌
集
』
巻
十
一
・
一
〇
三
四
・
式
子
内
親
王
）

　
有
名
な
歌
で
あ
る
。
百
人
一
首
に
も
採
ら
れ
て
い
る
か
ら
、
お
そ
ら
く
定
家
お
気
に
入
り
の
一
首
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
こ
の
歌

も
平
安
後
期
に
は
あ
ま
り
用
い
ら
れ
な
く
な
っ
て
い
た
「
玉
の
緒
」
と
い
う
歌
語
を
使
用
し
て
い
る
点
、
ま
た
「
…
…
な
ば
」
と

い
う
仮
定
の
用
法
を
用
い
て
い
る
点
な
ど
、『
万
葉
集
』
の
影
響
を
感
じ
さ
せ
る
一
方
で
、
恋
に
身
悶
え
る
女
の
情
熱
を
鮮
や
か

に
描
き
出
し
て
秀
逸
な
一
首
で
あ
る
。

　
恋
に
対
す
る
命
を
捧
げ
ん
ば
か
り
の
こ
の
情
熱
を
、
物
語
は
華
陽
公
主
に
付
与
し
よ
う
と
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
公
主

は
恋
の
情
熱
に
よ
り
実
際
に
死
に
い
た
る
わ
け
で
、
そ
の
点
、
公
主
は
式
子
の
歌
の
通
り
に
半
生
を
生
き
た
と
い
っ
て
も
過
言
で

は
あ
る
ま
い
。

　
な
お
、
こ
の
式
子
の
歌
は
、
そ
の
公
主
の
臨
終
場
面
で
も
使
わ
れ
て
い
る
。

公
主
は
、
宮
に
帰
り
た
ま
ひ
て
お
ぼ
し
続
く
る
に
、「
さ
ま
ざ
ま
憂
か
り
け
る
契
り
は
さ
ら
に
も
言
は
ず
、
我
が
心
も
か
う

な
が
ら
こ
の
世
に
長
ら
へ
ば
、
か
な
ら
ず
憂
き
名
を
と
ど
む
べ
き
身
な
り
け
り
」　
　
　 

（
五
一
ペ
ー
ジ
）
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こ
の
世
に
「
長
ら
へ
ば
」
絶
対
に
「
憂
き
名
」、
悪
評
が
立
つ
。
だ
か
ら
死
ん
で
し
ま
っ
た
ほ
う
が
い
い
の
だ
、
そ
の
思
念
は

ま
さ
に
式
子
の
思
念
と
重
な
り
合
う
。
し
か
も
、
物
語
は
そ
の
思
念
を
あ
る
面
で
正
し
い
も
の
と
し
て
描
い
て
い
く
の
だ
。
日
本

で
あ
れ
ば
、
生
き
な
が
ら
え
て
も
知
り
合
い
の
い
る
中
国
に
ま
で
「
憂
き
名
を
と
ど
」
め
る
心
配
は
な
い
。
式
子
の
歌
意
を
生
か

し
つ
つ
も
男
と
の
恋
愛
は
忍
ば
ず
に
完
遂
す
る
、
そ
の
折
り
合
い
を
つ
け
る
た
め
の
モ
チ
ー
フ
と
し
て
日
本
へ
の
転
生
が
選
ば
れ

た
の
で
あ
っ
た
ろ
う
。

　
こ
れ
ま
た
言
う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
る
が
、『
松
浦
宮
物
語
』
の
作
者
が
定
家
だ
と
す
れ
ば
、
式
子
内
親
王
は
『
松
浦
宮
物

語
』
作
者
の
憧
れ
の
人
で
あ
る
。
実
在
の
式
子
内
親
王
は
定
家
の
十
三
歳
年
長
で
あ
る
が
、
定
家
は
自
ら
の
日
記
『
明
月
記
』
の

な
か
で
彼
女
へ
の
想
い
を
吐
露
し
て
い
る
こ
と
は
有
名
な
話
だ
。

　
そ
う
考
え
れ
ば
公
主
と
氏
忠
と
の
関
係
は
、
現
実
の
定
家
と
式
子
の
立
場
を
基
に
考
え
ら
れ
た
と
思
し
き
設
定
が
何
と
も
多
す

ぎ
る
。
氏
忠
は
弁
少
将
で
あ
る
が
、
定
家
自
身
若
い
頃
は
長
く
少
将
で
あ
っ
た
し
、
一
方
の
式
子
は
華
陽
公
主
と
同
じ
く
帝
の
娘
、

つ
ま
り
手
の
届
か
な
い
内
親
王
で
あ
る
。
さ
す
が
に
十
三
歳
も
離
れ
て
は
い
な
い
が
女
性
の
側
が
年
上
で
あ
る
の
も
、
物
語
の
二

人
と
一
致
す
る
。
氏
忠
が
「
う
ち
に
ほ
ひ
た
ま
へ
る
御
衣
の
に
ほ
ひ
な
ど
は
、
な
べ
て
の
香
に
も
あ
ら
ぬ
、
た
だ
世
の
常
な
ら
ず

な
つ
か
し
う
」（
四
九
ペ
ー
ジ
）
と
い
い
香
り
を
う
っ
と
り
と
か
ぐ
の
も
、
定
家
が
式
子
の
あ
た
り
に
漂
う
香
り
に
恍
惚
と
な
っ

た
と
い
う
現
実
の
『
明
月
記
』
の
記
事
と
符
合
す
る
。
先
に
私
は
華
陽
公
主
の
造
型
に
お
け
る
式
子
の
影
響
を
指
摘
し
た
が
、
そ

れ
で
は
実
は
不
十
分
で
、
く
わ
え
て
男
と
の
関
係
性
ま
で
物
語
は
自
ら
の
テ
キ
ス
ト
内
に
取
り
込
ん
だ
と
い
う
こ
と
も
い
え
る
の

で
あ
っ
た
。

　
と
す
れ
ば
、
物
語
が
華
陽
公
主
を
転
生
さ
せ
、
し
か
も
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
な
ぜ
公
主
の
「
女
の
苦
悩
」
の
よ
う
な
も
の
を
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焦
点
化
し
な
か
っ
た
か
が
お
ぼ
ろ
げ
な
が
ら
に
見
え
て
く
る
。
物
語
は
式
子
の
影
を
背
負
う
公
主
を
手
放
し
た
く
な
か
っ
た
。
そ

し
て
、
そ
ん
な
公
主
に
嫉
妬
さ
れ
る
男
の
幸
せ
な
図
と
い
う
も
の
を
描
き
た
か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、
も
と
も

と
「
女
の
苦
悩
」
を
正
面
か
ら
描
く
こ
と
に
物
語
の
関
心
は
さ
ほ
ど
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
素
材
と
し
て
は
「
女
の
苦
悩
」
を
描

く
に
た
る
前
世
の
宿
世
を
負
わ
さ
れ
た
公
主
が
お
り
、
そ
の
公
主
に
は
『
源
氏
物
語
』
の
紫
の
上
、『
夜
の
寝
覚
』
の
中
の
君
の

像
を
一
面
重
ね
合
わ
せ
て
い
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
を
十
分
に
生
か
そ
う
と
す
る
意
気
込
み
は
感
じ
ら
れ
な
い
。
む
し
ろ
、

物
語
に
は
想
い
人
公
主
（
＝
式
子
）
に
嫉
妬
さ
れ
る
ほ
ど
想
わ
れ
て
い
る
少
将
氏
忠
（
＝
定
家
自
身
）
を
描
く
、
い
わ
ば
「
妄
想

を
書
く
こ
と
の
快
楽
」
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
だ
。
い
わ
ば
現
実
で
か
な
わ
な
か
っ
た
夢
を
『
松
浦
宮
物
語
』
に
託
し
た
の

だ
と
い
え
ば
、
あ
ま
り
に
俗
っ
ぽ
い
議
論
に
な
る
だ
ろ
う
か
。

　
実
は
同
じ
よ
う
な
こ
と
が
『
松
浦
宮
物
語
』
の
他
の
例
に
も
言
え
る
。
趣
旨
が
ず
れ
る
の
で
本
稿
で
は
詳
述
し
な
い
が
、
定
家

は
『
明
月
記
』
に
か
の
有
名
な
「
紅
旗
征
戎
吾
が
事
に
非
ず
」
と
の
一
文
を
残
し
て
い
る
。
し
か
し
『
松
浦
宮
物
語
』
で
氏
忠
は

「
紅
旗
征
戎
吾
が
事
に
非
ず
」
ど
こ
ろ
か
戦
の
最
前
線
で
大
活
躍
し
、
敵
将
宇
文
会
の
首
を
取
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。『
松
浦
宮
物

語
』
に
、『
保
元
物
語
』
や
『
平
家
物
語
』
な
ど
の
軍
記
物
語
の
影
響
が
見
受
け
ら
れ
る
こ
と
は
既
に
諸
注
釈
書
（『
新
編
日
本
古

典
文
学
全
集
』・
翰
林
書
房
『
松
浦
宮
物
語
』）
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
定
家
は
源
平
の
争
乱
を
目
の
当
た
り
に
し
、
実
際
の
と
こ

ろ
関
心
が
な
か
っ
た
は
ず
は
な
い
。
歌
人
と
し
て
世
事
に
惑
わ
さ
れ
ぬ
生
き
方
を
望
む
本
来
の
自
分
に
く
わ
え
て
、
戦
で
大
活
躍

を
収
め
る
も
う
一
人
の
自
分
を
夢
想
し
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
そ
れ
が
、『
松
浦
宮
物
語
』
に
氏
忠
と
な
っ
て
現
れ
て
い
る
と

は
言
え
な
い
だ
ろ
う
か
。『
平
家
物
語
』
に
し
ろ
、
式
子
内
親
王
の
歌
に
し
ろ
『
松
浦
宮
物
語
』
と
は
あ
ま
り
に
同
時
代
的
す
ぎ

る
影
響
関
係
で
あ
る
が
、〈
作
者
〉
と
思
し
き
定
家
の
リ
ア
ル
な
身
体
感
覚
と
し
て
、
自
然
と
そ
れ
ら
の
語
句
が
思
い
浮
か
ん
だ

の
だ
ろ
う
。『
万
葉
集
』
や
『
う
つ
ほ
物
語
』
な
ど
の
影
響
に
目
を
奪
わ
れ
が
ち
で
あ
る
が
、
今
後
と
も
同
時
代
の
文
学
作
品
の
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影
響
も
積
極
的
に
見
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

　
も
ち
ろ
ん
『
松
浦
宮
物
語
』〈
作
者
〉
は
百
パ
ー
セ
ン
ト
定
家
で
あ
る
と
断
定
で
き
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
男
性
の
〈
作
者
〉

の
手
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
あ
る
ま
い
。
で
あ
る
な
ら
ば
、
次
の
こ
と
は
言
え
よ
う
。
つ
ま
り
男
性
の
作
者
が
、
恋

愛
に
戦
に
と
全
て
に
お
い
て
成
功
を
収
め
る
男
性
の
物
語
と
し
て
男
性
の
読
者
の
た
め
に
書
い
た
、
そ
れ
が
『
松
浦
宮
物
語
』
だ

っ
た
の
で
は
な
い
か
と
。
か
つ
て
玉
上
琢
弥
は
『
源
氏
物
語
』
を
評
し
て
「
女
に
よ
る
女
の
た
め
の
女
の
世
界
の
物
語
」
と
述
べ

た
）
5
（

が
、
そ
の
逆
を
い
く
の
が
『
松
浦
宮
物
語
』
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
式
子
内
親
王
の
よ
う
な
高
貴
で
情
熱
的
な
歌
人
の
影

は
、
そ
の
恋
愛
の
相
手
に
は
格
好
の
彩
り
と
な
っ
た
と
い
う
こ
と
だ）

6
（

。
式
子
と
の
関
連
や
、
戦
場
に
お
け
る
氏
忠
の
活
躍
を
考
え

る
と
〈
作
者
〉
を
定
家
と
し
て
論
じ
る
の
が
自
然
で
は
あ
る
が
、
必
ず
し
も
定
家
に
こ
だ
わ
る
必
要
も
な
い
こ
と
を
付
け
加
え
て

お
く
。

　
巻
三
に
お
け
る
華
陽
公
主
の
恨
み
を
受
け
止
め
る
場
面
に
お
い
て
そ
の
状
況
を
氏
忠
は
ど
こ
か
楽
し
ん
で
い
る
印
象
さ
え
感
じ

取
れ
る
の
も
、「
男
性
の
物
語
」
だ
か
ら
と
考
え
れ
ば
説
明
が
つ
く
。

　「
知
ら
ぬ
世
も
君
に
ま
ど
ひ
し
道
な
れ
ば
、
い
づ
れ
の
浦
の
波
か
越
ゆ
べ
き

　
あ
や
し
う
。
夢
の
や
う
な
る
ひ
が
耳
の
聞
こ
ゆ
る
か
な
。
な
ど
か
う
心
得
ぬ
こ
と
は
」
と
、
せ
め
て
か
き
寄
す
れ
ど
、
な

ほ
う
ち
こ
ぼ
れ
つ
つ
解
け
ぬ
御
気
色
、
わ
り
な
き
心
の
う
ち
に
は
、

「
我
も
人
も
異
な
る
ゆ
ゑ
を
聞
き
し
か
ど
、
世
の
常
な
ら
ず
あ
り
が
た
き
見
る
目
に
契
り
を
結
び
な
が
ら
、
な
ほ
心
に
し
み

て
物
思
ふ
べ
く
も
生
ま
れ
来
に
け
る
か
な
」　
　
　 

（
一
三
八
ペ
ー
ジ
）
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　「
わ
り
な
き
」
と
感
じ
る
一
方
で
「
あ
り
が
た
き
見
る
目
」、
つ
ま
り
滅
多
に
な
い
ほ
ど
す
ば
ら
し
い
容
姿
の
唐
后
と
契
り
を
結

ん
だ
こ
と
を
ま
っ
た
く
後
悔
し
て
い
な
い
。
板
ば
さ
み
の
状
況
を
氏
忠
は
全
く
悲
観
し
て
い
な
い
の
だ
。

　
こ
れ
は
ち
ょ
う
ど
、
六
条
院
に
お
け
る
光
源
氏
と
状
況
は
似
て
い
よ
う
。『
み
や
び
異
説
【『
源
氏
物
語
』
と
い
う
文
化
】』（
森

話
社
、
二
〇
〇
二
）
の
「『
源
氏
物
語
』
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
」
と
題
さ
れ
た
座
談
会
で
、
六
条
院
の
光
源
氏
は
「
初
音
」
巻
で
紫

の
上
と
明
石
君
の
間
で
板
ば
さ
み
に
な
っ
て
お
り
、
既
に
こ
の
時
点
で
源
氏
は
ぶ
ざ
ま
で
あ
る
と
い
う
小
嶋
菜
温
子
の
指
摘
に
対

し
、
土
方
洋
一
は
「
格
好
わ
る
い
と
い
わ
れ
た
け
れ
ど
、
作
者
は
格
好
い
い
つ
も
り
で
書
い
て
い
る
の
で
は
な
い
で
す
か
」「
女

性
関
係
で
わ
ず
ら
う
こ
と
は
格
好
い
い
こ
と
じ
ゃ
な
い
で
す
か
（
笑
）」
と
反
論
す
る
。
お
そ
ら
く
こ
れ
に
関
し
て
は
土
方
の
読

み
が
正
し
い
と
思
わ
れ
る
。
物
語
は
女
性
の
間
で
板
ば
さ
み
に
あ
っ
て
悩
む
光
源
氏
を
色
男
特
有
の
性
質
と
し
、
い
わ
ば
「
格
好

い
い
も
の
」
と
し
て
描
い
て
い
る
。
同
様
に
『
松
浦
宮
物
語
』
で
も
、
お
そ
ら
く
物
語
は
唐
后
と
華
陽
公
主
と
い
う
二
人
の
美
女

の
間
で
板
ば
さ
み
に
な
る
主
人
公
、
氏
忠
を
「
格
好
い
い
つ
も
り
で
書
い
て
い
る
」
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
定
家
と
思
し
き
男
性

〈
作
者
〉
が
、
自
ら
の
満
足
の
た
め
に
書
い
た
と
も
考
え
ら
れ
よ
う
し
、
ま
た
氏
忠
に
感
情
移
入
し
て
読
む
男
性
読
者
に
対
し
て

「
格
好
い
い
男
」
の
悩
み
を
共
有
し
て
も
ら
お
う
と
い
う
サ
ー
ビ
ス
を
試
み
た
と
も
考
え
ら
れ
よ
う
。
先
に
『
松
浦
宮
物
語
』
は

男
性
の
読
者
の
た
め
に
書
か
れ
た
物
語
だ
と
考
え
た
ゆ
え
ん
で
あ
る
。
物
語
は
、
も
は
や
女
性
や
子
ど
も
だ
け
の
も
の
で
は
な
い
。

事
実
、
定
家
の
父
俊
成
は
『
源
氏
物
語
』
を
読
む
こ
と
を
推
奨
し
、
定
家
自
身
も
数
多
く
の
物
語
を
読
み
写
し
て
い
る
。『
松
浦

宮
物
語
』
が
生
ま
れ
た
時
代
は
そ
う
い
う
時
代
で
は
な
か
っ
た
か
。

　
ひ
と
ま
ず
本
項
で
は
華
陽
公
主
に
式
子
内
親
王
の
影
響
が
見
ら
れ
る
こ
と
、
そ
し
て
氏
忠
と
式
子
の
関
係
は
現
実
世
界
に
お
け

る
式
子
と
定
家
の
関
係
に
敷
衍
で
き
る
こ
と
を
考
察
し
た
。
問
題
を
定
家
に
ひ
き
つ
け
て
考
え
れ
ば
、
現
実
で
は
か
な
わ
な
か
っ

た
憧
れ
の
人
、
式
子
と
の
恋
を
定
家
は
『
松
浦
宮
物
語
』
で
成
就
さ
せ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
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さ
ら
に
こ
の
氏
忠
の
、
華
陽
公
主
と
の
恋
愛
を
成
就
さ
せ
な
が
ら
唐
后
と
の
板
ば
さ
み
に
な
る
「
格
好
い
い
」
姿
、
あ
る
い
は

戦
で
大
活
躍
す
る
姿
か
ら
『
松
浦
宮
物
語
』
は
い
わ
ば
「
男
性
の
男
性
に
よ
る
男
性
の
た
め
の
物
語
」
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に

し
た
。
華
陽
公
主
に
は
前
項
ま
で
に
見
て
き
た
先
行
物
語
の
女
た
ち
の
後
継
者
的
な
一
面
が
確
か
に
あ
り
つ
つ
も
、
そ
れ
が
十
全

に
「
女
の
苦
悩
」
の
物
語
へ
と
主
題
化
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
も
、
そ
れ
で
説
明
が
つ
い
た
の
で
は
な
い
か
。
美
女
が
色
男
の
主
人

公
に
対
し
て
嫉
妬
す
る
、
そ
れ
ほ
ど
主
人
公
は
女
か
ら
想
わ
れ
て
い
る
し
、
そ
れ
ほ
ど
格
好
い
い
の
だ
と
い
う
ほ
う
へ
問
題
は
回

収
さ
れ
て
い
く
。「
苦
悩
す
る
女
」
の
要
素
は
、
そ
の
よ
う
に
変
質
し
て
『
松
浦
宮
物
語
』
内
に
取
り
込
ま
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。

主
人
公
に
感
情
移
入
し
て
読
む
男
性
読
者
は
そ
の
展
開
を
面
白
が
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
何
よ
り
物
語
の
〈
作
者
〉
が
そ
の

展
開
を
楽
し
ん
で
い
る
こ
と
が
、
表
面
的
に
は
「
わ
り
な
き
」
と
思
い
悩
む
氏
忠
の
背
後
か
ら
透
け
て
見
え
て
く
る
の
で
あ
る
。

五
　
む
す
び
に
か
え
て

　
こ
こ
ま
で
、
華
陽
公
主
が
ど
の
よ
う
な
女
た
ち
の
影
を
背
負
っ
て
造
型
さ
れ
て
い
る
か
を
中
心
に
、『
松
浦
宮
物
語
』
に
お
け

る
彼
女
の
意
義
に
つ
い
て
考
察
し
て
き
た
。

　
ひ
と
ま
ず
華
陽
公
主
は
、
琴
の
伝
授
を
仙
人
か
ら
受
け
る
と
い
う
点
で
『
夜
の
寝
覚
』
の
中
の
君
の
造
型
を
、
そ
し
て
臨
終
の

際
に
「
露
」
と
い
う
言
葉
が
用
い
ら
れ
て
い
る
点
で
紫
の
上
の
造
型
を
受
け
継
い
で
い
た
。
そ
し
て
そ
の
両
者
に
共
通
す
る
「
女

の
身
」
の
生
き
づ
ら
さ
、
女
の
苦
悩
と
い
っ
た
問
題
意
識
を
華
陽
公
主
も
ま
た
持
っ
て
お
り
、
男
に
心
を
分
け
ら
れ
る
女
性
と
し

て
紫
の
上
、
中
の
君
の
末
裔
と
い
う
べ
き
立
場
に
一
面
で
確
か
に
立
っ
て
い
た
。

　
た
だ
、『
松
浦
宮
物
語
』
全
体
で
見
た
と
き
に
そ
の
問
題
が
他
面
で
あ
ま
り
深
め
ら
れ
て
い
な
い
印
象
が
あ
り
、
そ
の
理
由
も
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検
討
し
た
。
そ
の
結
果
、
物
語
は
板
ば
さ
み
に
あ
っ
て
い
る
主
人
公
を
格
好
い
い
も
の
と
思
っ
て
描
い
て
い
る
面
が
考
え
ら
れ
た
。

「
苦
悩
す
る
女
」
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
あ
る
種
の
単
な
る
道
具
立
て
と
し
て
物
語
内
に
変
質
さ
れ
て
取
り
込
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
っ

た
。
ま
た
、
華
陽
公
主
に
は
式
子
内
親
王
的
な
要
素
も
見
受
け
ら
れ
、
式
子
に
憧
れ
を
抱
い
て
い
た
定
家
の
個
人
的
な
願
望
が
そ

こ
に
は
投
影
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
察
を
く
わ
え
た
。

　『
松
浦
宮
物
語
』
は
こ
れ
ま
で
に
も
指
摘
さ
れ
て
き
た
よ
う
に
、
数
多
く
の
先
行
す
る
文
学
作
品
の
上
に
成
り
立
っ
て
い
る
、

文
字
通
り
の
文
学
「
テ
キ
ス
ト
」
で
あ
る
。
華
陽
公
主
ひ
と
り
と
っ
て
み
て
も
、
そ
の
造
型
に
影
響
を
与
え
た
作
品
は
ひ
と
つ
で

は
な
い
。
本
稿
で
は
人
物
と
し
て
紫
の
上
、
中
の
君
、
式
子
内
親
王
を
あ
げ
た
が
、
他
に
も
た
と
え
ば
『
う
つ
ほ
物
語
』
の
俊
蔭

の
娘
や
、『
源
氏
物
語
』
の
明
石
君
な
ど
の
影
響
も
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
華
陽
公
主
に
つ
い
て
は
な
お
総
合
的
に
考
え
て
い
く

必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

　
最
後
に
な
っ
た
が
、
今
後
の
課
題
と
し
て
『
松
浦
宮
物
語
』
で
他
に
氏
忠
の
恋
の
相
手
と
な
る
二
人
の
女
性
、
神
奈
備
の
皇
女

と
唐
后
の
造
型
を
ど
う
考
え
る
か
と
い
う
問
題
が
残
っ
た
。
再
度
稿
を
改
め
て
考
察
し
た
い
。
こ
こ
で
見
通
し
だ
け
簡
単
に
述
べ

れ
ば
、
た
と
え
ば
神
奈
備
の
皇
女
に
関
し
て
は
、
一
度
氏
忠
を
振
り
切
っ
て
入
内
す
る
も
の
の
、
彼
が
帰
国
し
て
後
、
歌
を
詠
み

贈
っ
て
い
る
。
氏
忠
は
返
歌
だ
け
は
す
る
が
、
ま
と
も
に
取
り
合
わ
な
い
。
こ
の
「
振
ら
れ
た
女
を
出
世
し
て
見
返
す
」
と
い
う

趣
向
も
ま
た
、『
松
浦
宮
物
語
』
が
「
男
性
の
た
め
に
書
か
れ
た
」
物
語
で
あ
る
と
い
う
証
左
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
男
性
に
と

っ
て
〈
物
語
〉
と
は
何
な
の
か
、
そ
う
い
う
問
題
を
『
松
浦
宮
物
語
』
は
提
示
し
て
い
る
。

　『
源
氏
物
語
』
に
代
表
さ
れ
る
、
女
性
の
手
に
よ
り
な
る
と
思
し
き
文
学
作
品
（『
う
つ
ほ
物
語
』
は
除
外
さ
れ
よ
う
）
を
多
数

手
本
に
取
り
な
が
ら
『
松
浦
宮
物
語
』
は
そ
れ
ら
と
は
確
実
に
異
な
る
物
語
世
界
を
描
き
出
す
。
先
行
す
る
物
語
文
学
に
対
す
る

大
い
な
る
挑
戦
な
の
か
、
せ
め
て
も
の
反
抗
な
の
か
、
そ
れ
と
も
他
愛
も
な
い
戯
れ
な
の
か
。
今
後
、
さ
ら
に
検
討
し
、
明
ら
か
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に
し
て
い
き
た
い
。

　
注

（
1
）　
阿
部
真
弓
「『
松
浦
宮
物
語
』
に
見
え
る
須
磨
、
明
石
巻
の
影
」　（『
詞
林
』
一
五
号
　
一
九
九
五
、
四
）

（
2
）　
長
尾
佐
和
子
「『
松
浦
宮
物
語
』
に
お
け
る
狭
衣
和
歌
の
影
響
」　（『
詞
林
』
一
五
号
　
一
九
九
五
、
四
）

（
3
）　
中
原
香
苗
「『
松
浦
宮
物
語
』
に
お
け
る
先
行
物
語
摂
取
の
様
相
│
│
弁
少
将
の
琴
伝
授
と
華
陽
公
主
と
の
恋
の
場
面
を
め
ぐ
っ
て

│
│
」　（『
詞
林
』
一
五
号
　
一
九
九
五
、
四
）

（
4
）　
浅
田
徹
「
松
浦
宮
物
語
巻
一
の
和
歌
を
め
ぐ
っ
て
│
│
本
歌
取
り
と
擬
古
」　（『
国
文
学
』
第
四
六
巻
一
〇
号
　
二
〇
〇
一
、
一
二
）

（
5
）　
玉
上
琢
弥
「
源
氏
物
語
・
紫
式
部
│
│
女
に
よ
る
女
の
た
め
の
女
の
世
界
の
物
語
│
│
」　（『
国
文
学
解
釈
と
鑑
賞
』
第
二
六
巻
六
号

　
一
九
六
一
、
五
）

（
6
）　
森
晴
彦
は
「『
松
浦
宮
物
語
』
神
奈
備
皇
女
の
原
像
と
変
奏
（
下
）
│
│
神
奈
備
・
華
陽
公
主
・
鄧
皇
后
の
連
関
性
と
定
家
│
│
」

（『
解
釈
』
第
四
一
巻
一
一
号
一
九
九
五
、
一
一
）
の
な
か
で
、「『
松
浦
宮
物
語
』
の
女
性
達
は
、
若
年
の
定
家
の
胸
に
刻
ま
れ
た
強
い
式

子
内
親
王
の
印
象
の
デ
フ
ォ
ル
メ
」
だ
と
論
ず
る
。
本
稿
で
は
特
に
華
陽
公
主
へ
の
影
響
を
指
摘
し
た
が
、
森
の
指
摘
通
り
、
他
の
女
性

に
対
し
て
も
式
子
の
影
響
が
あ
る
と
も
考
え
う
る
。
改
め
て
検
討
し
た
い
。
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T

hinking about “ T
he tale of M

aturanom
iya”  Princess K

ayo

ISE
, H

ikaru

　

　T
his thesis especially discusses the Princess K

ayo about “ T
he tale of M

aturanom
iya”  T

he influence of story preceding 

and a variety of is seen in “ T
he tale of M

aturanom
iya” . A

 form
ing of princess K

ayo also is influenced from
 preceding 

story. T
he purpose of this thesis is to clear w

hat influences form
ing princess K

ayo and to clear w
hat does the story try by 

handling her.

　In this thesis, the influence of N
aka no kim

i at “ Yoru no nezam
e”  and M

urasaki no ue at “ T
he Tale of G

enji’”  pointed 

out first. T
hese w

om
en w

as shouldering suffering. B
ecause they have to do count on a m

an w
ho has other w

om
en. T

he 

sam
e thing can be said also to princess K

ayo. T
herefore, I pointed out it that she is is a successor of these w

om
en.

　T
hough she w

as a successor in the one side that is certainly, the problem
, that is, their “ Suffer of the w

om
an”  is not 

m
ade a focus. T

his reason is that the problem
, “ Suffer of the w

om
an”  changes in quality at this story. T

his problem
 do not 

focus in w
om

en’ s m
ind but focuses a m

an w
ho becom

es dilem
m

a am
ong w

om
en. T

his story depicts a m
an assum

ing that 

it is cool.

　T
he very im

portant fact is P
rincess K

ayo having been influenced another person is not only tw
o people but also 

princess Shikishi. She w
as a w

om
an of author

（Fuziw
ara no Sadaie

）’ s yearning. T
he author had him

 accom
plish the 

desire that ended in the yearning in the story in the reality. T
his story m

ade situation fall in love by such a w
om

an, and 

careless in w
om

an’ s feelings. In a w
ord, this story of the m

an, by the m
an, for the m

an.

　In the near future,I am
 going to think about the problem

 of tw
o heroines of the rem

ainder. I w
ant to continue thinking 

about this story, to a total.

 

（
人
文
科
学
研
究
科
日
本
語
日
本
文
学
専
攻
　
博
士
後
期
課
程
二
年
）　


