
『
雁
の
草
子
』
に
み
る
異
類
婚
姻
譚
の
悲
恋

―

狐
女
房
譚
と
の
比
較
を
中
心
に―
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『
雁
の
草
子
』
は
、
題
名
ど
お
り
雁
と
人
間
の
悲
恋
を
描
い
た
作
品
で
あ
り
、
京

都
大
学
附
属
図
書
館
蔵
の
絵
巻
一
軸
の
み
が
残
る
御
伽
草
子
で
あ
る
。
従
来
の
研
究

で
は
先
行
文
芸
の
影
響
が
主
に
論
議
さ
れ
て
お
り
、
異
類
婚
姻
譚
的
位
置
づ
け
が
十

分
に
な
さ
れ
て
き
た
と
は
い
い
難
い
。
こ
こ
で
は
、『
雁
の
草
子
』
に
見
ら
れ
る
先

行
文
芸
の
影
響
を
確
認
し
つ
つ
、
異
類
婚
の
中
で
も
ひ
と
き
わ
情
緒
的
に
描
か
れ
る

こ
と
が
多
い
狐
女
房
譚
と
の
比
較
を
中
心
に
考
察
す
る
も
の
と
す
る
。

『
雁
の
草
子
』
に
は
和
歌
の
引
用
が
多
く
見
ら
れ
、『
和
漢
朗
詠
集
』
や
『
古
今

和
歌
集
』
な
ど
そ
の
引
用
文
献
は
様
々
で
あ
る
。
ま
た
、
特
定
の
和
歌
で
な
く
、
枕

詞
や
歌
枕
、
そ
の
他
よ
く
好
ま
れ
た
歌
材
等
を
使
用
す
る
箇
所
も
見
ら
れ
る
が
、
そ

れ
ら
の
ほ
と
ん
ど
が
引
用
文
献
の
和
歌
を
踏
ま
え
た
上
で
作
中
に
使
わ
れ
て
お
り
、

場
面
が
よ
り
引
き
立
つ
よ
う
な
効
果
的
な
配
置
が
な
さ
れ
て
い
る
。
和
歌
以
外
の
先

行
文
芸
の
引
用
も
作
中
に
は
多
く
あ
り
、
白
居
易
の
歌
を
引
く
箇
所
や
、
葛
城
山
の

一
言
主
の
神
の
故
事
を
引
く
箇
所
な
ど
が
見
ら
れ
る
が
、
和
歌
に
比
べ
る
と
表
面
的

な
引
用
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
箇
所
が
多
い
。
こ
れ
ら
作
中
に
見
ら
れ
る
先
行
文
芸
の

影
響
の
一
つ
と
し
て
、
蘇
武
の
故
事
を
引
用
し
て
い
る
箇
所
が
挙
げ
ら
れ
る
。
蘇
武

の
故
事
は
『
漢
書
』
列
伝
二
十
四
を
典
拠
と
し
、
日
本
に
お
い
て
は
『
平
家
物
語
』

『
今
昔
物
語
集
』『
宝
物
集
』
な
ど
多
く
の
作
品
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
蘇
武
の

故
事
の
中
に
、
雁
が
蘇
武
の
故
郷
に
手
紙
を
届
け
る
と
い
う
場
面
が
あ
り
、
そ
こ
か

ら
「
雁
書
」
等
の
言
葉
も
生
ま
れ
、
雁
は
広
く
通
信
を
司
る
生
き
物
と
し
て
扱
わ
れ

る
こ
と
と
な
っ
た
。『
雁
の
草
子
』
に
お
い
て
も
雁
が
夢
枕
で
玉
章
を
届
け
る
と
い

う
場
面
が
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
作
者
は
蘇
武
の
故
事
を
念
頭
に
置
い
た
上
で
『
雁

の
草
子
』
を
制
作
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

異
類
婚
姻
譚
に
お
い
て
異
類
の
正
体
が
ど
の
よ
う
に
展
開
に
影
響
す
る
か
を
見

る
た
め
に
、
雁
と
狐
の
文
学
上
で
の
扱
い
を
そ
れ
ぞ
れ
例
と
し
て
挙
げ
る
。
雁
の
場

合
、
先
に
挙
げ
た
蘇
武
の
故
事
か
ら
、
手
紙
や
通
信
に
関
す
る
歌
が
多
く
詠
ま
れ
て

お
り
、
さ
ら
に
は
秋
に
来
て
春
帰
る
と
い
う
習
性
を
持
つ
こ
と
か
ら
、
花
と
の
別
れ

を
歌
に
詠
ま
れ
て
き
た
。『
雁
の
草
子
』
で
も
こ
の
二
つ
の
特
徴
は
取
り
入
れ
ら
れ

て
お
り
、
い
ず
れ
も
物
語
の
展
開
に
大
き
く
関
わ
っ
て
い
る
。
狐
の
場
合
は
、
一
夫

一
妻
制
で
あ
り
、
子
育
て
が
人
の
目
に
愛
情
深
く
映
る
こ
と
か
ら
、
古
来
よ
り
多
く

の
異
類
婚
姻
譚
の
主
役
と
な
っ
て
き
た
。
そ
の
た
め
、
狐
の
異
類
婚
姻
譚
で
は
人
と

の
恋
愛
が
描
か
れ
る
一
方
で
、
子
供
が
話
の
中
心
と
な
っ
て
い
る
こ
と
も
多
い
。
ま

た
、
素
早
い
動
き
で
人
前
か
ら
姿
を
消
し
た
り
す
る
こ
と
か
ら
、
怪
異
を
起
こ
す
生

き
物
と
し
て
も
多
く
の
作
品
に
登
場
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
性
質
や
故
事
に
よ

っ
て
、
異
類
の
文
学
上
の
扱
い
は
あ
る
程
度
方
向
付
け
ら
れ
て
い
る
。

『
雁
の
草
子
』
を
は
じ
め
と
す
る
異
類
婿
型
の
話
は
、
悲
恋
型
、
蛇
婿
型
、
巧
智

型
の
三
つ
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
型
の
特
徴
と
し
て
は
、
悲
恋
型

で
は
男
女
の
恋
愛
や
別
れ
に
焦
点
が
当
て
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
蛇
婿
型
で
は
男
の
正

体
を
暴
く
こ
と
に
焦
点
が
当
て
ら
れ
る
こ
と
、
巧
智
型
で
は
い
か
に
異
類
を
撃
退
す

る
か
に
焦
点
が
当
て
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
悲
恋
型
は
異
類
女
房
型
の

展
開
に
や
や
近
い
が
、
異
類
婿
型
で
は
異
類
は
撃
退
の
対
象
と
し
て
見
ら
れ
る
こ
と

が
多
い
。

狐
女
房
譚
と
『
雁
の
草
子
』
を
比
べ
る
と
、
子
供
の
有
無
を
は
じ
め
、
そ
の
展

開
に
は
相
違
が
大
き
い
こ
と
が
わ
か
る
。
特
に
別
れ
の
場
面
で
は
相
違
が
顕
著
で
、

狐
女
房
譚
で
は
正
体
の
露
呈
が
主
に
別
れ
の
原
因
と
な
っ
て
い
る
こ
と
に
対
し
、『
雁

の
草
子
』
で
は
春
帰
る
と
い
う
習
性
が
別
れ
の
原
因
で
あ
り
、
正
体
の
露
呈
は
そ
の

後
に
や
っ
て
き
て
い
る
。
ま
た
、『
雁
の
草
子
』
で
は
そ
の
後
夢
枕
の
玉
章
で
雁
の

死
が
告
げ
ら
れ
る
と
い
う
二
重
構
造
で
別
れ
の
場
面
が
描
か
れ
て
い
る
こ
と
も
特
徴

的
で
あ
る
。
同
じ
く
悲
恋
が
描
か
れ
る
異
類
婚
姻
譚
で
あ
っ
て
も
、『
雁
の
草
子
』

が
悲
恋
譚
と
し
て
よ
り
突
出
し
て
い
る
の
は
、
雁
の
習
性
に
加
え
、
文
学
的
性
質
を



う
ま
く
取
り
込
ん
で
二
度
の
別
れ
を
描
い
た
と
い
う
点
に
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

『
雁
の
草
子
』
が
様
々
な
先
行
文
芸
や
異
類
婚
姻
譚
の
影
響
を
受
け
な
が
ら
製
作

さ
れ
た
こ
と
は
、
こ
こ
ま
で
確
認
し
て
き
た
通
り
で
あ
る
。
神
婚
譚
の
影
響
を
色
濃

く
受
け
継
ぐ
出
会
い
の
場
面
か
ら
、
二
重
構
造
で
描
か
れ
る
別
れ
の
場
面
ま
で
、
多

く
の
和
歌
や
故
事
が
引
か
れ
展
開
に
花
を
添
え
て
い
る
。
狐
女
房
譚
は
、
子
別
れ
、

も
し
く
は
夫
婦
間
の
愛
情
に
焦
点
を
当
て
る
形
で
異
類
婚
の
悲
恋
を
描
い
て
き
た

が
、『
雁
の
草
子
』
は
雁
と
い
う
生
き
物
の
性
質
を
う
ま
く
作
品
に
取
り
入
れ
、
特

に
別
れ
の
場
面
に
力
を
入
れ
る
こ
と
で
、
異
類
婚
に
お
け
る
悲
恋
の
新
た
な
描
き
方

を
模
索
し
て
み
せ
た
と
い
う
こ
と
が
出
来
る
だ
ろ
う
。
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