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一
は
じ
め
に

晨
喜
に
は
、
「
心
の
匹
と
い
う
言
葉
が
十
五
例
(
1
)

見
ら
れ
る
。
贋
に
、
登

場
人
物
の
‘
似
伯
や
行
動
の
理
由
と
な
る
心
の
あ
り
か
た
を
示
す
「
心
の
間
」
「
心
の
隔
て
」
「
心

の
す
さ
び
」
と
い
っ
た
語
は
、
各
十
一
例
ず
つ
用
い
ら
れ
て
い
る
。
「
心
の
鬼
」
の
語
は
、
そ

れ
ら
を
上
回
る
用
例
数
で
あ
る
と
こ
ろ
を
み
る
と
、
登
場
人
物
の
心
の
あ
り
よ
う
を
考
え
る

上
で
、
や
は
り
重
要
な
語
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
沼
砂
氏
物
語
』
以
前
の
文
学
作
品
で
は
、

歌
集
や
日
記
に
数
例
あ
る
の
み
で
、
一
作
品
に
こ
れ
だ
け
の
用
例
数
を
も
つ
も
の
は
他
に
見

当
た
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
物
語
の
特
性
を
解
明
す
る
上
で
も
、
鍵
語
と
な
る
可
能
性
が
高
い

の
で
あ
る
。

そ
の
た
め
、
「
心
の
鬼
」
に
つ
い
て
は
、
先
行
研
究
に
お
い
て
検
討
が
重
ね
ら
れ
て
き
た
。

「
心
の
鬼
」
は
、
主
に
「
疑
‘
位
附
邑
(2)

や
「
良
心
の
呵
責
」
(
3
)

の
音
廂
そ
理
解
さ
れ
て
き

た
が
、
近
年
は
『
和
名
類
泉
抄
』
の
記
述
に
あ
る
鬼
の
原
義
（
「
鬼
」
を
「
隠
」
の
転
訛
と
み

る
）
を
重
視
し
、
「
見
え
な
い
も
の
」
「
心
に
隠
し
て
お
き
た
い
も
の
」
「
人
に
知
ら
れ
た
く
な

『
源
氏
物
語
』

の

「
心
の
鬼
」
I

「鬼」

の
表
現
を
め
ぐ
っ
て

い
も
の
」
と
い
っ
た
解
釈
が
な
さ
れ
て
い
る
(4)
。
こ
の
よ
う
に
、
比
較
的
広
義
な
解
釈
が
な

さ
れ
て
い
る
の
は
、
各
用
例
で
音
廂
小
が
揺
れ
て
お
り
、
包
括
的
に
意
義
づ
け
る
こ
と
が
難
し

い
た
め
で
あ
ろ
う
。
と
は
い
え
、
「
心
の
鬼
」
が
「
心
」
の
暗
部
を
i

緑
味
し
、
自
分
の
意
の
ま

ま
に
で
き
な
い
「
心
」
を
ま
ず
「
鬼
」
と
し
て
認
識
す
る
営
み
で
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

「
王
朝
人
の
内
省
的
な
視
線
か
ら
生
ま
れ
た
言
葉
」
(5)
、
ま
た
「
特
に
自
己
の
心
の
内
部
を

追
求
す
る
女
流
作
家
の
作
品
に
ふ
さ
わ
し
い
言
葉
」
(6)

と
み
る
説
な
ど
は
、
自
ら
の
心
を
見

つ
め
る
語
と
し
て
「
心
の
鬼
」
を
位
憤
づ
け
て
い
る
。
さ
ら
に
、
喜
詫
椋
紐
巴
に
お
い
て
は
、

こ
の
語
が
「
密
通
」
や
「
も
の
の
け
」
（
実
体
と
し
て
の
鬼
）
の
事
象
と
結
び
つ
き
、
人
物
た

ち
の
心
の
間
を
効
果
的
に
表
す
例
も
あ
る
よ
う
だ
。

そ
こ
で
本
論
で
は
、
ま
ず
、
先
行
作
品
に
み
ら
れ
る
「
心
の
鬼
」
の
用
例
を
確
認
し
つ
つ
、

平
安
時
代
の
王
朝
文
学
を
中
心
に
「
鬼
」
そ
の
も
の
の
描
か
れ
方
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
そ

の
上
で
、
「
鬼
」
が
「
心
」
の
中
に
い
る
と
は
ど
の
よ
う
な
状
態
を
い
う
の
か
。
ま
た
そ
れ
ら

が
実
体
化
し
て
「
鬼
」
（
も
の
の
け
）
と
な
る
状
況
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
「
心
の
鬼
」
の
語
に

つ
い
て
改
め
て
考
察
し
て
み
た
い
。

湯

浅

幸

代

(9) 
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晨

喜

隠

「

心

の

應

と

先

行

研

究

「
鬼
」
と
い
う
言
葉
は
、
奈
良
時
代
よ
り
見
え
る
が
、
「
心
の
鬼
」
の
語
は
、
平
安
時
代
の

初
出
で
あ
る
。
『
日
本
書
紀
』
や
『
万
葉
集
』
で
は
、
「
鬼
」
が
「
モ
ノ
」
「
カ
ミ
」
「
シ
コ
」

と
も
読
ま
れ
、

m
硲
加
さ
れ
る
神
と
対
に
な
る
存
在
、
一
っ
目
や
異
形
の
も
の
、
人
を
喰
ら
う

存
在
な
ど
と
し
て
登
場
す
る
(7)
。
平
安
時
代
で
は
、
人
か
ら
忌
ま
れ
、
畏
怖
さ
れ
る
こ
の
「
鬼
」

が
心
の
中
に
見
い
だ
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
こ
こ
で
は
、
喜
砂
氏
物
語
』
以
前
の
作
品
に
見
ら

れ
る
「
心
の
鬼
」
の
語
に
つ
い
て
見
て
い
き
た
い
。
次
の
用
例
は
、
韻
文
の
初
出
と
な
る
『
一

条
摂
政
御
集
』
の
歌
で
あ
る
。

こ
の
女
、
い
か
な
る
こ
と
を
か
い
ひ
た
り
け
ん
、
心
の
鬼
に
と
、
こ
の
お
き
な
の
い

ひ
た
り
け
れ
ば

わ
が
た
め
に
う
と
き
け
し
き
の
つ
く
か
ら
に
ま
づ
は
心
の
鬼
も
見
え
け
り

（
『
一
条
摂
政
御
集
』
三
七

(
8
)
)

こ
の
歌
は
、
詞
書
に
よ
れ
ば
、
ま
ず
男
が
女
の
言
っ
て
き
た
こ
と
に
対
し
、
「
そ
れ
は
あ

な
た
の
「
心
の
鬼
」
だ
よ
」
と
返
し
た
こ
と
か
ら
詠
ま
れ
た
女
の
歌
で
あ
る
と
い
う
。
ま
た

こ
の
歌
に
つ
い
て
、
多
く
の
注
釈
書
は
、
「
私
に
対
し
て
薄
情
な
気
配
が
見
え
た
も
の
で
す
か

ら
私
は
す
ぐ
さ
ま
疑
心
暗
鬼
に
な
っ
た
の
で
す
」
と
解
釈
し
て
い
る
(9)
。
た
だ
し
、
下
句
の

解
釈
に
つ
い
て
は
、
男
を
主
語
と
し
「
（
だ
か
ら
）
あ
な
た
は
私
の
「
心
の
鬼
」
が
見
え
た
の

で
す
（
私
の
せ
い
に
す
る
の
で
す
）
。
」
と
解
釈
す
る
も
の
も
あ
る
(
1
0
)

。
ま
た
「
心
の
鬼
」

を
男
の
心
と
し
て
「
私
は
あ
な
た
が
私
と
疎
遠
に
な
り
た
い
気
持
ち
が
見
え
ま
す
」
と
す
る

説
も
あ
る
よ
う
だ
/
1
1
)

。
し
か
し
、
通
常
「
心
の
鬼
」
は
見
え
な
い
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
を

指
摘
す
る
男
の
不
実
を
な
じ
る
の
で
あ
れ
ば
、
ど
ち
ら
を
主
語
と
す
る
に
せ
よ
、
や
は
り
「
女

の
心
の
鬼
」
の
こ
と
を
言
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
「
心
の
鬼
」
の
語
は
、
以
下
に
見
る
よ

う
に
、
喜
詑
盆
切
語
』
以
前
で
は
、
主
に
女
性
の
心
の
内
を
指
し
て
言
わ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ

る
の
も
参
考
に
し
た
い
。

（
マ
マ
）

お
な
じ
所
な
る
童
を
、
見
る
人
の
も
の
い
ふ
つ
い
で
に
、
か
ひ
な
な
る
す
い
い
を
と

り
た
れ
ば
、
請
ひ
に
お
こ
せ
た
る
を
き
き
て

①
我
に
こ
そ
心
の
鬼
は
つ
く
れ
ど
も
誰
に
あ
ひ
て
か
た
ま
と
し
る
ら
ん

②
と
し
ご
と
に
人
は
や
ら
へ
ど
目
に
見
え
ぬ
心
の
鬼
は
ゆ
く
か
た
も
な
し

ゑ
に
、
も
の
の
け
つ
き
た
る
女
の
み
に
く
き
か
た
か
き
た
る
う
し
ろ
に
、
鬼
に
な
り

た
る
元
の
妻
を
、
小
法
師
の
し
ば
り
た
る
か
た
か
き
て
、
男
は
経
よ
み
て
、
も
の
の

け
せ
め
た
る
と
こ
ろ
を
見
て

翌
き
人
に
か
ご
と
は
か
け
て
わ
づ
ら
ふ
も
お
の
が
心
の
鬼
に
や
は
あ
ら
ぬ

返
し

こ
と
わ
り
や
き
み
が
心
の
闇
な
れ
ば
鬼
の
か
げ
と
は
し
る
＜
み
ゆ
ら
む

（
『
紫
式
部
集
』
四
四
・
四
五
）

鏡
を
借
る
に
、

(9．
八
五
）

「
影
を
だ
に
み
せ
じ
」
な
ど
い
ひ
た
る
人
に

①
す
か
が
み
見
え
か
く
れ
す
る
面
影
は
心
の
鬼
と
い
づ
れ
ま
さ
れ
り

一三

0)

（
『
能
因
法
師
集
』
四
七
）

①
の
歌
は
、
詞
書
の
本
文
が
確
定
で
き
な
い
も
の
の
、
女
童
と
通
じ
て
い
た
男
が
女
の
腕

(
『
賀
茂
保
憲
女
集
』

(10) 
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(
『
蜻
蛉
日
記
l

下
森

J

天
禄
三
年
閏
二
月
十
日

(

H

)

)

に
つ
け
て
い
た
「
す
い
い
（
「
く
」
か
）
」
を
取
っ
て
し
ま
い
、
そ
れ
を
輔
親
の
仕
業
か
と
女

童
が
疑
っ
て
い
る
こ
と
を
歌
に
し
た
と
考
え
ら
れ
る
っ
L
)

。
ま
た
②
は
、
追
億
で
払
わ
れ
る

鬼
に
対
し
、
心
の
鬼
は
目
に
見
え
な
い
た
め
ど
こ
に
も
追
い
や
れ
な
い
と
歌
っ
て
い
る
。
さ

ら
に
③
は
、
喜
裕
椋
紐
巴
の
作
者
・
紫
式
部
の
歌
と
し
て
、
物
語
と
の
関
連
か
ら
も
注
目
さ

れ
る
。
詞
書
に
よ
れ
ば
、
も
の
の
け
が
憑
き
苦
し
む
妻
の
後
ろ
で
鬼
と
な
っ
た
元
の
妻
を
、

法
師
が
祈
初
で
し
ば
り
、
夫
が
経
を
読
ん
で
買
め
立
て
る
絵
を
見
て
詠
ま
れ
た
と
い
う
。
式

部
の
歌
は
、
「
亡
き
妻
の
せ
い
に
し
て
苦
し
ん
で
い
る
が
、
そ
れ
は
み
ず
か
ら
の
「
心
の
鬼
」

の
せ
い
で
は
な
い
か
」
と
解
釈
で
き
、
従
来
こ
の
「
心
の
鬼
」
は
「
夫
の
心
」
と
解
さ
れ
て

き
た
。
と
こ
ろ
が
森
正
人
氏
が
「
新
し
い
妻
の
心
」
と
す
る
説
を
提
唱
し
7]̀
]
、
近
年
こ
の

説
は
支
持
を
広
げ
て
い
る
。
返
歌
に
あ
る
「
心
の
間
」
が
紫
式
部
の
心
を
指
し
て
お
り
、
ま

た
男
女
間
に
お
い
て
、
心
を
痛
め
る
の
は
お
よ
そ
女
性
側
で
あ
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
「
妻
の

心
」
と
す
る
解
釈
に
は
説
得
力
が
あ
る
。
最
後
の
④
の
歌
は
、
鏡
を
貸
し
て
く
れ
た
女
が
「
鏡

に
映
っ
た
姿
さ
え
見
せ
ま
い
」
と
言
う
の
で
、
「
鏡
に
見
え
隠
れ
す
る
あ
な
た
の
面
影
（
私
の

こ
と
を
思
っ
て
く
れ
て
い
る
か
ら
映
る
）
と
「
鏡
に
映
っ
た
姿
さ
え
見
せ
ま
い
」
と
い
う
あ

な
た
の
姉
な
心
（
心
の
鬼
）
と
ど
ち
ら
が
ま
さ
っ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
」
の
意
と
な
り
、
こ

ち
ら
も
や
は
り
男
を
厭
う
女
の
心
を
「
心
の
鬼
」
と
し
て
表
現
す
る
。

ま
た
散
文
の
初
出
と
な
る
『
蜻
蛉
日
記
』
に
お
い
て
は
、
次
の
よ
う
に
作
者
が
己
の
「
心

の
鬼
」
に
つ
い
て
記
し
て
い
る
。

賠
う
家
に
帰
り
て
、
う
ち
寝
た
る
ほ
ど
に
、
門
い
ち
は
や
く
た
た
く
。
胸
う
ち
つ
ぶ
れ

て
虹
め
た
れ
ば
、
思
ひ
の
ほ
か
に
、
さ
な
り
け
り
。
心
の
鬼
は
、
も
し
、
こ
こ
近
き
と

こ
ろ
に
仰
り
あ
り
て
、
帰
さ
れ
て
に
や
あ
ら
む
と
思
ふ
に
、
人
は
さ
り
げ
な
け
れ
ど
、

う
ち
と
け
ず
こ
そ
思
ひ
明
か
し
け
れ
。

藤
原
兼
家
の
妻
で
あ
っ
た
作
者
は
、
突
然
の
夫
の
来
訪
を
、
近
く
に
あ
る
通
い
ど
こ
ろ
の

女
の
都
合
が
悪
く
て
帰
さ
れ
た
か
ら
で
は
な
い
か
と
思
う
。
兼
家
は
そ
の
よ
う
な
そ
ぶ
り
は

見
せ
な
い
が
、
そ
ん
な
思
い
が
あ
る
せ
い
か
、
作
者
は
夫
と
親
し
く
で
き
な
い
ま
ま
夜
を
明

か
し
た
。
夫
の
来
訪
を
素
直
に
喜
べ
な
い
心
の
わ
だ
か
ま
り
は
、
「
心
の
鬼
」
が
思
っ
た
こ
と

と
し
て
記
さ
れ
る
。
こ
の
「
心
の
鬼
」
は
専
ら
「
疑
心
賠
鬼
」
と
訳
さ
れ
る
が
、
そ
の
よ
う

な
作
者
の
心
が
他
律
的
に
書
か
れ
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
た
い
。
自
分
の
心
の
内
に
あ
る
わ

だ
か
ま
り
を
「
鬼
」
と
表
現
し
て
切
り
離
す
。
こ
の
と
き
の
作
者
は
、
兼
家
の
子
を
養
女
に

迎
え
、
知
人
か
ら
の
賀
茂
詣
で
の
誘
い
に
応
じ
る
な
ど
、
兼
家
と
の
関
係
に
の
み
執
着
し
て

お
ら
ず
、
徐
々
に
自
身
の
心
を
別
事
で
も
保
ち
つ
つ
あ
っ
た
。
だ
か
ら
こ
そ
、
そ
の
よ
う
な

気
持
ち
は
切
り
離
し
た
い
、
隠
し
て
お
き
た
い
「
後
ろ
め
た
さ
」
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
『
枕
草
子
』
で
は
、
作
者
で
あ
る
清
少
納
言
が
藤
原
斉
信
と
親
し
く
つ
き
あ
う
こ
と

に
つ
い
て
、
そ
う
な
れ
ば
「
心
の
鬼
出
で
来
て
、
言
ひ
に
く
く
な
り
は
べ
り
な
む
」

f
こ
（
「
心

の
鬼
」
が
邪
魔
を
し
て
ほ
め
る
こ
と
が
難
し
く
な
る
で
し
ょ
う
）
と
述
べ
て
い
る
。
こ
こ
で

の
「
心
の
鬼
」
は
「
良
心
の
呵
責
」
と
訳
さ
れ
る
よ
う
だ
が
、
や
は
り
自
分
の
意
（
ほ
め
た

い
気
持
ち
）
に
反
し
て
、
他
律
的
な
「
心
の
鬼
」
が
邪
魔
を
す
る
と
と
れ
る
だ
ろ
う
。
清
少

納
言
で
さ
え
、

m祉
止
と
の
関
係
に
お
い
て
、
こ
の
よ
う
な
「
心
の
鬼
」
（
後
ろ
め
た
さ
）
に
つ

い
て
口
に
す
る
の
で
あ
り
、
方
向
性
は
違
っ
て
も
、
や
は
り
男
女
間
に
関
わ
る
「
心
の
暗
部
」

を
示
す
言
葉
と
い
え
る
。
そ
し
て
女
性
が
自
身
で
音

tiす
る
場
合
に
は
、
特
に
そ
れ
を
他
律

的
な
も
の
と
し
て
己
か
ら
切
り
離
し
た
い
思
い
が
見
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

露
氏
物
語
』
以
前
に
見
ら
れ
る
王
朝
文
学
の
「
鬼
」

1

散
文
の
場
合

前
節
で
は
、
平
安
時
代
よ
り
見
ら
れ
る
喜
砂
氏
物
語
』
以
前
の
「
心
の
鬼
」
の
用
例
に
つ

い
て
検
討
し
た
が
、
実
際
あ
ま
り
用
例
は
多
く
な
い
。
そ
こ
で
、
こ
の
節
で
は
、
当
時
の
「
鬼
」

の
描
か
れ
方
に
つ
い
て
見
て
い
き
た
い
。
「
鬼
」
に
つ
い
て
は
、
『
和
名
類
衆
抄
』
に
次
の
よ

(11) 
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「
鬼
」
は
、
「
隠
」
の
字
が
転
訛
し
た
も
の
で
あ
り
、
物
に
隠
れ
て
形
を
顕
わ
し
た
が
ら
な

い
鬼
の
性
質
に
起
因
す
る
と
い
う
。
ま
た
奈
良
時
代
よ
り
見
え
る
「
神
と
の
対
比
」
「
異
形
」

「
人
を
喰
？
」
と
い
っ
た
性
質
は
、
当
時
の
作
品
の
「
鬼
」
に
も
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
『
竹

取
物
語
』
で
は
、
く
ら
も
ち
の
皇
子
が
自
身
の
冒
険
諏
を
語
る
上
で
、
自
分
を
殺
そ
う
と
し

た
異
国
の
人
を
「
鬼
の
や
う
な
る
も
の
」
と
表
現
し
、
『
伊
勢
物
語
』
「
芥
川
」
に
は
、
女
を

一
口
に
喰
え
鬼
が
登
場
す
る
。
ま
た
こ
れ
ら
様
々
な
「
鬼
」
の
特
徴
を
用
い
た
表
現
は
、
『
う

つ
ほ
物
語
』
と
『
枕
草
子
』
に
集
中
し
て
多
く
み
ら
れ
る
。
ま
ず
、
『
う
つ
ほ
物
語
』
の
用
例

(
1
7
)

か
ら
検
討
し
た
い
。

＊
以
下
〔
〕
内
は
、
「
鬼
」
に
た
と
え
ら
れ
て
い
る
も
の
、
ま
た
「
鬼
」
の
語
が

用
い
ら
れ
る
状
況
を
説
明
す
る
。

①
鬼
の
目
を
潰
し
か
け
た
る
や
う
な
る
手
に
て
（
『
う
つ
ほ
物
語
』
「
藤
原
君
」
九
八
百
〇

〔
三
奇
人
の
一
人
・
滋
野
真
菅
の
筆
跡
に
つ
い
て
〕

鸞
、
獣
の
く
ふ
山
に
交
じ
り
た
る
心
地
し
て（

『
う
つ
ほ
物
語
』
「
嵯
峨
の
院
」
一
九
一
百
0

〔
他
の
裕
福
な
娘
の
室
内
を
見
る
仲
頼
の
心
情
〕

（
二
十
巻
本
系
『
和
名
類
緊
抄
』
元
和
古
活
字
本
/
k
)
）

〔
和
名
於
爾
〕
或
説
云
隠
字
〔
音
於
た
小
訛
也
〕
鬼
物
隠
而
不
欲
顕
形
故
俗
呼
日
隠
也

．．．．．． 

う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

③
「
あ
や
し
き
者
の
子
・
孫
、
顔
か
た
ち
鬼
の
ご
と
く
し
て
、
頭
は
直
白
に
、
腰
は
二
重

な
る
娼
な
れ
ど
、
猿
を
後
方
手
に
縛
る
者
と
言
へ
、
徳
あ
り
し
者
の
妻
ぞ
、
子
ぞ
と

い
ふ
者
を
ば
、
天
下
の
人
も
、
え
聞
き
過
ご
さ
で
」

（
『
う
つ
ほ
物
語
』
「
嵯
峨
の
院
」
一
九
五
百
〇

〔
醜
い
姿
・
形
で
も
財
産
が
あ
る
女
に
求
婚
す
る
世
の
風
潮
を
忠
保
の
妻
が
語
る
〕

④
「
あ
は
れ
に
も
、
失
ひ
た
る
人
こ
そ
あ
な
れ
」
。
北
の
方
、
「
あ
な
む
く
つ
け
や
。
そ
れ

は
、
鬼
の
声
ぞ
せ
む
。
こ
れ
は
、
人
の
声
に
こ
そ
あ
な
れ
」
と
は
の
た
ま
へ
ど
、
そ

れ
な
り
け
り
。
（
『
う
つ
ほ
物
語
』
「
菊
の
宴
」
三
四
七
頁
）

〔
妻
が
自
分
た
ち
を
捨
て
た
夫
・
実
忠
の
声
を
「
鬼
の
声
」
と
し
、
こ
の
声
は
人
違

い
だ
ろ
う
と
や
り
過
ご
す
〕

⑤
「
…
…
。
こ
れ
に
御
手
一
っ
遊
ば
し
て
、
鬼
逃
が
さ
せ
た
ま
へ
」
と
聞
こ
え
た
ま
へ
ば

（
『
う
つ
ほ
物
語
』
「
蔵
開
上
」
四
七
六
頁
）

〔
空
の
様
子
が
騒
が
し
い
の
で
仲
忠
が
琴
の
名
手
で
あ
る
母
に
鬼
神
を
鎮
め
る
よ
う

演
奏
を
促
す
〕

⑥
昔
は
、
鬼
に
も
こ
そ
は
賜
ひ
け
れ
。
（
『
う
つ
ほ
物
語
』
「
蔵
開
上
」
五
一

0
頁）

〔
女
一
宮
が
不
出
来
な
自
分
と
仲
忠
と
の
結
婚
に
対
し
「
昔
は
鬼
に
も
（
そ
の
よ
う

な
）
娘
を
与
え
た
そ
う
で
す
」
と
話
す
〕

爾
納
―
―
―
只
「
帝
の
御
娘
得
た
れ
ば
。
誰
か
は
、
御
前
に
入
り
臥
す
ら
む
。
何
か
は
、
先

祓
へ
ら
れ
て
、
鬼
も
神
も
、
急
ぎ
て
は
や
ら
ひ
あ
る
＜
べ
き
」
。

（
『
う
つ
ほ
物
語
』
「
蔵
開
下
」
五
七
七
百
〇

〔
仲
忠
が
妻
の
寝
床
に
臥
す
様
子
を
間
き
、
他
の
人
は
誰
も
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
で

(12) 
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き
な
い
、
先
払
い
も
な
さ
れ
る
か
ら
、
鬼
も
神
も
急
い
で
追
い
祓
う
必
要
は
な
い
、

と
源
涼
が
椰
楡
す
る
〕

⑧
「
誰
か
は
、
宮
に
あ
る
人
の
限
り
、
こ
の
盗
人
を
よ
し
と
い
ふ
。
人
は
幸
ひ
の
鬼
に
こ

そ

あ

め

れ

。

（

『

う

つ

ほ

物

語

』

「

国

譲

中

」

六

九

八

百

0

〔
東
宮
妃
の
一
人
で
あ
る
宮
の
君
は
、
龍
愛
を
一
身
に
集
め
る
藤
壺
の
こ
と
を
「
盗
人
」

と
言
い
、
幸
せ
を
奪
う
「
鬼
」
で
あ
る
と
い
う
〕

⑨
「
い
み
じ
き
岩
木
・
鬼
の
心
な
り
と
も
、
間
き
て
は
涙
落
と
さ
ざ
ら
む
や
」
と
聞
こ
ゆ
。

（
『
う
つ
ほ
物
語
』
「
楼
の
上
」
九
三
四
百
〇

〔
俊
話
の
女
の
琴
の
音
の
素
睛
ら
し
さ
を
形
容
す
る
人
々
の
言
葉
〕

以
上
が
『
う
つ
ほ
物
語
』
に
み
ら
れ
る
「
鬼
」
の
用
例
で
あ
る
。
①
ー
③
は
、
異
形
の
鬼

の
醜
さ
・
野
蛮
な
様
を
筆
跡
や
金
持
ち
の
娘
に
た
と
え
、
④
と
⑧
は
、
自
分
た
ち
を
捨
て
た

俯
い
夫
、
愛
す
る
人
を
奪
っ
た
恋
敵
が
「
鬼
」
と
称
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
は
主
に
人
を
鬼
に
た

と
え
た
表
現
で
あ
る
。
実
は
『
伊
勢
物
語
』
に
は
、
も
う
一
例
「
鬼
」
の
語
が
み
ら
れ
、
そ

れ
は
荒
れ
た
宿
に
隠
れ
て
い
る
女
性
ら
を
「
鬼
の
す
だ
く
」

/
k
;）
歌
う
も
の
で
あ
る
（
『
大

翡
直

F‘

、
に
も
闘
の
例
が
一
例
み
ら
れ
る
）
。
こ
の
よ
う
な
「
隠
れ
る
鬼
」
の
イ
メ
ー

ジ
と
は
沢
な
り
、
『
う
つ
ほ
物
語
』
で
は
、
主
に
「
鬼
」
の
恐
ろ
し
い
形
相
•
あ
り
方
か
ら
憎

む
べ
き
相
手
を
「
鬼
」
と
称
す
る
例
が
多
い
。
ま
た
⑥
は
例
外
的
に
昔
話
の
鬼
を
語
る
が
、

そ
れ
以
外
の
⑤
⑦
⑧
⑨
は
、
神
と
の
関
係
性
が
音
錮
叫
さ
れ
る
「
鬼
」
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、

こ
の
物
語
が
天
人
か
ら
弾
き
伝
え
ら
れ
た
琴
の
秘
曲
を
伝
授
す
る
一
族
の
物
語
で
あ
る
こ
と

が
大
き
く
関
わ
っ
て
い
よ
う
。
『
古
今
和
歌
集
』
序
に
み
え
る
「
鬼
神
を
も
哀
れ
と
思
は
せ
」

る
歌
の
効
用
と
同
じ
く
、
琴
の
弾
奏
は
天
に
通
じ
「
鬼
神
」
を
も
な
ぐ
さ
め
る
も
の
と
な
る
。

と
も
に
礼
楽
思
想
を
下
敷
き
と
す
る
が
ゆ
え
に
引
き
寄
せ
ら
れ
た
「
鬼
」
で
あ
る
。
こ
の
よ

う
に
、
「
鬼
」
の
語
の
用
い
ら
れ
方
は
、
『
う
つ
ほ
物
語
』
と
い
う
作
品
自
体
の
特
徴
を
も
顕

わ
に
し
て
い
る
。
次
に
『
枕
草
子
』
の
用
例
を
検
討
し
て
み
た
い
。

①
蓑
虫
、
い
と
あ
は
れ
な
り
。
鬼
の
生
み
た
り
け
れ
ば
、
親
に
似
て
、
こ
れ
も
恐
ろ
し
き

心
あ
ら
む
と
て
、
親
の
あ
や
し
き
衣
ひ
き
着
せ
て
、
（
『
枕
草
子
』
四
一
段
）

②
職
の
御
曹
司
に
お
は
し
ま
す
こ
ろ
、
木
立
な
ど
の
は
る
か
に
も
の
ふ
り
、
屋
の
さ
ま
も
、

高
う
け
遠
け
れ
ど
、
す
ず
ろ
に
を
か
し
う
お
ぼ
ゆ
。
母
屋
は
鬼
あ
り
と
て
、
南
へ
へ
だ

て
出
だ
し
て
、
南
の
廂
に
御
帳
立
て
て
、
又
廂
に
女
房
は
さ
ぶ
ら
ふ
。

（
『
枕
草
子
』
七
四
段
）

鸞
法
師
ば
ら
の
、
持
ち
歩
く
べ
う
も
あ
ら
ぬ
鬼
屏
風
の
高
き
を
、
い
と
よ
く
進
退
し

て
、
畳
な
ど
を
う
ち
置
く
と
見
れ
ば
（
『
枕
草
子
』
一
―
六
段
）

④
藤
大
納
―
―
―
口
の
手
の
さ
ま
に
は
あ
ら
ざ
め
り
。
法
師
の
に
こ
そ
あ
め
れ
。
昔
の
鬼
の
し
わ

ざ
と
こ
そ
お
ぼ
ゆ
れ
」
な
ど
、
い
と
ま
め
や
か
に
の
た
ま
は
す
れ
ば

（
『
枕
草
子
』
一
三
二
段
・
定
子
の
言
葉
）

⑤
「
使
に
行
き
け
る
鬼
童
は
、
台
盤
所
の
刀
自
と
い
ふ
者
の
も
と
な
り
け
る
を
、
小
兵
衛

が
語
ら
ひ
出
だ
し
て
、
し
た
る
に
や
あ
り
け
む
。
」

（
『
枕
草
子
』
一
三
二
段
・
一
条
天
皇
の
言
葉
）

『
枕
草
子
』
で
は
、
「
鬼
」
そ
の
も
の
の
用
例
は
②
だ
け
で
あ
る
。
そ
の
他
は
す
べ
て
比
喩
、

あ
る
い
は
形
容
詞
的
に
「
鬼
」
の
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
④
は
、
『
う
つ
ほ
物
語
』
の
①
同

様
、
筆
跡
の
拙
さ
に
つ
い
て
の
比
喩
で
あ
り
、
③
と
⑤
は
、
鬼
の
よ
う
な
特
徴
（
「
大
き
い
」

(13) 
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り き
て
や
る
と
て

一
条

①
こ
ひ
し
く
は
影
を
だ
に
見
て
な
ぐ
さ
め
よ
わ
が
う
ち
と
け
て
し
の
ぶ
か
ほ
な

2
 一

条
が
も
と
に
、

韻
文
の
場
合

い
と
な
ん
恋
し
き
と
い
ひ
に
や
り
た
り
け
れ
ば
、
鬼
の
形
を
か

な
ど
か
）
を
持
つ
と
し
て
形
容
詞
的
に
用
い
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
①
に
つ
い
て
は
、

蓑
虫
が
、
身
を
簑
で
隠
し
て
お
り
、
「
鬼
」
の
隠
れ
る
あ
り
方
と
共
通
す
る
こ
と
か
ら
の
発
想

で
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
「
鬼
」
の
子
だ
か
ら
「
恐
ろ
し
き
心
あ
ら
む
」
と
の
言
葉
は
、
鬼
が

恐
ろ
し
い
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
恐
ろ
し
い
心
に
起
因
す
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
そ
し
て

こ
の
「
恐
ろ
し
い
鬼
が
も
つ
恐
ろ
し
い
心
」
と
い
う
考
え
は
、
逆
に
「
恐
ろ
し
い
心
が
恐
ろ

し
い
鬼
を
成
す
」
と
い
う
発
想
に
も
通
じ
よ
う
。
先
述
し
た
通
り
『
う
つ
ほ
物
1

』
に
は
、

憎
い
相
手
を
「
鬼
」
と
称
す
る
例
が
み
ら
れ
た
が
、
④
の
「
実
忠
」
や
⑧
の
「
あ
て
宮
」
は
、

容
姿
で
は
な
く
む
し
ろ
そ
の
「
行
動
」
（
実
忠
は
家
族
を
捨
て
、
あ
て
宮
は
愛
す
る
人
を
奪
っ

た
）
を
以
て
「
鬼
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
人
の
「
情
」
を
解
さ
な
い
「
行
為
」
・
「
心
」

が
「
鬼
」
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
「
鬼
」
の
表
現
そ
の
も
の
も
、
こ
の
時
代
に
広
が
り
を
見
せ
、
作
品
の

特
徴
を
示
す
表
現
と
な
り
え
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
他
、
散
文
作
品
で
は
、
『
蜻
蛉
日

記
』
に
追
億
の
鬼
を
指
す
例
が
一
例
，
2
1
)
、
霊
山
珈
2

語
』
に
親
が
自
分
の
娘
と
私
通
し
よ
う

と
す
る
男
を
鬼
に
例
え
る
例
が
一
例
，
2
)
、
『
落
窪
物
語
』
に
姫
君
を
唐
め
て
き
た
北
の
方
を

夫
で
あ
る
中
納
言
が
「
鬼
心
の
人
」
と
称
す
る
例
が
一
例
(
2
2
)

見
ら
れ
る
。

一
方
、
和
歌
に
お
い
て
は
、
次
の
よ
う
な
歌
が
詠
ま
れ
て
い
る
。

②
影
見
れ
ば
い
と
ど
心
ぞ
ま
ど
は
る
る
近
か
か
ら
ぬ
け
の
う
と
き
な
り
け
り

（
『
後
撰
和
歌
集
』
九
0
九
・
九
一

0
)

み
ち
の
く
に
な
と
り
の
こ
ほ
り
黒
塚
と
い
ふ
所
に
、
重
之
が
い
も
う
と
あ
ま
た
あ
り
と

き
き
て
、
い
ひ
つ
か
は
し
け
る

③
み
ち
の
く
の
あ
だ
ち
の
は
ら
の
黒
塚
に
鬼
こ
も
れ
り
と
き
く
は
ま
こ
と
か

（
『
拾
逍
和
歌
集
』
五
五
九
）

ま
ず
『
後
撰
和
歌
集
』
の
贈
歌
①
は
、
自
分
を
恋
し
く
思
っ
て
く
れ
る
人
に
、
そ
の
人
を

偲
ぶ
顔
と
し
て
「
鬼
」
の
絵
を
送
り
、
そ
の
絵
を
見
て
な
ぐ
さ
め
る
よ
う
（
こ
れ
で
自
分
を

嫌
い
に
な
っ
て
も
ら
お
う
と
）
言
っ
て
よ
こ
す
歌
で
あ
る
。
一
方
そ
の
返
歌
②
は
、
絵
だ
け

で
は
本
人
の
「
気
」
が
遠
い
の
で
か
え
っ
て
心
が
惑
う
と
詠
ま
れ
て
い
る
。
双
方
、
和
歌
目

体
に
「
鬼
」
の
語
は
見
え
ず
、
ま
た
一
条
は
伊
勢
が
恋
し
く
思
わ
な
い
よ
う
に
あ
え
て
「
鬼
」

の
絵
を
贈
っ
た
と
さ
れ
る
が
、
逆
に
「
鬼
」
の
よ
う
な
顔
に
な
る
ほ
ど
の
思
い
を
一
条
が
抱

い
て
い
た
と
も
言
え
そ
う
で
あ
る
。
女
性
同
士
の
贈
答
で
は
あ
る
が
、
互
い
の
愛
情
は
「
鬼
」

を
介
し
て
な
さ
れ
る
ほ
ど
深
い
様
が
窺
え
る
。
ま
た
『
拾
遺
和
歌
集
』
③
の
歌
は
、
重
之
の

妹
た
ち
が
深
窓
の
姫
君
（
隠
さ
れ
て
い
る
）
ゆ
え
に
「
鬼
」
に
た
と
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。

『
伊
喜
闘
同
様
、
姿
が
「
見
え
な
い
」
「
見
せ
な
い
」
鬼
か
ら
の
発
想
で
あ
る
。
さ
ら
に

私
家
集
に
お
い
て
は
、
以
下
の
よ
う
な
例
が
見
ら
れ
る
。

同
年
つ
ご
も
り
の
夜
な
の
陣
を
み
て

①
鬼
す
ら
も
宮
の
う
ち
と
て
簑
笠
を
ぬ
ぎ
て
や
今
宵
人
に
見
ゆ
ら
ん

返
し

（
『
射
恒
集
』
一
八
五
）

か
ね
も
り

伊
勢

(14) 



古代学研究所紀要 第 27号

進
の
き
み
の
も
と
に
、
そ
ね
む
な
ど
い
へ
ば

鸞
が
き
夜
を
消
え
か
へ
り
て
は
嘆
く
ら
む
い
き
ど
こ
ろ
あ
る
鬼
は
た
の
ま
じ

（
『
大
斎
院
前
の
御
集
』
三

0
1
)

①
の
歌
は
、
追
億
の
鬼
が
目
に
見
え
る
こ
と
か
ら
「
宮
中
で
は
鬼
さ
え
も
簑
笠
（
姿
を
隠
す

も
の
）
を
脱
ぐ
の
か
、
今
夜
は
人
に
見
え
る
ら
し
い
」
と
歌
う
。
②
の
歌
は
、
「
進
」
と
い
う

女
房
の
も
と
に
「
椛
い
」
と
言
い
送
っ
た
と
こ
ろ
、
返
っ
て
き
た
歌
で
「
無
明
の
間
の
よ
う

な
長
い
夜
を
死
に
そ
う
な
ほ
ど
嘆
い
た
と
の
こ
と
で
す
が
、
生
き
る
場
所
の
あ
る
鬼
の
言
う

こ
と
な
ど
信
用
い
た
し
ま
す
ま
い
」

(
2
3
)

と
い
な
し
て
い
る
。
①
は
、
宮
中
で
は
鬼
も
人
と

同
様
、
袋
笠
を
脱
ぐ
ら
し
い
、
と
歌
い
、
②
は
、
鎌
な
こ
と
を
言
っ
て
き
た
人
を
「
鬼
」
に

た
と
え
る
歌
で
あ
る
。

「
芥
川
」
鬼
一
口
の
「
鬼
」
も
、
実
は
後
か
ら
「
高
子
の
兄
た
ち
を
た
と
え
た
も
の
」
と
の

語
り
手
の
種
明
か
し
が
あ
る
よ
う
に
、
和
歌
や
歌
物
語
に
お
い
て
は
、
「
鬼
」
そ
の
も
の
と
い

う
よ
り
は
、
人
と
鬼
を
同
化
さ
せ
る
よ
う
な
表
現
が
多
い
よ
う
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、
人
の

心
を
表
現
す
る
こ
と
に
軸
を
附
く
和
歌
な
ら
で
は
の
「
鬼
」
表
現
の
あ
り
方
と
言
え
る
だ
ろ

ニつ
他
に
も
平
安
時
代
に
は
、
奈
良
時
代
の
『
日
本
霊
異
記
』
同
様
、
『
法
華
験
記
』
な
ど
の
仏

教
説
話
集
に
お
い
て
、
主
に
人
を
喰
う
「
鬼
」
が
登
場
す
る
が
（
勾
）
、
後
に
地
獄
の
獄
卒
の

「
鬼
」
が
絵
と
し
て
描
か
れ
、
人
々
に
浸
透
し
て
い
っ
た
様
子
も
窺
え
る
。

絵
に
、
死
出
の
山
に
、
鬼
に
追
は
れ
て
女
の
泣
き
て
越
え
し

作
り
こ
し
罪
を
と
も
に
て
し
る
人
も
泣
く
泣
く
越
ゆ
る
死
出
の
山
か
な

（
『
弁
乳
母
集
』
七
二
）

四

こ
こ
で
の
「
鬼
」
は
、
罪
人
を
苦
し
め
る
「
地
獄
の
鬼
」
で
あ
る
こ
と
が
詞
書
か
ら
読
み

取
れ
る
が
、
沼
砂
氏
物
語
』
の
「
心
の
鬼
」
も
、
結
果
的
に
「
心
の
賠
部
」
と
し
て
の
「
鬼
」

に
、
本
人
が
苦
し
む
よ
う
描
か
れ
る
場
合
が
あ
る
。
特
に
そ
れ
は
高
貴
な
女
性
の
例
で
あ
る

が
、
自
分
の
「
心
」
で
あ
り
な
が
ら
思
う
よ
う
に
な
ら
ず
、
そ
の
「
暗
部
」
が
他
律
的
に
動

い
て
己
を
苦
し
め
る
の
で
あ
る
。
そ
う
い
っ
た
「
心
の
鬼
」
の
描
か
れ
方
は
、
先
行
研
究
に

指
摘
が
あ
る
通
り
£
)
、
地
獄
の
獄
卒
の
鬼
と
も
関
わ
り
が
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

以
上
の
よ
う
に
、
『
源
氏
物
語
』
以
前
に
見
ら
れ
る
平
安
時
代
の
「
鬼
」
の
表
現
に
は
、

そ
の
広
が
り
と
と
も
に
、
作
品
ご
と
の
特
徴
が
見
え
て
い
た
。
特
に
人
（
他
者
）
を
鬼
に
た

と
え
る
場
合
、
人
と
し
て
の
「
情
」
を
持
た
な
い
憎
い
相
手
が
「
鬼
」
と
さ
れ
、
い
わ
ば
見

た
目
か
ら
は
判
断
で
き
な
い
「
鬼
の
よ
う
な
人
」
が
現
わ
れ
る
こ
と
に
は
注
意
し
た
い
。
そ

れ
は
「
心
」
に
「
鬼
」
を
宿
す
こ
と
と
も
関
わ
っ
て
く
る
だ
ろ
う
。

さ
ら
に
、
こ
の
よ
う
な
「
鬼
」
の
「
見
え
る
」
「
見
え
な
い
」
と
い
っ
た
特
徴
か
ら
、
「
人
」

と
同
化
し
て
い
く
あ
り
よ
う
も
重
要
で
あ
る
。
『
射
恒
集
』
の
歌
は
、
追
億
の
鬼
が
目
に
見
え

る
こ
と
に
つ
い
て
、
宮
中
で
は
鬼
も
人
と
同
様
、
簑
笠
を
脱
ぐ
ら
し
い
、
と
言
い
、
『
伊
勢
』

『
大
和
』
『
拾
遺
集
』
で
は
、
隠
れ
て
い
る
女
た
ち
が
「
鬼
」
に
た
と
え
ら
れ
て
い
た
。
特
に

後
者
の
例
は
、
「
深
窓
の
姫
君
」
と
「
鬼
」
と
の
間
に
一
見
凱
齢
が
あ
る
よ
う
に
も
感
じ
る
が
、

「
心
の
鬼
」
の
初
期
の
例
が
ほ
ぼ
男
女
間
に
お
け
る
「
女
の
心
」
を
表
す
と
こ
ろ
を
見
て
も
、

や
は
り
「
見
え
な
い
鬼
」
に
つ
い
て
は
積
極
的
に
「
女
性
」
と
結
び
つ
く
要
素
が
あ
っ
た
と

考
え
ら
れ
る
。

祠
氏
物
語
口
の
「
鬼
」

前
節
で
検
討
し
た
通
り
、
『
う
つ
ほ
物
語
』
や
『
枕
草
子
』
で
は
、
様
々
な
形
で
広
が
り
を

見
せ
た
「
鬼
」
の
表
現
で
あ
る
が
、
喜
砂
氏
物
語
』
に
は
「
鬼
」
の
語
が
二
十
七
例
用
い
ら
れ

て
い
る
。
正
編
で
は
、
「
帯
木
」
三
例
、
「
夕
顔
」
二
例
、
「
若
菜
下
」
二
例
、
「
夕
霧
」
五
例

の
計
十
二
例
で
あ
り
、
残
り
の
十
五
例
は
宇
治
十
帖
に
集
中
す
る
。
特
に
「
蜻
蛉
」
に
五
例

(15) 



『源氏物語』の「心の鬼」（湯浅）

「
書
」
に
七
例
も
あ
る
の
は
、
屑
失
踪
の
原
因
、
あ
る
い
は
そ
の
後
の
発
見
と
関
わ
り
、

積
欝
に
物
語
に
「
鬼
」
が
呼
び
込
ま
れ
る
た
め
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
正
編
に
見
ら
れ
る

「
鬼
」
の
語
に
は
ど
の
よ
う
な
特
徴
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。

最
初
に
「
鬼
」
の
語
が
見
ら
れ
る
の
は
、
帯
木
巻
で
あ
る
。
雨
夜
の
品
定
め
中
、
左
馬
の

頭
の
話
の
中
で
「
人
の
見
及
ば
ぬ
蓬
莱
の
山
、
荒
海
の
怒
れ
る
魚
の
す
が
た
、
肘
国
の
は
げ

し
き
獣
の
形
、
目
に
見
え
ぬ
鬼
の
顔
な
ど
の
お
ど
ろ
お
ど
ろ
し
く
作
り
た
る
物
」
(
2
6
)

と、

絵
の
題
材
の
一
っ
と
し
て
語
ら
れ
る
。
「
目
に
見
え
ぬ
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
本
来
「
鬼
」
は

や
は
り
「
見
え
な
い
も
の
」
と
し
て
認
知
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
一
方
で
い
ざ
描
か

れ
る
と
な
る
と
「
お
ど
ろ
お
ど
ろ
し
く
」
異
形
な
姿
で
あ
っ
た
よ
う
だ
。
続
く
式
部
丞
の
体

験
談
で
は
、
悪
臭
の
す
る
薬
草
を
服
用
し
た
博
士
の
娘
に
つ
い
て
語
ら
れ
る
が
、
そ
の
話
を

間
い
た
君
た
ち
は
「
い
づ
こ
の
さ
る
女
か
あ
る
べ
き
。
お
い
ら
か
に
鬼
と
こ
そ
向
か
ひ
ゐ
た

ら
め
。
む
く
つ
け
き
こ
と
」

/
t
1
)

（
そ
の
よ
う
な
女
が
い
る
わ
け
が
な
い
、
そ
れ
は
お
と
な

し
く
鬼
を
相
手
に
し
た
ほ
う
が
ま
し
だ
。
気
味
が
悪
い
こ
と
）
と
述
べ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、

ひ
ど
い
有
様
の
「
女
」
に
対
し
、
「
鬼
」
が
引
き
合
い
に
出
さ
れ
る
点
、
注
意
し
た
い
。
ま
た

同
巻
の
後
半
は
、
こ
の
品
定
め
に
よ
り
中
流
階
級
に
興
味
を
持
っ
た
光
源
氏
と
受
領
の
後

妻
・
空
蝉
と
の
逢
瀬
が
描
か
れ
る
。
そ
こ
で
光
源
氏
が
「
鬼
神
も
荒
だ
つ
ま
じ
き
け
は
ひ
」

だ
っ
た
こ
と
か
ら
、
源
氏
の
侵
入
に
対
し
、
空
蝉
は
声
を
上
げ
ら
れ
な
か
っ
た
と
語
ら
れ
る

云
、
。
こ
こ
で
は
「
神
」
と
関
わ
る
「
鬼
」
の
語
が
み
ら
れ
る
が
、
光
源
氏
の
美
質
・
魅
力

を
言
う
た
め
の
語
と
し
て
機
能
し
て
い
る
。
さ
ら
に
夕
顔
巻
で
は
、
光
源
氏
が
夕
顔
を
廃
院

に
連
れ
出
し
た
際
、
「
け
疎
く
も
な
り
に
け
る
所
か
な
。
さ
り
と
も
、
鬼
な
ど
も
我
を
ば
見
ゆ

る
し
て
ん
」
/2.

、
（
気
味
が
悪
く
鬼
で
も
出
そ
う
な
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
自
分
は
見
逃
し
て

く
れ
る
だ
ろ
う
）
と
、
後
に
夕
顔
が
も
の
の
け
に
取
り
殺
さ
れ
る
伏
線
と
な
る
よ
う
な
発
言

を
し
て
い
る
。
こ
の
後
、
も
の
の
け
が
現
わ
れ
、
夕
顔
の
息
が
絶
え
た
際
に
は
、
再
び
「
南

殿
の
鬼
の
な
に
が
し
の
大
臣
お
び
や
か
し
け
る
例
を
思
し
出
で
て
」
(
3
0
)

と
、
『
大
鏡
』
に
も

見
え
る
鬼
の
話
が
光
、
源
氏
に
よ
り
想
起
さ
れ
る
。
夕
顔
巻
で
は
人
を
製
い
、
命
を
奪
う
「
鬼
」

じ」〔
夕
霧
の
雲
居
雁
に
対
す
る
発
言
〕

〔
夕
霧
の
噂
を
聞
い
た
光
源
氏
の
心
中
〕

（
「
夕
霧
」
四
ー
四
七
ニ
・
四
七
三
百
0

（
「
夕
霧
」
四
ー
四
七
―

-g

③
「
い
づ
こ
と
て
お
は
し
つ
る
ぞ
。
ま
ろ
は
早
う
死
に
き
。
常
に
鬼
と
の
た
ま
へ
ば
、
同

じ
く
は
な
り
は
て
な
む
と
て
」
と
の
た
ま
ふ
。

〔
雲
居
雁
の
夕
霧
に
対
す
る
発
―
―
-
E

〕

④
「
御
心
こ
そ
鬼
よ
り
け
に
も
お
は
す
れ
、
さ
ま
は
憎
げ
も
な
け
れ
ば
、
え
疎
み
は
つ
ま

（
「
夕
霧
」
四
ー
四
七
一
百
〇

た
ま
へ
り

①
「
ら
う
た
げ
に
も
の
た
ま
は
せ
な
す
姫
君
か
な
。
い
と
鬼
し
う
は
べ
る
さ
が
な
も
の
を
」

〔
夕
霧
の
花
散
里
に
対
す
る
発
言
〕
（
「
夕
霧
」
四
ー
四
七
0
百〇

②
鬼
神
も
罪
ゆ
る
し
つ
べ
く
、
あ
ざ
や
か
に
も
の
清
げ
に
若
う
盛
り
に
に
ほ
ひ
を
散
ら
し

＊
以
下
〔

〕
内
は
、
引
用
本
文
の
説
明
。

ま
た
正
編
に
お
け
る
「
鬼
」
の
語
は
、
夕
霧
巻
に
頻
出
す
る
。

の
語
が
、
「
も
の
の
け
」
と
ほ
ぼ
同
義
で
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
す
で
に
帯
木
三
帖
に
お
い
て
、
平
安
時
代
に
見
ら
れ
る
様
々
な
「
鬼
」

の
特
徴
一
「
目
に
見
え
な
い
」
「
異
形
」
「
女
性
の
比
喩
」
「
神
と
の
対
比
」
「
人
を
喰
う
」
が

見
い
だ
さ
れ
る
。
ま
た
若
菜
下
巻
の
二
例
は
、
六
条
院
で
催
さ
れ
る
女
楽
の
合
間
に
光
源
氏

が
「
琴
」
の
効
用
を
語
る
場
面
の
も
の
で
、
「
鬼
神
の
心
を
や
は
ら
げ
」
「
か
の
鬼
神
の
耳
と

ど
め
」
/31

ぶ
な
ど
、
『
古
今
集
』
『
う
つ
ほ
物
語
』
の
例
と
同
様
、
礼
楽
思
想
に
関
わ
る
用
法

と
言
え
る
。

(16) 
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⑤
「
か
く
心
幼
げ
に
腹
立
ち
な
し
た
ま
へ
れ
ば
に
や
、
目
馴
れ
て
、
こ
の
鬼
こ
そ
、
今
は
、

恐
ろ
し
く
も
あ
ら
ず
な
り
に
た
れ
。
神
々
し
き
気
を
添
へ
ば
や
」

〔
夕
霧
の
雲
居
雁
に
対
す
る
発
言
〕
（
「
夕
霧
」
四
—
四
七
三
百

0

夕
霧
巻
で
は
、
筒
井
筒
の
恋
を
実
ら
せ
た
夕
霧
と
雲
居
雁
夫
婦
の
危
機
が
語
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
頃
、
夕
霧
は
、
亡
く
な
っ
た
友
・
柏
木
の
妻
で
あ
る
落
葉
の
宮
に
懸
想
し
て
お
り
、
そ

の
様
子
に
雲
居
雁
を
は
じ
め
、
周
囲
は
困
惑
し
て
い
た
。
①
は
、
夕
霧
の
後
見
人
・
花
散
里

か
ら
発
せ
ら
れ
た
雲
居
雁
に
同
情
す
る
言
葉
を
う
け
て
の
夕
霧
の
発
言
で
あ
り
、
②
は
、
タ

霧
の
姿
を
見
て
「
鬼
神
も
罪
ゆ
る
し
つ
べ
く
」
と
、
夕
霧
の
魅
力
を
再
確
認
す
る
光
源
氏
の

心
中
で
あ
る
。
ま
た
③
ー
⑤
で
は
、
あ
か
ら
さ
ま
に
嫉
妬
す
る
雲
居
雁
を
夕
霧
が
「
鬼
」
と

呼
び
、
さ
ら
に
本
人
も
「
死
ん
で
鬼
に
な
る
」
と
言
っ
て
い
る
が
、
雲
居
雁
の
場
合
、
六
条

御
息
所
の
よ
う
に
内
に
抑
え
き
れ
な
い
「
も
の
思
い
」
か
ら
も
の
の
け
化
す
る
こ
と
は
な
さ

そ
う
で
あ
る
。
た
だ
し
雲
居
雁
の
言
葉
③
は
、
男
女
関
係
に
悩
む
女
が
死
ん
で
「
鬼
」
と
な

り
う
る
可
能
性
を
示
唆
し
て
い
よ
う
。
ま
た
夕
霧
の
言
葉
④
は
、
雲
居
雁
の
「
心
」
の
方
が

「
鬼
」
よ
り
怖
い
と
述
べ
て
お
り
、
実
際
、
「
心
」
に
隠
さ
れ
た
「
鬼
」
の
方
が
よ
り
恐
ろ
し

い
こ
と
を
感
じ
さ
せ
る
。

こ
の
よ
う
な
夕
霰
夫
婦
の
会
話
に
見
ら
れ
る
「
鬼
」
の
語
は
、
男
女
関
係
に
悩
む
女
性
た

ち
の
「
心
の
鬼
」
が
祁
く
も
の
の
け
化
の
傾
向
（
後
述
す
る
）
と
は
逆
に
、
夫
婦
関
係
を
取

り
紐
う
言
築
と
し
て
機
能
し
て
い
る
。
女
が
目
に
見
え
て
嫉
妬
し
、
「
鬼
」
と
な
る
こ
と
に
よ

り
、
む
し
ろ
関
係
性
が
保
た
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
正
糾
に
お
い
て
は
、
六
条
院
で
語
ら
れ
た
「
琴
論
」
を
除
き
、
主
に
主
人

公
・
光
源
氏
の
生
活
園
外
（
特
殊
な
状
況
下
）
で
「
鬼
」
の
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
と
言
え

る
。
そ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
全
川
例
の
半
数
以
上
が
宇
治
十
帖
に
集
中
し
て
み
ら
れ
る
こ

と
に
も
理
由
が
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
「
鬼
」
の
存
在
が
意
識
さ
れ
る
の
は
、
都
の
よ
う
な
「
中

心
」
で
は
な
く
、
宇
治
・
小
野
と
い
っ
た
「
周
緑
」
に
お
い
て
な
の
で
あ
る
。

ま
た
特
徴
的
な
の
は
、
浮
舟
失
踪
後
の
「
鬼
」
の
用
例
で
あ
り
、
浮
舟
の
乳
栂
、
母
・
中

将
の
君
、
蕉
と
い
っ
た
人
々
か
ら
、
浮
舟
の
失
踪
が
「
鬼
」
の
仕
業
と
し
て
土
緑
眠
さ
れ
る
こ

と
で
あ
る
/
3
2
)
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
に
物
語
に
呼
び
寄
せ
ら
れ
る
「
鬼
」
は
、
説
話
や
歌
物

語
の
話
を
な
ぞ
る
形
で
思
い
起
こ
さ
れ
、
最
終
的
に
は
浮
舟
の
死
を
認
定
し
て
い
く
過
程
と

し
て
機
能
す
る
。
ま
た
、
小
野
で
見
つ
か
る
浮
舟
自
身
、
僧
都
一
行
か
ら
「
鬼
」
と
間
違
え

ら
れ
る
が
[
3
3
)

、
失
踪
直
前
の
浮
舟
も
「
を
こ
が
ま
し
う
て
人
に
見
つ
け
ら
れ
む
よ
り
は
鬼

も
何
も
食
ひ
て
失
ひ
て
よ
」
/
3
4
;
J
、
鬼
に
食
べ
ら
れ
る
こ
と
を
願
っ
て
お
り
、
そ
の
後
も

「
鬼
の
と
り
も
て
来
け
ん
ほ
ど
は
」

iお
）
と
自
分
の
失
踪
に
「
鬼
」
の
介
在
が
あ
っ
た
よ
う

に
考
え
て
い
る
。

つ
ま
り
、
浮
舟
に
と
っ
て
は
、
も
の
思
い
か
ら
の
解
放
が
「
鬼
」
に
託
さ
れ
て
い
た
こ
と

が
知
ら
れ
、
さ
ら
に
己
自
身
「
鬼
」
と
同
化
し
た
よ
う
に
も
描
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
い

わ
ば
、
「
鬼
」
に
命
を
奪
わ
れ
る
こ
と
を
望
む
ヒ
ロ
イ
ン
が
物
語
の
終
末
に
誕
生
し
た
こ
と
に

な
る
。
こ
の
よ
う
な
人
物
の
招
来
に
つ
い
て
考
え
る
た
め
に
は
、
正
編
に
お
け
る
「
も
の
思

い
」
と
「
心
の
鬼
」
の
関
係
性
、
「
密
通
」
や
「
も
の
の
け
」
に
つ
い
て
改
め
て
検
討
す
る
必

要
が
あ
ろ
う
。

五
喜
砂
氏
物
語
』
の
「
心
の
鬼
」
ー
正
編
の
場
合

前
節
で
は
、
日
砂
氏
物
語
』
に
見
ら
れ
る
「
鬼
」
の
用
例
を
検
討
し
た
。
他
作
品
同
様
、
「
目

に
見
え
な
い
」
「
異
形
」
「
女
性
の
比
喩
」
「
神
と
の
対
比
」
「
人
を
喰
う
」
と
い
っ
た
「
鬼
」

の
特
徴
が
喜
砂
氏
物
語
』
に
も
見
え
る
が
、
「
心
の
鬼
」
の
語
と
の
関
わ
り
で
言
え
ば
、
女
性

の
嫉
妬
心
か
ら
女
性
を
「
鬼
」
に
た
と
え
る
例
、
ま
た
夕
顔
巻
や
宇
治
十
帖
で
言
及
さ
れ
る

命
を
奪
う
（
人
を
喰
う
）
「
鬼
」
の
あ
り
方
に
注
意
す
べ
き
だ
ろ
う
。
特
に
後
者
は
「
も
の
の

け
」
と
の
関
連
が
深
く
、
最
後
に
浮
舟
が
自
身
の
「
も
の
思
い
」
か
ら
「
鬼
」
を
呼
び
寄
せ

た
よ
う
で
あ
る
と
こ
ろ
も
興
味
深
い
。
し
か
し
、
全
体
的
に
見
れ
ば
、
「
鬼
」
の
語
は
、
都
の

周
緑
に
現
わ
れ
、
特
に
主
人
公
の
生
活
圏
に
は
存
在
し
な
い
。
し
か
し
、
「
心
の
鬼
」
に
つ
い

(17) 



『源氏物語』の「心の鬼」（湯浅）

①
は
、
光
源
氏
と
の
密
通
に
よ
っ
て
誕
生
し
た
皇
子
が
、
源
氏
に
そ
っ
く
り
で
あ
る
こ
と

を
確
認
し
た
藤
壺
の
心
中
を
表
現
す
る
。
「
御
心
の
鬼
に
」
と
い
う
言
い
方
は
、
先
行
研
究
で

も
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
(
3
6
)

、
こ
れ
ま
で
と
は
異
な
る
用
法
で
あ
る
。
散
文
で
は
、
『
蜻
蛉
日

記
』
や
『
枕
草
子
』
の
例
の
よ
う
に
、
「
心
の
鬼
は
」
と
い
う
形
で
主
語
と
な
り
、
自
分
と
は

別
の
主
体
と
し
て
「
心
」
の
あ
り
よ
う
が
表
現
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
『
源
氏
物
語
』
で
は
、

そ
の
「
心
の
鬼
」
を
原
因
・
理
由
と
し
、
登
場
人
物
が
追
い
つ
め
ら
れ
る
様
子
を
表
現
す
る
。

物
語
で
は
、
語
り
手
が
登
場
人
物
の
心
に
つ
い
て
、
他
律
的
な
「
心
の
鬼
」
に
よ
り
当
事
者

も
苦
し
め
ら
れ
て
い
る
、
と
語
る
の
で
あ
る
。
名
も
な
き
語
り
手
が
高
貴
な
人
物
た
ち
の
心

の
あ
り
よ
う
に
言
及
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
自
然
、
当
事
者
に
寄
り
添
う
体
に
な
る
の
か
も
し

所〕
②
里
に
お
は
す
る
ほ
ど
な
り
け
れ
ば
、
忍
び
て
見
た
ま
ひ
て
、
ほ
の
め
か
し
た
ま
へ
る
気

色
を
心
の
鬼
に
し
る
く
見
た
ま
ひ
て
、
さ
れ
ば
よ
と
思
す
も
い
と
い
み
じ
〔
六
条
御
息

（
「
葵
」
一
ー
五
二
百
0

（
「
紅
葉
賀
」

ー
三
二
六
頁
）

て
は
、
「
ゆ
く
か
た
も
な
し
」
と
歌
わ
れ
た
よ
う
に
、
心
の
内
に
留
ま
り
続
け
る
。
そ
の
存
在

を
認
識
し
な
が
ら
切
り
離
す
こ
と
も
で
き
ず
、
次
第
に
己
自
身
が
そ
の
「
鬼
」
に
追
い
つ
め

ら
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。

＊
〔
〕
内
は
誰
の
「
心
の
鬼
」
か
を
示
す
。
以
下
も
同
じ
。

①
さ
る
は
、
い
と
あ
さ
ま
し
う
め
づ
ら
か
な
る
ま
で
写
し
取
り
た
ま
へ
る
さ
ま
、
違
ふ
べ

く
も
あ
ら
ず
。
宮
の
、
御
心
の
鬼
に
い
と
苦
し
く
、
人
の
見
た
て
ま
つ
る
も
、
あ
や
し

か
り
つ
る
ほ
ど
の
あ
や
ま
り
を
ま
さ
に
人
の
思
ひ
咎
め
じ
ゃ
、
さ
ら
ぬ
は
か
な
き
こ
と

を
だ
に
疵
を
求
む
る
世
に
、
い
か
な
る
名
の
つ
ひ
に
淵
り
出
づ
べ
き
に
か
、
と
思
し
つ

づ
く
る
に
、
身
の
み
ぞ
い
と
心
憂
き
。
〔
藤
壺
〕

れ
な
い
。
と
も
か
く
物
語
で
初
例
と
な
る
湿
砂
氏
物
語
』
の
「
心
の
鬼
」
の
語
は
、
后
腹
内

親
王
で
中
宮
位
に
あ
る
最
も
高
貴
な
女
性
の
心
中
に
用
い
ら
れ
る
。
外
か
ら
は
見
え
な
い
、

知
ら
れ
て
は
い
け
な
い
密
通
に
よ
る
不
義
の
子
誕
生
と
い
う
秘
密
か
ら
生
ま
れ
た
心
の
暗
部

が
、
同
じ
く
見
え
な
い
「
鬼
」
を
呼
び
込
む
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
帝
と
並
び
都
の
中
心
に

位
置
す
る
中
ふ
呂
の
「
心
の
鬼
」
は
、
抑
え
込
ま
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
藤
壺
の
苦
し
み
が
、
こ

の
「
御
心
の
鬼
」
の
語
に
よ
っ
て
、
如
実
に
示
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
続
く
②
の
例
は
、
思
い
つ
め
た
六
条
御
息
所
が
も
の
の
け
と
な
り
、
葵
の
上
を
襲
っ

た
こ
と
を
源
氏
が
知
っ
て
い
る
と
気
づ
き
、
動
揺
す
る
御
息
所
の
心
中
を
表
し
て
い
る
。
源

氏
の
手
紙
に
自
分
の
も
の
の
け
化
を
知
ら
れ
た
こ
と
を
読
み
取
っ
た
の
は
、
「
心
の
鬼
」
に
よ

る
の
だ
と
の
説
明
は
、
確
か
に
「
良
心
の
呵
責
に
よ
り
そ
の
こ
と
に
気
づ
い
た
」
と
「
心
の

鬼
」
の
語
を
解
釈
で
き
そ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
本
ヤ
合
E

、
「
心
の
鬼
に
」
と
の
説
明
が

な
く
と
も
、
「
し
る
く
見
た
ま
ひ
て
」
（
は
っ
き
り
お
わ
か
わ
り
に
な
っ
て
）
と
続
け
ら
れ
る

と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
れ
を
わ
ざ
わ
ざ
「
心
の
鬼
に
」
と
書
く
の
は
、
御
息
所
と
は
別
の
何
か

が
、
葵
の
上
の
元
に
赴
き
、
そ
の
「
鬼
」
の
た
め
に
、
源
氏
の
文
中
か
ら
そ
の
よ
う
な
事
態

が
読
み
取
れ
た
と
言
い
た
い
の
だ
ろ
う
。
「
も
の
の
け
」
と
い
う
、
ま
る
で
心
か
ら
抜
け
出
た

「
鬼
」
と
い
う
べ
き
存
在
は
、
「
心
の
鬼
」
の
語
に
よ
り
、
御
息
所
そ
の
人
と
は
、
別
の
主
体

の
も
の
で
あ
っ
た
か
の
よ
う
に
語
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
沼
砂
氏
物
語
』
に
お
け
る
「
心
の
鬼
」
の
語
は
、
ま
ず
、
不
義
の
子
を
生
ん

だ
后
と
、
も
の
の
け
化
し
た
高
貴
な
女
性
の
心
中
に
用
い
ら
れ
て
お
り
、
双
方
、
大
変
重
い

テ
ー
マ
を
担
う
中
で
の
表
現
と
言
え
る
。
し
か
し
そ
の
後
の
五
例
は
、
光
源
氏
三
例
ぶ
）
、

憶
幕
一
例
(
3
8
)

、
夕
霧
一
例
(
3
9
)

、
と
す
べ
て
男
性
に
用
い
ら
れ
て
お
り
、
一
部
、
密
通
に

関
わ
る
も
の
も
あ
る
が
、
深
刻
で
な
い
例
も
あ
る
。
と
こ
ろ
が
若
菜
上
巻
に
入
り
、
再
び
女

性
の
心
中
に
「
心
の
鬼
」
の
語
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、
特
に
柏
木
・
女
三
宮
密
通
事

件
を
契
機
と
し
、
こ
の
語
は
人
々
の
心
中
に
波
紋
の
よ
う
に
広
が
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。

(18) 
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①
あ
ま
り
久
し
き
宵
居
も
例
な
ら
ず
、
人
や
咎
め
む
、
と
心
の
鬼
に
思
し
て
入
り
た
ま
ひ

ぬ

れ

ば

〔

紫

の

上

〕

（

「

若

菜

上

」

四

ー

六

七

百

〇

②
宮
は
、
御
心
の
鬼
に
、
見
え
た
て
ま
つ
ら
ん
も
恥
づ
か
し
う
つ
つ
ま
し
く
思
す
に
、
も

の
な
ど
間
こ
え
た
ま
ふ
御
答
へ
も
間
こ
え
た
ま
は
ね
ば
〔
女
三
宮
〕

（
「
若
菜
下
」
四
ー
ニ
四
六
百
〇

③
人
々
の
参
り
し
に
、
事
あ
り
顛
に
近
く
さ
ぶ
ら
は
じ
と
、

の
鬼
に
避
り
は
べ
し
を
。
〔
小
侍
従
〕

さ
ば
か
り
の
忌
を
だ
に
、
心

（
「
惹
采
下
」
四
ー
ニ
五
一
百
0

（
「
柏
木
」
四
ー
三
一
七
百
〇

④
い
か
な
る
御
心
の
鬼
に
か
は
。
さ
ら
に
さ
や
う
な
る
御
気
色
も
な
く
、
か
く
重
り
た
ま

へ
る
よ
し
を
も
間
き
お
ど
ろ
き
嘆
き
た
ま
ふ
こ
と
、
限
り
な
う
こ
そ
口
惜
し
が
り
申
し

た
ま
ふ
め
り
し
か
。
〔
柏
木
〕

⑤
呂
の
若
君
は
、
宮
た
ち
の
御
列
に
は
あ
る
ま
じ
き
ぞ
か
し
と
御
心
の
中
に
思
せ
ど
、
な

か
な
か
そ
の
御
心
ば
へ
を
、
絹
宮
の
、
御
心
の
鬼
に
や
思
ひ
よ
せ
た
ま
ふ
ら
ん
と
、
こ

れ
も
心
の
癖
に
い
と
ほ
し
う
思
さ
る
れ
ば
、
い
と
ら
う
た
き
も
の
に
思
ひ
か
し
づ
き
き

こ

え

た

ま

ふ

。

〔

女

三

宮

〕

（

「

横

笛

」

四

ー

三

六

四

百

〇

ま
ず
、
①
の
よ
う
に
、
紫
の
上
の
心
中
に
「
鬼
」
が
生
じ
る
。
紫
の
上
は
、
女
三
宮
降
嫁

を
受
け
、
六
条
院
の
女
主
人
、
ま
た
光
源
氏
の
正
妻
的
立
場
か
ら
退
く
こ
と
と
な
っ
た
。
光

源
氏
の
夜
離
れ
な
ど
、
こ
れ
ま
で
経
験
の
な
か
っ
た
紫
の
上
は
、
つ
い
夜
更
か
し
を
し
て
し

ま
う
。
し
か
し
そ
の
こ
と
を
女
房
に
と
が
め
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
1

ー
ひ
い
て
は
自
分
の

心
の
動
揺
を
悟
ら
れ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
思
い
が
、
「
心
の
鬼
」
の
語
で
表
現

さ
れ
る
。
紫
の
上
は
、
こ
の
後
も
な
か
な
か
寝
ら
れ
ず
、
周
囲
の
人
に
そ
れ
を
知
ら
れ
ぬ
よ

う
身
じ
ろ
ぎ
も
し
な
い
の
で
、
「
な
ほ
い
と
心
苦
し
げ
な
り
」
と
語
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
直
後
、

女
三
宮
の
元
で
就
寝
し
て
い
た
光
源
氏
の
夢
に
紫
の
上
が
現
わ
れ
る
。
し
か
も
「
か
や
う
に

思
ひ
乱
れ
た
ま
ふ
け
に
や
、
か
の
御
夢
に
み
え
た
ま
ひ
け
れ
ば
」
と
、
紫
の
上
の
心
の
乱
れ

が
、
源
氏
に
夢
を
見
せ
た
か
の
よ
う
に
語
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
当
時
の
夢
は
、
夢
見
た
自
分

で
は
な
く
、
相
手
の
思
い
に
よ
り
見
る
も
の
と
の
認
識
が
あ
る
が
/
巴
‘
そ
れ
で
も
こ
の
よ

う
な
語
ら
れ
方
は
、
六
条
御
息
所
の
「
も
の
の
け
」
の
よ
う
に
、
心
の
内
に
留
め
ら
れ
な
い

「
鬼
」
が
、
源
氏
の
も
と
へ
さ
ま
よ
い
出
た
可
能
性
を
思
わ
せ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

そ
の
後
、
②
ー
⑤
は
、
す
べ
て
柏
木
と
女
三
宮
の
密
通
事
件
を
経
た
後
の
例
で
あ
る
。
②

は
、
密
通
後
の
女
三
宮
の
心
中
を
表
し
、
光
源
氏
に
会
う
こ
と
も
憚
ら
れ
、
ま
た
話
し
か
け

ら
れ
て
そ
の
返
事
を
す
る
こ
と
も
、
気
が
咎
め
て
う
ま
く
で
き
な
い
と
い
う
。
事
態
と
し
て

は
深
刻
で
あ
る
が
、
源
氏
の
方
は
、
最
近
、
病
気
の
紫
の
上
の
元
に
い
る
こ
と
が
多
く
、
不

在
が
ち
で
あ
る
の
を
宮
が
恨
ん
で
い
る
の
だ
と
誤
解
し
て
い
る
。
宮
に
生
じ
た
「
御
心
の
鬼
」

は
、
一
見
、
藤
壺
の
も
の
に
近
い
が
、
こ
の
「
心
の
鬼
」
が
③
の
よ
う
に
「
小
侍
従
」
に
も

生
じ
て
い
る
と
こ
ろ
を
見
る
と
、
「
鬼
」
を
生
み
出
す
「
間
」
（
心
の
暗
部
）
自
体
は
、
露
見

を
可
能
と
す
る
よ
う
な
軽
い
ギ
昂
昧
に
置
き
換
わ
っ
て
い
る
よ
う
だ
。
実
際
、
④
で
病
気
に
な

っ
た
柏
木
に
対
し
、
「
い
か
な
る
御
心
の
鬼
に
か
は
」
と
問
う
夕
霧
は
、
柏
木
の
「
閤
」
を
見

透
か
し
て
お
り
、
⑤
で
は
、
光
源
氏
が
女
三
宮
の
「
御
心
の
鬼
」
を
気
に
し
て
、
薫
の
扱
い

を
他
の
宮
と
異
な
ら
な
い
よ
う
に
注
意
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
こ
こ
で
の
「
心
の
鬼
」
は
、

当
人
の
心
の
奥
深
く
に
抑
え
込
ま
れ
る
性
質
の
も
の
で
は
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で

あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
光
源
氏
・
藤
壺
密
通
事
件
と
柏
木
・
女
三
宮
密
通
事
件
と
の
差
異
を

示
し
て
お
り
、
さ
ら
に
、
人
の
「
心
の
鬼
」
に
同
化
し
て
入
り
込
む
六
条
御
息
所
の
死
霊
を

跳
梁
さ
せ
る
結
果
を
招
い
た
。
正
編
に
お
け
る
「
心
の
鬼
」
の
語
は
、
密
通
と
も
の
の
け
に

関
わ
り
、
物
語
目
体
の
質
的
差
異
や
、
「
心
の
鬼
」
に
耐
え
ら
れ
な
い
人
々
が
滅
び
て
い
く
様

子
ま
で
、
克
明
に
描
く
こ
と
を
可
能
に
し
て
い
る
。

(19) 



『源氏物語』の「心の鬼」（湯浅）

祠
氏
物
語
』
の
続
編
と
は
、
匂
宮
三
帖
と
宇
治
十
帖
を
指
し
、
光
源
氏
没
後
の
世
界
を

描
く
が
、
「
鬼
」
の
用
例
が
宇
治
十
帖
に
集
中
す
る
よ
う
に
、
「
心
の
鬼
」
の
語
も
宇
治
十
帖

に
三
例
見
え
る
。

①
「
…
…
…
う
し
ろ
め
た
げ
に
気
色
ば
み
た
る
御
ま
か
げ
こ
そ
わ
づ
ら
は
し
け
れ
」
と
て

笑
ひ
た
ま
へ
る
が
、
心
恥
づ
か
し
げ
な
る
御
ま
み
を
見
る
も
、
心
の
鬼
に
恥
づ
か
し
く

ぞ
お
ぼ
ゆ
る
。

き
女
房
二
人
〕

〔
中
将
の
君
〕

②
:
・
…
…
ふ
と
人
づ
て
に
聞
こ
し
め
さ
む
は
、
な
ほ
い
と
い
と
ほ
し
か
る
べ
き
こ
と
な
る

べ
し
、
と
こ
の
人
―
一
人
ぞ
、
深
く
心
の
鬼
添
ひ
た
れ
ば
、
も
て
隠
し
け
る
。
〔
浮
舟
付

（
「
蜻
蛉
」
六
ー
ニ
―
四
頁
）

③
•
•
…
…
あ
さ
ま
し
く
て
亡
せ
に
し
人
の
、
い
と
心
幼
く
、
と
ど
こ
ほ
る
と
こ
ろ
な
か
り

け
る
軽
々
し
さ
を
ば
思
ひ
な
が
ら
、
さ
す
が
に
い
み
じ
と
、
も
の
を
思
ひ
入
り
け
ん
ほ

ど
、
わ
が
気
色
例
な
ら
ず
と
、
心
の
鬼
に
嘆
き
沈
み
て
ゐ
た
り
け
ん
あ
り
さ
ま
を
間
き

た

ま

ひ

し

も

、

〔

浮

舟

〕

（

「

蜻

蛉

」

六

ー

ニ

六

0
頁）

以
上
の
よ
う
に
、
三
例
と
も
浮
舟
物
語
に
関
わ
る
人
物
の
心
中
を
表
し
て
い
る
。
ま
ず

e)

は
、
浮
舟
を
子
供
の
よ
う
に
心
配
す
る
母
・
中
将
の
君
を
い
な
す
中
の
君
の
発
言
に
対
し
、

昨
晩
の
出
来
事
（
中
の
君
の
夫
・
匂
宮
が
浮
舟
に
迫
っ
た
事
）
か
ら
、
気
づ
ま
り
な
思
い
を

す
る
中
将
の
君
の
心
中
を
示
す
。
異
母
姉
の
夫
を
寝
取
り
か
ね
な
い
娘
・
浮
舟
の
様
子
は
あ

く
ま
で
秘
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
だ
こ
こ
で
は
密
通
に
至
ら
な
い
も
の
の
、
危
機
感

を
も
っ
た
母
は
、
浮
舟
を
中
の
君
の
元
か
ら
移
動
さ
せ
る
。
②
は
、
浮
舟
失
踪
を
知
っ
た
女

＇ ノ‘

喜
氏
物
語
』
の
「
心
の
鬼
」

―
続
編
の
場
合

（
「
東
屋
」
六
ー
七
五
頁
）

房
二
人
の
心
情
を
示
し
、
浮
舟
が
薫
の
愛
を
受
け
な
が
ら
匂
宮
と
通
じ
た
こ
と
に
悩
み
、
身

、
、
、
、
、

翡
し
た
か
も
し
れ
な
い
こ
と
を
ひ
た
隠
し
に
し
て
い
る
。
「
深
く
心
の
鬼
添
ひ
た
れ
ば
」
と

い
う
言
い
方
は
、
物
語
中
、
初
め
て
で
あ
り
、
「
心
の
鬼
」
が
元
の
心
に
生
じ
た
と
い
う
よ
り

は
、
外
か
ら
侵
入
し
た
鬼
が
憑
い
て
、
そ
の
よ
う
な
行
動
を
と
ら
せ
た
よ
う
な
印
象
を
受
け

る
。
ま
た
③
は
、
失
踪
前
の
浮
舟
の
様
子
を
聞
い
た
薫
の
述
懐
中
の
記
述
で
あ
る
。
匂
宮
と

の
仲
を
知
っ
て
冷
た
く
な
っ
た
自
分
の
様
子
を
、
浮
舟
が
自
ら
の
「
心
の
鬼
」
（
後
ろ
め
た
さ
）

に
よ
り
、
嘆
き
沈
ん
で
い
た
と
い
う
話
は
、
周
囲
の
女
房
か
ら
聞
い
た
も
の
と
さ
れ
る
。
こ

の
よ
う
に
、
続
編
に
お
い
て
も
「
心
の
鬼
」
は
人
に
知
ら
れ
、
そ
の
鬼
を
宿
し
て
い
た
も
の

は
滅
び
る
運
命
を
た
ど
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。
確
か
に
浮
舟
の
場
合
、
「
心
の
鬼
」
ー
ー
も
の

思
い
の
苦
し
み
か
ら
逃
れ
る
べ
く
、
「
鬼
」
に
喰
わ
れ
る
こ
と
を
望
み
、
失
踪
後
は
、
浮
舟
自

身
が
「
鬼
」
の
よ
う
に
見
ら
れ
、
本
人
も
自
ら
の
失
踪
に
「
鬼
」
の
介
在
が
あ
っ
た
こ
と
を

自
覚
し
て
い
る
。

し
か
し
、
最
後
の
薫
の
用
例
に
は
、
同
じ
く
密
通
を
知
っ
た
光
源
氏
が
女
三
宮
の
心
中
に

晨
す
る
用
例
と
近
く
、
そ
れ
と
の
差
異
か
ら
別
の
解
釈
も
で
き
よ
う
。
女
三
宮
は
実
際
に

「
心
の
鬼
」
を
感
じ
て
い
た
と
し
て
語
ら
れ
る
が
、
浮
舟
に
そ
の
よ
う
な
記
述
は
な
い
。
浮

舟
は
薫
の
前
か
ら
消
え
て
お
り
、
そ
の
こ
と
を
確
か
め
る
す
べ
は
な
く
、
実
際
、
浮
舟
は
薫

の
た
め
だ
け
に
苦
し
ん
で
い
た
の
で
は
な
か
っ
た
。
浮
舟
は
、
匂
宮
、
薫
、
母
・
中
将
の
君
、

様
々
な
人
を
思
い
な
が
ら
、
川
の
側
へ
歩
み
寄
っ
て
い
る
。
し
か
も
浮
舟
は
、
匂
宮
と
中
将

の
君
に
だ
け
、
辞
世
の
歌
を
詠
む
の
で
あ
る
。
薫
へ
の
思
い
は
い
か
ほ
ど
の
も
の
で
あ
っ
た

か
。
薫
に
思
い
返
さ
れ
る
浮
舟
の
「
心
の
鬼
」
は
、
む
し
ろ
自
ら
を
慰
撫
す
る
た
め
に
用
い

ら
れ
た
言
葉
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。

七

結

語

以
上
、
喜
袢
筋
器
巴

「
心
の
鬼
」
と
「
鬼
」

の
「
心
の
鬼
」

の
語
に
つ
い
て
考
察
す
べ
く
、
王
朝
文
学
を
中
心
に

の
用
例
に
つ
い
て
検
討
し
た
。
物
語
以
前
に
見
ら
れ
る
「
心
の
鬼
」

(20) 
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は
、
川
例
が
少
な
い
も
の
の
、
主
に
男
女
間
に
関
わ
る
女
性
の
「
心
の
賠
部
」
を
示
し
、
女

屑
身
が
邸
識
す
る
雙
口
は
、
特
に
そ
れ
を
他
枯
な
も
の
と
し
て
切
り
離
し
た
い
思
い
が

見
え
た
。
「
心
の
間
」
を
「
鬼
」
の
せ
い
に
す
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
沼
砂
氏
物
語
』
に
描
か

れ
る
邸
貴
な
女
性
た
ち
の
心
に
生
じ
る
「
鬼
」
と
の
共
通
点
が
窺
え
る
。
ま
た
元
々
の
「
鬼
」

の
例
に
つ
い
て
は
、
平
安
期
以
前
か
ら
確
認
で
き
る
「
神
と
対
比
さ
れ
る
存
在
」
「
異
形
の
も

の
」
「
人
を
限
ら
う
存
在
」
の
他
、
『
和
名
類
泉
抄
』
に
記
さ
れ
る
よ
う
な
「
見
え
な
い
も
の
」

「
応
れ
て
い
る
も
の
」
と
い
う
特
徴
が
明
確
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
特
徴
は
、
「
見
え
な
い
心
」

と
の
同
化
を
巡
め
る
こ
と
に
な
る
が
、
『
う
つ
ほ
物
語
』
や
『
枕
草
子
』
に
お
い
て
、
作
品
の

特
徴
を
表
す
ほ
ど
「
鬼
」
の
用
法
が
広
げ
ら
れ
た
こ
と
は
重
要
で
あ
る
。
特
に
、
高
貴
な
人

物
た
ち
も
、
術
の
な
い
人
は
「
鬼
」
と
言
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
心
に
「
鬼
」
を

｛
伯
し
て
い
く
高
貴
な
人
物
の
登
場
を
予
感
さ
せ
る
。
中
で
も
深
窓
の
姫
君
が
隠
れ
て
い
る
「
鬼
」

と
た
と
え
ら
れ
る
こ
と
も
、
そ
の
違
和
を
越
え
て
鬼
と
女
性
と
を
結
び
つ
け
る
。
ま
た
和
歌

で
詠
わ
れ
た
よ
う
に
、
見
え
る
「
鬼
」
は
祓
え
て
も
、
見
え
な
い
「
心
の
鬼
」
は
追
い
や
り

よ
う
が
な
い
、
と
い
う
認
識
は
、
寄
詫
掠
い
語
』
に
お
い
て
は
、
己
の
「
心
の
賠
部
」
（
間
）

を
認
め
、
そ
れ
を
抑
え
込
む
、
も
し
く
は
逃
れ
た
い
、
と
い
う
葛
藤
を
描
く
こ
と
に
つ
な
が

っ
て
い
く
。
絵
と
し
て
描
か
れ
る
地
獄
の
獄
卒
の
鬼
も
、
「
心
の
鬼
に
」
（
心
の
鬼
の
た
め
に
）

自
身
が
苦
し
む
、
追
い
つ
め
ら
れ
る
、
と
い
う
物
語
の
あ
り
方
と
関
わ
る
可
能
性
が
あ
ろ
う
。

ま
た
四
悴
筋
語
3

に
お
け
る
用
例
の
検
討
で
は
、
密
通
事
件
と
も
の
の
け
、
こ
の
大
き

な
二
つ
の
テ
ー
マ
を
描
く
に
あ
た
り
、
効
果
的
に
「
心
の
鬼
」
の
語
が
女
性
の
心
中
に
配
さ

れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
「
鬼
」
自
体
は
、
其
キ
平
的
に
主
人
公
の
生
活
圏
外
に
発
生
す
る

も
の
の
、
「
心
の
鬼
」
は
都
に
い
る
高
貴
な
人
々
の
心
内
に
生
じ
て
留
ま
り
、
当
人
を
苦
し
め

る
。
そ
の
こ
と
は
、
主
に
語
り
手
に
よ
っ
て
語
ら
れ
、
あ
る
い
は
、
他
者
に
よ
り
「
心
の
間
」

を
見
透
か
す
形
で
記
述
さ
れ
る
。
物
語
で
は
、
密
通
事
件
と
も
の
の
け
事
件
が
、
と
も
に
繰

り
返
し
描
か
れ
る
が
、
そ
れ
ら
物
語
の
質
的
差
異
が
、
「
心
の
鬼
」
の
語
に
よ
っ
て
示
さ
れ
て

い
る
の
で
あ
る
。

3

た
だ
し
赤
間
恵
都
子
「
心
の
鬼
」
の
解
釈
に
つ
い
て
ー
王
朝
文
学
の
心
梢
表
現
」
(
『
+

用
例
数
は
、
本
文
引
用
し
た
テ
キ
ス
ト
で
あ
る
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
喜
砂
氏
物
語
』

一
＼
六
に
拠
る
。
以
下
も
同
じ
。
ま
た
喜
砂
氏
物
語
大
成
』
及
び
喜
砂
氏
物
語
別
本
集
成
』

に
お
け
る
確
認
で
は
あ
る
が
、
尾
州
家
河
内
本
、
保
坂
本
は
十
四
例
で
あ
る
（
尾
州
家
河

内
本
は
藤
壺
の
心
中
表
現
に
、
保
坂
本
は
小
侍
従
の
心
中
表
現
に
、
そ
れ
ぞ
れ
「
心
の
鬼
」

の
語
が
な
い
）
。

早
く
は
本
居
宣
長
が
『
玉
勝
間
』
で
「
か
ら
ぶ
み
列
子
ノ
注
に
、
疑
心
生
―
―
間
鬼
―
、
と

い
へ
る
こ
と
あ
り
、
こ
と
ク
ば
へ
よ
く
似
た
る
こ
と
也
」
と
指
摘
し
て
い
る
。
実
際
研
ハ

子
靡
口
義
』
や
天
合
麗
に
こ
の
言
葉
が
見
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
は
宋
代
の
注
釈
な
が
ら
、

こ
の
諺
が
日
本
に
古
く
か
ら
伝
わ
っ
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。
宋
代
以
前
の
用
例
に
つ
い

て
は
、
増
田
繁
尖
『
源
氏
物
語
の
人
々
の
思
想
・
倫
理
』
（
二

0
-
0年
、
和
泉
書
院
）

や
石
井
公
成
「
心
を
探
る
文
学
ー
沼
砂
氏
物
語
』
の
唯
心
思
想
ー
」
（
『
文
学
』
二

0
0三

年
四
月
）
に
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
「
心
の
鬼
」

11

「
疑
心
暗
鬼
」
の
説
で
あ
る
こ
と
は
一

定
の
支
持
を
得
て
い
る
と
、
井
内
健
太
日
詫
盆
切
語
』
藤
壺
の
密
通
に
お
け
る
「
心
の
鬼
」

に
つ
い
て
」
（
可
課
叩
と
国
文
学
』
九
三
ー
八
、
二

0
一
六
年
八
月
）
が
述
べ
て
い
る
。
た

だ
し
、
「
良
心
の
呵
青
こ
の
意
も
あ
て
は
ま
る
例
が
あ
り
、
一
義
的
に
決
定
す
る
こ
と
は

難
し
い
と
い
う
。

2
 

ー 注
最
後
に
、
抑
え
き
れ
ず
に
「
も
の
の
け
」
と
な
っ
て
他
者
に
向
か
う
こ
と
も
あ
る
「
心
の

鬼
」
で
は
あ
る
が
、
自
ら
「
鬼
」
に
喰
わ
れ
て
し
ま
い
た
い
、
と
願
っ
た
浮
舟
は
、
実
際
「
心

の
鬼
」
（
後
ろ
め
た
さ
）
を
感
じ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
浮
舟
の
自
照
性
が
顕
わ
に
な
る
の

は
、
小
野
の
地
に
お
け
る
手
習
い
か
ら
と
考
え
れ
ば
、
や
は
り
薫
の
視
点
で
語
ら
れ
る
浮
舟

の
「
心
の
鬼
」
は
、
そ
う
思
わ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
薫
の
自
己
保
身
の
言
葉
と
考
え
て
よ
い

の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

(21) 
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文
字
国
文
』
一
八
、
二

0
―
二
年
三
月
）
は
、
「
良
心
の
呵
責
J

（
自
分
自
身
を
責
め
る
意

味
）
と
「
疑
心
暗
鬼
」
（
相
手
を
疑
う
意
味
）
で
は
、
正
反
対
の
心
の
動
き
で
あ
り
、
喜
砂

氏
物
語
』
中
、
場
面
に
応
じ
て
双
方
の
解
釈
が
あ
て
ら
れ
る
こ
と
は
納
得
が
い
か
な
い
と

し
、
す
べ
て
の
用
例
に
共
通
し
た
他
の
意
味
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
述
べ
て
い
る
。

4

森
正
人
「
心
の
鬼
の
本
義
」
（
『
文
学
』
二

0
0
一
年
七
月
・
九
月
）
、
注
3
赤
間
論
文
等
。

5

注
4
森
論
文

6

注
3
赤
間
論
文

7

馬
場
あ
き
子
『
鬼
の
研
究
』
（
ち
く
ま
文
庫
、
一
九
八
八
年
）
、
小
松
和
彦
粗
『
鬼
』
（
怪

異
の
民
俗
学
四
、
河
出
書
房
、
二

0
0
0年
）
等
で
指
摘
。
「
鬼
」
の
文
字
は
漢
語
由
来

で
、
中
国
で
は
死
者
の
魂
の
意
。
日
本
で
畏
怖
さ
れ
る
神
と
対
に
な
る
「
鬼
」
に
つ
い
て

は
『
日
本
書
紀
』
景
行
紀
四
十
年
七
月
に
「
ま
た
山
に
邪
し
き
神
有
り
、
郊
に
姦
し
き
鬼

有
り
」
と
あ
り
、
神
代
紀
下
巻
に
も
「
諸
々
の
順
は
ぬ
鬼
神
等
を
誅
ひ
」
と
あ
る
。
ま
た

―
つ
目
で
人
を
食
ら
う
鬼
は
『
出
雲
国
風
土
記
』
「
大
原
の
郡
阿
用
の
郷
」
に
「
昔
、
或

る
人
、
此
処
に
山
田
を
佃
り
て
守
り
き
。
そ
の
時
、
一
っ
目
の
鬼
来
て
、
佃
る
人
の
男
を

食
ふ
」
、
異
形
の
鬼
に
つ
い
て
は
『
日
本
書
紀
』
斉
明
紀
七
年
八
月
一
日
に
「
朝
倉
山
の

上
に
、
鬼
有
り
て
大
笠
を
著
て
、
喪
の
儀
を
臨
み
視
る
」
と
あ
る
。
本
文
引
用
は
す
べ
て

新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
。
表
記
は
一
部
改
め
た
。

8

和
歌
の
本
文
は
、
新
編
国
歌
大
観
よ
り
引
用
し
た
。
た
だ
し
一
部
表
記
は
改
め
た
。
以

下
も
同
じ
。
た
だ
し
、
『
賀
茂
保
憲
女
集
』
の
み
私
家
集
大
成
か
ら
の
引
用
。

9

『
一
条
摂
政
御
集
注
釈
』
（
平
安
文
学
輪
読
会
、
塙
書
房
、
一
九
六
七
年
）
等
。

10

河
野
小
百
合
「
「
心
の
鬼
」
と
「
随
求
経
」
ー
輔
親
集
の
歌
を
め
ぐ
っ
て
平
安
和
歌
に

お
け
る
仏
典
の
影
評
ー
」
『
愛
媛
国
文
研
究
』
五
一
、
二

0
0
一
年
）
、
杉
浦
和
子
「
源
氏

物
語
に
お
け
る
「
心
の
鬼
」
I

「
人
を
責
め
る
鬼
」
か
ら
「
己
を
責
め
る
鬼
」
の
物
語
へ

|
（
『
上
智
大
学
文
化
交
渉
学
研
究
』
一
、
二

0
一
三
年
）

11

注
4
森
論
文

L 

注
4
蒋
論
文
の
解
釈
に
従
っ
た
。
注

10
河
野
論
文
で
は
、
「
心
の
鬼
」
を
輔
親
の
心

（
「
す
い
い
（
く
）
」
の
在
処
を
知
っ
て
い
る
が
教
え
な
い
）
と
す
る
が
取
ら
な
い
。

13

森
正
人
「
紫
式
部
の
物
の
気
表
現
」
（
『
中
古
文
学
』
六
五
‘
―

1
0
0
0年
六
月
）

li

新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
『
蜻
蛉
日
記
』
二
九
一
頁

15

粧
編
日
本
古
典
文
学
全
集
『
枕
草
子
』
―
二
九
段
二
四
四
百
貪
以
下
、
『
枕
草
子
』

の
引
用
は
同
書
。

16

馬
渕
和
夫
『
和
名
類
緊
抄
古
[
与
本
ふ
戸
点
本
本
文
お
よ
び
ギ
苗
1
』
(
風
間
書
殿
ェ
几

七
三
年
）
〔
〕
内
は
割
注
表
記
。

17

室
城
秀
之
校
注
『
う
つ
ほ
物
語
』
改
訂
版
（
お
う
ふ
う
）
よ
り
引
用
。
以
下
『
う
つ

ほ
物
語
』
の
引
用
は
同
書
。
た
だ
し
⑧
の
例
、
室
城
秀
之
校
注
『
う
つ
ほ
物
語
』
改
訂
版

は
、
底
禾
に
「
幸
ひ
の
お
に
」
と
あ
る
と
こ
ろ
「
幸
ひ
の
な
き
」
と
改
訂
す
る
。

R

粧
編
日
本
古
典
文
学
全
集
『
伊
勢
物
語
』
五
八
段
「
荒
れ
た
る
宿
」
一
六
一
頁

19

粧
編
日
本
古
典
文
学
全
集
『
大
和
物
語
』
五
八
段
「
黒
塚
」
二
九
0
頁

以
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
『
蜻
蛉
日
記
』
下
巻
「
天
禄
二
年
十
二
月
」
二
六
八
頁

21

新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
壺
出
勅
紐
巴
二
七
段
「
親
の
守
る
人
」
五
0
四
頁

、2

新
日
本
古
典
文
学
大
系
『
落
窪
物
語
』
「
第
三
」
ニ
―
二
頁

公
私
家
集
全
釈
叢
書
三
七
『
大
斎
院
前
の
御
集
』
（
風
間
書
房
、
二

0
0九
年
）
の
訳
を

書
じ
た
。

24

『
法
華
験
記
』
五
七
「
鬼
の
害
を
遁
れ
た
る
持
経
者
法
師
」
（
日
本
思
想
大
系
）
に
は
、

但
馬
国
の
山
寺
に
宿
泊
し
た
僧
侶
二
人
の
う
ち
、
法
華
経
を
持
っ
て
い
な
い
老
僧
の
方
を
、

鬼
が
つ
か
み
割
い
て
食
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。

25

田
中
貴
子
冒
鬼
夜
行
の
見
え
る
都
市
』
（
ち
く
ま
学
芸
文
庫
、
二

0
0二
年
）

zt

粧
組
日
本
古
典
文
学
全
集
召
砂
氏
物
語
』
「
帯
木
」
一
ー
六
九
頁

27

粧
編
日
本
古
典
文
学
全
集
喜
砂
氏
物
語
』
「
帯
木
」
一
ー
八
八
頁

公
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
喜
砂
氏
物
語
』
「
帯
木
」
一
ー
九
九
頁

12 
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凰
H
本
古
典
文
学
全
集
窃
砂
氏
物
語
』
「
夕
顔
」
―
|
―
六
一
頁

新
編
日
本
古
典
文
学
仝
狙
研
砂
氏
物
語
』
「
夕
頻
」
一
ー
一
六
八
頁

新
編
H
本
古
典
文
学
全
集
研
砂
氏
物
語
』
「
若
菜
上
」
四
ー
一
九
八
頁

「
…
…
う
ち
捨
て
た
ま
ひ
て
、
か
く
行
く
方
も
知
ら
せ
た
ま
は
ぬ
こ
と
、
鬼
神
も
、
あ

が
君
を
ば
え
領
じ
た
て
ま
つ
ら
じ
。
人
の
い
み
じ
く
惜
し
む
人
を
ば
、
帝
釈
も
返
し
た
ま

ふ
な
り
。
人
に
ま
れ
鬼
に
ま
れ
、
返
し
た
て
ま
つ
れ
。
亡
き
御
骸
を
も
見
た
て
ま
つ
ら
ん
」

（
「
蛸
蛉
」
六
ー
ニ

0
六
百
0

「
か
か
る
こ
と
ど
も
の
紛
れ
あ
り
て
、
い
み
じ
う
も
の
思
ひ

た
ま
ふ
ら
ん
と
も
知
ら
ね
ば
、
身
を
投
げ
た
ま
へ
ら
ん
と
も
思
ひ
も
寄
ら
ず
、
鬼
や
食
ひ

つ
ら
ん
、
狐
め
く
も
の
や
と
り
も
て
去
ぬ
ら
ん
、
い
と
昔
物
語
の
あ
や
し
き
も
の
の
事
の

た
と
ひ
に
か
、
さ
や
う
な
る
こ
と
も
言
ふ
な
り
し
と
思
ひ
出
づ
。
」
（
「
蜻
蛉
」
六
ー
ニ
〇

八
・
ニ

0
九
｝
貝
）
「
殿
は
、
な
ほ
、
い
と
あ
へ
な
く
い
み
じ
と
間
き
た
ま
ふ
に
も
、
心
憂

か
り
け
る
所
か
な
、
鬼
な
ど
や
住
む
ら
む
、
な
ど
て
、
今
ま
で
さ
る
所
に
据
ゑ
た
り
つ
ら

む
、
思
は
ず
な
る
筋
の
紛
れ
あ
る
や
う
な
り
し
も
、
か
く
放
ち
お
き
た
る
に
心
や
す
く
て
、

人
も
言
ひ
犯
し
た
ま
ふ
な
り
け
む
か
し
、
と
思
ふ
に
も
、
わ
が
た
ゆ
く
世
づ
か
ぬ
心
の
み

悔
し
く
、
御
胸
い
た
く
お
ぼ
え
た
ま
ふ
。
」
（
「
蜻
蛉
」
六
ー
ニ
―
五
頁
）
「
…
…
鬼
な
ど
の

悶
し
き
こ
ゆ
と
も
、
い
さ
さ
か
残
る
と
こ
ろ
も
は
べ
る
な
る
も
の
を
」
（
「
蜻
蛉
」
六

三
三
百
0

33

「
こ
の
も
の
怖
ぢ
せ
ぬ
法
師
を
寄
せ
た
れ
ば
、
「
鬼
か
、
神
か
、
狐
か
、
木
霊
か
。
か
ば

か
り
の
天
の
下
の
験
者
の
お
は
し
ま
す
に
は
、
え
隠
れ
た
て
ま
つ
ら
じ
。
名
の
り
た
ま
へ
、

名
の
り
た
ま
へ
」
と
、
衣
を
と
り
て
引
け
ば
、
顔
を
ひ
き
入
れ
て
い
よ
い
よ
泣
く
。
「
い

で
、
あ
な
さ
が
な
の
木
盆
の
鬼
や
。
ま
さ
に
隠
れ
な
ん
や
」
と
言
ひ
つ
つ
、
顔
を
見
ん
と

す
る
に
、
北
口
あ
り
け
む
目
も
rI
如
も
な
か
り
け
ん
女
鬼
に
や
あ
ら
ん
と
む
く
つ
け
き
を
、
頼

も
し
う
い
か
き
さ
ま
を
人
に
見
せ
む
と
思
ひ
て
、
衣
を
ひ
き
脱
が
せ
ん
と
す
れ
ば
、
う
つ

ぶ
し
て
声
立
つ
ば
か
り
泣
く
。
」
（
「
手
習
」
六
ー
ニ
八
四
百
0

34

新
日
書
典
文
史
狙
喜
氏
物
邑
「
手
習
」
六
ー
ニ
九
六
頁

32 31 30 29 

新
日
本
古
典
文
学
全
集
沼
砂
氏
物
語
』
「
手
習
」
六
三
三

0
頁

注

lC
杉
浦
論
文
で
は
、
「
心
の
鬼
に
」
と
い
う
言
い
方
を
比
喩
的
な
連
用
修
飾
部
と

み
な
し
、
語
り
手
の
解
釈
を
含
み
持
っ
た
表
現
で
あ
る
と
い
う
。
ま
た
注
2
井
内
論
文
で

は
、
「
心
の
鬼
は
」
と
い
う
言
い
方
が
、
「
心
の
鬼
」
を
独
立
し
た
異
物
と
し
て
認
識
す
る

言
い
回
し
に
対
し
、
「
心
の
鬼
に
」
は
、
そ
れ
を
独
立
し
た
も
の
と
み
な
さ
ず
、
自
身
の

心
の
あ
り
よ
う
の
一
っ
と
し
て
認
め
て
い
く
表
現
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。

37

「
大
将
、
頭
弁
の
誦
じ
つ
る
こ
と
を
思
ふ
に
、
御
心
の
鬼
に
、
世
の
中
わ
づ
ら
は
し
う

お
ぼ
え
た
ま
ひ
て
、
尚
侍
の
君
に
も
お
と
づ
れ
き
こ
え
た
ま
は
で
久
し
う
な
り
に
け
り
。
」

〔
光
源
氏
〕
（
「
賢
木
」
ニ
ー
―
二
七
頁
）

「
御
文
い
と
忍
び
て
ぞ
今
日
は
あ
る
。
あ
い
な
き
御
心
の
鬼
な
り
や
。
」
〔
光
源
氏
〕
（
「
明

石
」
―
―
ー
ニ
五
八
頁
）

「
渡
り
た
ま
ふ
こ
と
も
、
あ
ま
り
う
ち
し
き
り
、
人
の
見
た
て
ま
つ
り
咎
む
べ
き
ほ
ど
は
、

心
の
鬼
に
思
し
と
ど
め
て
、
さ
る
べ
き
こ
と
を
し
出
で
て
、
御
文
の
通
は
ぬ
を
り
な
し
。
」

〔
光
源
氏
〕
（
「
常
夏
」
三
ー
ニ
三
四
百
〇

淡
「
か
の
御
た
め
に
と
り
た
て
て
何
わ
ざ
を
も
し
た
ま
は
む
は
、
人
咎
め
き
こ
え
つ
べ
し
、

内
裏
に
も
御
心
の
鬼
に
思
す
と
こ
ろ
や
あ
ら
む
、
と
思
し
つ
つ
む
ほ
ど
に
、
阿
弥
陀
仏
を

心
に
か
け
て
念
じ
た
て
ま
つ
り
た
ま
ふ
。
」
〔
冷
泉
帝
〕
（
「
朝
顔
」
一
丁
四
九
六
頁
）

笠
「
内
大
臣
の
御
車
の
あ
れ
ば
、
心
の
鬼
に
は
し
た
な
く
て
、
や
を
ら
隠
れ
て
、
わ
が
御

方
に
入
り
ゐ
た
ま
へ
り
。
」
〔
夕
霧
〕
（
「
少
女
」
三
ー
五
二
百
0

4
0
大
谷
雅
夫
「
夢
—
歌
語
と
詩
語
」
（
『
文
学
』
六
ー
五
、
二

0
0
五
年
九
月
）
等
。

《
附
記
》

本
稿
は
、
平
成
三
十
年
三
月
十
一
日
に
行
わ
れ
た
明
治
大
学
日
本
古
代
学
研
究
所
主
催
の
研

究
集
会
「
文
芸
テ
キ
ス
ト
か
ら
探
る
古
代
社
会
の

9

、
こ
こ
ろ

9
9

ー
時
代
と
ジ
ャ
ン
ル
を
越
え

36 35 
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て
ー
」
（
於
明
治
大
学
）
の
発
表
を
も
と
に
し
て
お
り
、
平
成
二
十
六
年
度
文
部
科
学
省
私
立

大
学
戦
略
的
研
究
基
盤
形
成
支
援
事
業
（
「
日
本
古
抒
泣
子
研
究
の
世
界
的
拠
点
形
成
」
事
業
番

号
S
1
4
1
1
0
2
2
)

に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
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