
『源
氏
物
語
﹄
薫
の
﹁
き
よ
ら
﹂
考

岸

ひ

と

み

【要
旨
︼﹃
源
氏
物
語
﹄
横
笛
巻
に
お
い
て
︑
光
源
氏
が
幼
い
薫
に
対
し
て
︑

﹁
か
れ
は
い
と
か
や
う
に
際
離
れ
た
る
き
よ
ら
は
な
か
り
し
も
の
を
﹂
と

思
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
︑
薫
に
︑
実
父
の
柏
木
に
は
な
い
﹁
き
よ
ら
﹂
を

見
出
し
て
い
る
︒
薫
は
成
人
し
て
か
ら
は
﹁
き
よ
げ
﹂
と
評
さ
れ
︑﹁
き

よ
ら
﹂
は
否
定
さ
れ
て
い
る
︒

従
来
か
ら
︑
薫
に
お
け
る
こ
の
美
的
評
価
の
変
更
は
︑
語
り
手
に
よ
る

も
の
だ
と
捉
え
ら
れ
て
き
た
︒
し
か
し
︑
こ
れ
は
源
氏
が
薫
を
評
し
た
も

の
で
あ
り
︑
語
り
手
の
意
図
に
よ
っ
て
変
え
ら
れ
た
と
解
す
る
前
に
︑
源

氏
が
な
ぜ
薫
を
﹁
き
よ
ら
﹂
で
あ
る
と
思
っ
た
の
か
︑
そ
の
意
識
を
考
察

し
た
︒

語
り
手

(草
子
地
)
に
お
い
て
︑
人
物
を
﹁
き
よ
ら
﹂
ま
た
は
﹁
き
よ

げ
﹂
だ
と
し
た
場
合
は
︑
物
語
の
中
の
客
観
的
評
価
で
あ
る
︒
し
か
し
︑

登
場
人
物
が
特
定
の
人
に
対
し
て
そ
う
思
っ
た
場
合
は
︑
そ
の
人
物
の
主

観
に
よ
る
評
価
な
の
で
︑
そ
の
者
の
意
識
が
作
用
し
て
い
る
︒
源
氏
が
特

定
の
人
の
顔
に
対
し
て
﹁
き
よ
ら
﹂
と
思
う
場
合
に
は
︑
自
分
の
顔
が
意

識
さ
れ
て
い
る
︒

薫
に
対
し
て
用
い
た
﹁
き
よ
ら
﹂
と
い
う
語
が
︑
源
氏
に
︑
薫
が
柏
木

の
子
で
は
な
く
︑
自
分
の
子
だ
と
い
う
意
識
を
喚
起
し
て
い
る
︒
源
氏
が

薫
を
我
が
子
と
思
え
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
で
︑
薫
は
物
語
の
主
人
公
性

を
継
承
す
る
こ
と
に
な
る
︒

【キ
ー
ワ
ー
ド
︼
源
氏
物
語
︑
き
よ
ら
︑
き
よ
げ
︑
視
点

は
じ
め
に

横
笛
巻
に
お
い
て
︑
柏
木
の
一
周
忌
を
迎
え
た
後
︑
源
氏
が
幼
い
薫
に

対
し
て
︑
﹁
か
れ
は
い
と
か
や
う
に
際
離
れ
た
る
き
よ
ら
は
な
か
り
し
も
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の
を
﹂
(﹃
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
﹄
横
笛
巻
349
頁
)
と
︑
薫
に
︑
実
父

の
柏
木
に
は
な
い
﹁
き
よ
ら
﹂
が
あ
る
と
思
っ
て
い
る
︒﹁
き
よ
ら
﹂
は
︑

﹁
第
一
流
の
気
品
あ
る
美
︑
華
麗
さ
︑
贅
美
を
い
う
﹂
と
さ
れ
︑﹁
源
氏
物

語
で
は
多
く
天
皇
・
皇
族
の
こ
と
・
も
の
に
つ
い
て
い
う
︒
キ
ヨ
ゲ
が
第

二
流
の
美
を
い
う
に
対
す
る
語
﹂
と
さ
れ
て
い
る(1

)
︒

確
か
に
︑
成
人
し
た
薫
は
︑﹁
顔
容
貌
も
︑
そ
こ
は
か
と
︑
い
づ
こ
な

む
す
ぐ
れ
た
る
︑
あ
な
き
よ
ら
と
見
ゆ
る
と
こ
ろ
も
な
き
﹂
(匂
兵
部
卿

巻
26
頁
)
と
︑﹁
き
よ
ら
﹂
が
な
い
と
さ
れ
て
い
る(2

)
︒

薫
は
源
氏
に
﹁
き
よ
ら
﹂
と
評
さ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
後
に
語
り

手
に
よ
っ
て
︑﹁
き
よ
ら
﹂
で
は
な
い
と
記
さ
れ
て
お
り
︑
相
反
す
る
評

価
が
存
在
す
る
︒

先
行
研
究
を
確
認
す
る
と
︑
長
野
ま
り
子
氏
が
︑﹁
あ
な
清
ら
︑
と
見

ゆ
る
所
も
な
き
が

(二
十
八
頁
下
段
参
照
)
こ
の
一
文
で
は
︑
前
編
に
二

箇
所
あ
る
の
を
含
め
て
︑
今
ま
で
薫
に
使
わ
れ
て
い
た
〝
清
ら
〟
が
す
べ

て
否
定
さ
れ
︑
草
子
地
の
見
る
薫
像
︑
柏
木
の
息
子
と
し
て
の
薫
が
示
さ

れ
て
い
る
の
で
あ
る
︒
そ
し
て
こ
れ
以
後
︑
薫
へ
の
評
価
が
す
べ
て
〝
清

げ
〟
で
統
一
さ
れ
て
い
る
事
を
考
え
る
時
︑
薫
は
清
ら
で
は
な
い
︑
と
い

う
草
子
地
の
評
価

(略
)
こ
れ
は
そ
の
ま
ま
作
者
自
身
の
評
価
で
あ
り
︑

物
語
の
方
向
を
示
す
も
の
﹂
と
さ
れ(3

)
︑
三
枝
秀
彰
氏
は
︑﹁
第
二
部
と
第

三
部
の
間
で
薫
の
造
型
は
く
い
違
う
わ
け
で
あ
る
が

(略
)
薫
に
お
け
る

主
題
の
変
更
が
そ
れ
を
要
請
し
た
﹂
と
し
︑﹁
変
更
さ
れ
た
新
た
な
主
題

と
は

(略
)
薫
が
柏
木
の
宿
命
を
重
要
な
問
題
と
し
て
担
わ
さ
れ
た
﹂
と

論
じ
ら
れ
て
い
る(4

)
︒
い
ず
れ
も
作
者
の
意
図
に
よ
り
︑
柏
木
の
血
を
受
け

継
ぐ
薫
と
い
う
こ
と
で
﹁
き
よ
ら
﹂
が
な
い
こ
と
に
変
更
さ
れ
た
と
解
し

て
い
る
よ
う
で
あ
る(5

)
︒

横
笛
巻
で
薫
を
﹁
き
よ
ら
﹂
だ
と
評
し
た
の
は
源
氏
で
あ
る
︒
語
り
手

が
︑
薫
に
は
﹁
き
よ
ら
﹂
が
な
い
と
し
て
︑
美
的
評
価
を
変
更
し
た
と
解

す
る
前
に
︑
源
氏
が
な
ぜ
薫
を
﹁
き
よ
ら
﹂
と
思
っ
た
の
か
︑
そ
の
意
識

を
検
討
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
︒
人
物
に
対
す
る
評
価
は
︑
語
り
手
に
よ
る

場
合
と
登
場
人
物
に
よ
る
場
合
と
で
︑
両
者
を
同
列
に
論
じ
る
こ
と
に
疑

問
を
持
つ(6

)
︒

そ
こ
で
︑
本
論
で
は
︑
ま
ず
︑
登
場
人
物
が
人
に
対
し
て
﹁
き
よ
ら
﹂

ま
た
は
﹁
き
よ
げ
﹂
と
思
っ
た
用
例
に
お
い
て
︑
そ
の
登
場
人
物
の
意
識

を
探
り
た
い(
7
)

︒
そ
の
上
で
︑
源
氏
が
特
定
の
人
に
対
し
て
﹁
き
よ
ら
﹂
ま

た
は
﹁
き
よ
げ
﹂
と
評
し
た
用
例
を
取
り
上
げ
︑
源
氏
が
ど
の
よ
う
な
意

識
を
持
っ
て
そ
の
言
葉
を
使
っ
た
か
を
検
討
し
︑
薫
の
﹁
き
よ
ら
﹂
を
考

察
す
る
︒

『源
氏
物
語
﹄
薫
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﹁
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一
︑
登
場
人
物
か
ら
の
﹁
き
よ
ら
﹂
と
﹁
き
よ
げ
﹂

語
り
手
以
外
の
者
が
︑
特
定
の
人
に
対
し
て
﹁
き
よ
ら
﹂
や
﹁
き
よ

げ
﹂
と
思
っ
た
場
合
に
︑
ど
の
よ
う
な
意
識
が
作
用
し
て
い
る
か
を
見
て

い
き
た
い
︒
源
氏
に
は
︑﹁
き
よ
ら
﹂
と
評
さ
れ
た
用
例
が
十
八
例
存
在

す
る(
8
)

︒
し
か
し
︑
登
場
人
物
が
源
氏
を
﹁
き
よ
げ
﹂
だ
と
思
っ
て
い
る
用

例
が
︑
二
例
あ
る(9

)
︒

ま
ず
︑
玉
鬘
が
源
氏
に
対
し
て
﹁
き
よ
げ
﹂
と
し
て
い
る
用
例
で
あ
る(10

)
︒

①
わ
づ
ら
は
し
き
気
添
ひ
た
ま
へ
る
人
ぞ
や
︒
人
の
心
や
ぶ
り
︑
も
の

の
過
ち
す
ま
じ
き
人
は
難
く
こ
そ
あ
り
け
れ
﹂
な
ど
︑
活
け
み
殺
し

み
い
ま
し
め
お
は
す
る
御
さ
ま
︑
尽
き
せ
ず
若
く
き
よ
げ
に
見
え
た

ま
ふ
︒

(蛍
巻
203
頁
)

こ
れ
は
︑
源
氏
が
玉
鬘
の
と
こ
ろ
を
訪
れ
︑
蛍
兵
部
卿
宮
に
つ
い
て
︑

﹁
わ
づ
ら
は
し
き
気
添
ひ
た
ま
へ
る
人
﹂
と
悪
く
言
っ
て
い
る
︒
新
編
頭

注
で
︑﹁
玉
鬘
へ
の
懸
想
心
の
た
め
だ
が
︑
そ
の
中
途
半
端
な
状
態
で
玉

鬘
は
六
条
院
に
釘
づ
け
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
﹂
と
記
さ
れ
て
い
る
︒
源
氏

の
﹁
活
け
み
殺
し
み
い
ま
し
め
お
は
す
る
御
さ
ま
﹂
と
︑
玉
鬘
が
蛍
兵
部

卿
宮
に
接
す
る
こ
と
に
つ
い
て
︑
源
氏
が
矛
盾
し
た
態
度
を
示
す
こ
と
に

対
し
︑﹁
若
く
き
よ
げ
に
見
え
た
ま
ふ
﹂
と
さ
れ
て
い
る
︒
地
の
文
で
は

あ
る
が
︑
そ
の
後
に
﹁
と
姫
君
思
す
﹂
(蛍
巻
204
頁
)
と
続
い
て
お
り
︑

玉
鬘
の
視
点
で
あ
る
︒

用
例
①
に
続
い
て
︑
﹁
を
か
し
く
お
ぼ
ゆ
る
薫
り
な
ど
も
︑
思
ふ
こ
と

な
く
は
︑
を
か
し
か
り
ぬ
べ
き
御
あ
り
さ
ま
か
な
﹂
(蛍
巻
204
頁
)
と
の

記
述
が
あ
り
︑
﹁
思
ふ
こ
と
﹂
と
は
︑
新
編
頭
注
で
は
︑﹁
源
氏
か
ら
言
い

寄
ら
れ
る
悩
み
﹂
と
さ
れ
て
い
る
︒
玉
鬘
は
そ
の
悩
み
が
な
け
れ
ば
︑
源

氏
の
衣
装
に
た
き
し
め
た
薫
り
も
ど
ん
な
に
か
素
晴
ら
し
い
と
あ
る
の
で
︑

思
い
悩
ん
で
い
る
た
め
に
︑
薫
り
は
そ
う
で
は
な
い
と
感
じ
て
い
る
︒
玉

鬘
が
源
氏
の
自
分
に
対
す
る
想
い
に
悩
み
︑
不
快
に
思
っ
て
い
る
︒
同
じ

薫
り
で
も
︑
玉
鬘
の
意
識
に
よ
っ
て
受
け
止
め
方
が
変
わ
っ
て
く
る
︒

そ
う
な
る
と
︑
玉
鬘
に
そ
の
よ
う
な
苦
悩
が
な
け
れ
ば
︑
源
氏
を
﹁
若

く
き
よ
ら
﹂
だ
と
思
う
で
あ
ろ
う
︒
源
氏
が
親
に
は
あ
る
ま
じ
き
態
度
を

と
り
︑
そ
れ
に
悪
感
情
を
抱
く
玉
鬘
に
と
っ
て
︑
源
氏
の
姿
は
﹁
き
よ

ら
﹂
で
は
な
く
︑
﹁
き
よ
げ
﹂
に
映
っ
て
い
る
︒
源
氏
は
︑
玉
鬘
の
養
父

と
い
う
立
場
を
逸
脱
し
て
い
る
︒

そ
こ
で
︑
玉
鬘
が
源
氏
を
﹁
き
よ
ら
﹂
だ
と
評
し
た
用
例
を
取
り
上
げ

た
い
︒

②
御
心
の
中
に
は
︑
い
に
し
へ
思
し
出
づ
る
こ
と
ど
も
︑
さ
ま
ざ
ま
な

り
け
む
か
し
︒
い
と
若
く
き
よ
ら
に
て
︑
か
く
御
賀
な
ど
い
ふ
こ
と

『源
氏
物
語
﹄
薫
の
﹁
き
よ
ら
﹂
考
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は
︑
ひ
が
数
へ
に
や
と
お
ぼ
ゆ
る
さ
ま
の
︑
な
ま
め
か
し
く
人
の
親

げ
な
く
お
は
し
ま
す
を
︑

(若
菜
上
巻
56
頁
)

こ
れ
は
︑
源
氏
の
四
十
の
賀
で
玉
鬘
が
源
氏
と
対
面
し
た
場
面
で
あ
る
︒

用
例
①
か
ら
四
年
が
経
過
し
て
い
る
が
︑
玉
鬘
が
源
氏
を
﹁
若
く
き
よ

ら
﹂
だ
と
思
っ
て
い
る
︒
こ
の
時
点
で
は
︑
源
氏
と
玉
鬘
の
関
係
は
過
去

の
も
の
と
な
り
︑
玉
鬘
は
髭
黒
と
結
婚
し
︑
子
が
二
人
い
る
︒
源
氏
は
玉

鬘
に
対
し
て
養
父
と
し
て
接
し
て
い
る
の
で
︑﹁
き
よ
ら
﹂
と
さ
れ
た
の

で
あ
ろ
う(11

)
︒

こ
の
点
に
つ
い
て
︑
福
井
佳
代
子
氏
が
︑
用
例
①
に
つ
い
て
﹁﹁
く
つ

ろ
ぎ
の
状
態
﹂
で
︑
し
か
も
︑
視
点
人
物
が
身
内
で
あ
れ
ば
︑
さ
す
が
の

光
源
氏
で
あ
っ
て
も
︑﹁
き
よ
ら
﹂
に
は
な
ら
な
い
﹂
と
し
て
︑﹁
二
人
の

関
係
は
発
展
す
る
可
能
性
も
十
分
に
あ
る
状
態
﹂
と
す
る
が
︑
用
例
②
は

﹁
外
部
か
ら
の
視
点
で
あ
り
︑
恋
が
発
展
す
る
余
地
が
一
切
な
い
二
人
の

関
係
﹂
と
し
て
︑﹁
身
内
﹂
と
﹁
外
部
﹂
と
い
う
視
点
で
論
じ
ら
れ
て
い

る(
12
)

︒確
か
に
︑
用
例
①
は
︑
源
氏
が
く
つ
ろ
い
で
い
る
場
面
で
あ
る
︒
他
の

用
例
で
﹁
御
容
貌
︑
こ
の
ご
ろ
い
み
じ
く
盛
り
に
き
よ
げ
な
り
﹂
(浮
舟

巻
148
頁
)
と
︑
匂
宮
に
対
し
て
︑
語
り
手
が
﹁
き
よ
げ
﹂
と
描
写
し
て
い

る
︒
匂
宮
は
源
氏
の
孫
で
皇
子
で
あ
り
︑
こ
れ
以
外
は
﹁
き
よ
ら
﹂
と
評

さ
れ
て
い
る
︒
こ
れ
は
︑
匂
宮
が
﹁
作
文
会
﹂
で
帝
を
前
に
し
て
詩
を
献

上
す
る
場
面
で
あ
り
︑
﹁
く
つ
ろ
ぎ
の
状
態
﹂
で
は
な
い
︒
ゆ
え
に
﹁
く

つ
ろ
ぎ
の
状
態
﹂
で
あ
る
こ
と
で
﹁
き
よ
げ
﹂
に
な
る
と
は
必
ず
し
も
い

え
な
い(13

)
︒

ま
た
︑
薄
雲
巻
で
︑
源
氏
が
大
堰
を
訪
問
す
る
た
め
に
着
飾
り
︑
紫
の

上
に
出
か
け
る
挨
拶
を
す
る
際
に
︑
﹁
隈
な
き
夕
日
に
い
と
ど
し
く
き
よ

ら
に
見
え
た
ま
ふ
を
︑
女
君
た
だ
な
ら
ず
見
た
て
ま
つ
り
﹂
(薄
雲
巻
438

頁
)
と
さ
れ
︑
身
内
で
あ
る
紫
の
上
の
視
点
か
ら
︑
源
氏
を
﹁
き
よ
ら
﹂

と
し
て
い
る
︒
身
内
か
ど
う
か
と
い
う
関
係
性
よ
り
も
︑
む
し
ろ
そ
の
よ

う
に
見
て
い
る
者
の
意
識
と
す
る
べ
き
で
あ
る
︒

次
に
︑
源
氏
に
対
し
て
﹁
き
よ
げ
﹂
と
し
た
も
う
一
つ
の
用
例
を
見
て

い
き
た
い(14

)
︒

③
ま
た
寄
り
て
見
れ
ば
︑
も
の
聞
こ
え
て
︑
大
臣
も
ほ
ほ
笑
み
て
︑
見

た
て
ま
つ
り
た
ま
ふ
︒
親
と
も
お
ぼ
え
ず
︑
若
く
き
よ
げ
に
な
ま
め

き
て
︑
い
み
じ
き
御
容
貌
の
盛
り
な
り
︒

(野
分
巻
266
頁
)

こ
れ
は
︑
六
条
院
に
野
分
が
襲
来
し
︑
夕
霧
は
見
舞
い
に
来
て
︑
た
ま

た
ま
紫
の
上
を
垣
間
見
た
︒
そ
こ
に
︑
源
氏
が
現
れ
︑
二
人
の
様
子
を
目

に
し
た
場
面
で
あ
る
︒﹁
親
と
も
お
ぼ
え
ず
︑
若
く
き
よ
げ
に
な
ま
め
き

て
﹂
と
さ
れ
︑
息
子
の
夕
霧
が
︑
源
氏
を
父
親
と
も
思
え
ず
︑﹁
若
く
き
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よ
げ
﹂
と
思
っ
て
い
る
︒
夕
霧
か
ら
︑
紫
の
上
に
対
し
て
は
︑
こ
の
前
で

﹁
気
高
く
き
よ
ら
に
︑
さ
と
に
ほ
ふ
心
地
し
て
﹂
(野
分
巻
265
頁
)
と
﹁
き

よ
ら
﹂
と
し
な
が
ら
︑
源
氏
に
は
﹁
き
よ
ら
﹂
と
は
な
っ
て
い
な
い
︒

そ
の
後
に
︑﹁
大
臣
の
い
と
け
遠
く
は
る
か
に
も
て
な
し
た
ま
へ
る
は
︑

か
く
︑
見
る
人
た
だ
に
は
え
思
ふ
ま
じ
き
御
あ
り
さ
ま
を
︑
至
り
深
き
御

心
に
て
︑
も
し
か
か
る
こ
と
も
や
と
思
す
な
り
け
り
と
思
ふ
に
︑
け
は
ひ

恐
ろ
し
う
て
﹂
(野
分
巻
265
頁
)
と
あ
り
︑
夕
霧
は
︑
源
氏
が
紫
の
上
の

あ
ま
り
の
美
し
さ
の
た
め
に
︑
自
分
を
遠
ざ
け
て
い
た
の
か
と
思
っ
て
︑

そ
ら
恐
ろ
し
く
な
っ
た
と
感
じ
て
い
る
︒
こ
の
感
情
は
︑
夕
霧
が
父
で
あ

る
源
氏
に
対
し
て
通
常
抱
く
気
持
ち
と
異
な
っ
て
い
る
︒
源
氏
は
親
で
あ

る
の
に
︑
夕
霧
が
紫
の
上
に
接
近
す
る
の
を
警
戒
し
︑
若
者
の
よ
う
に
紫

の
上
に
接
す
る
源
氏
の
姿
は
︑
夕
霧
に
は
親
と
も
思
え
ず
︑
衝
撃
を
受
け

た
で
あ
ろ
う
︒
夕
霧
は
そ
ん
な
源
氏
を
﹁
き
よ
げ
﹂
と
意
識
し
た
と
い
え

よ
う(
15
)

︒
語
り
手
か
ら
は
﹁
き
よ
ら
﹂
と
評
さ
れ
て
い
る
源
氏
が
︑
玉
鬘
と
夕
霧

に
は
﹁
き
よ
げ
﹂
と
映
っ
て
い
る
︒
親
子
関
係
を
逸
脱
し
て
い
る
源
氏
に

対
し
て
︑
両
者
が
負
の
感
情
を
持
つ
こ
と
で
︑
源
氏
の
様
子
を
﹁
き
よ

げ
﹂
で
あ
る
と
し
︑
逆
に
そ
の
よ
う
な
気
持
ち
を
抱
か
な
け
れ
ば
︑﹁
き

よ
ら
﹂
と
思
う
で
あ
ろ
う
︒

二
︑
源
氏
に
よ
る
﹁
き
よ
ら
﹂
と
﹁
き
よ
げ
﹂

本
章
で
は
︑
源
氏
が
︑
人
に
対
し
て
用
い
た
﹁
き
よ
ら
﹂
︑﹁
き
よ
げ
﹂

と
い
う
美
的
語
彙
に
つ
い
て
︑
ど
う
い
う
意
識
を
持
っ
て
い
る
か
見
て
い

き
た
い
︒
ま
ず
︑
源
氏
が
自
分
自
身
に
対
し
て
﹁
き
よ
ら
﹂
と
し
て
い
る

用
例
を
取
り
上
げ
る(16

)
︒

④
わ
が
御
影
の
鏡
台
に
う
つ
れ
る
が
︑
い
と
き
よ
ら
な
る
を
見
た
ま
ひ

て
︑
手
づ
か
ら
こ
の
赤
花
を
描
き
つ
け
に
ほ
は
し
て
み
た
ま
ふ
に
︑

か
く
よ
き
顔
だ
に
︑
さ
て
ま
じ
れ
ら
む
は
見
苦
し
か
る
べ
か
り
け
り
︒

姫
君
見
て
︑
い
み
じ
く
笑
ひ
た
ま
ふ
︒

(
末
摘
花
巻
306
頁
)

⑤
御
鬢
か
き
た
ま
ふ
と
て
︑
鏡
台
に
寄
り
た
ま
へ
る
に
︑
面
痩
せ
た
ま

へ
る
影
の
︑
我
な
が
ら
い
と
あ
て
に
き
よ
ら
な
れ
ば
︑
﹁
こ
よ
な
う

こ
そ
お
と
ろ
へ
に
け
れ
︒
こ
の
影
の
や
う
に
や
痩
せ
て
は
べ
る
︒
あ

は
れ
な
る
わ
ざ
か
な
﹂
と
の
た
ま
へ
ば
︑
女
君
︑
涙
を
一
目
浮
け
て

見
お
こ
せ
た
ま
へ
る
︑

(
須
磨
巻
173
頁
)

両
用
例
と
も
に
︑
源
氏
が
︑
地
の
文
で
鏡
に
映
っ
た
自
分
の
顔
を
見
て
︑

﹁
き
よ
ら
﹂
と
思
っ
て
い
る
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る(17

)
︒
④
の
用
例
は
源
氏

が
無
邪
気
な
紫
の
上
と
戯
れ
て
い
る
場
面
で
︑
鏡
の
中
の
自
分
を
﹁
き
よ

ら
﹂
で
あ
る
と
し
て
︑
自
分
の
鼻
に
赤
い
紅
粉
を
つ
け
て
紫
の
上
と
遊
ん
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で
い
る
︒
用
例
⑤
は
︑
須
磨
に
退
去
す
る
こ
と
に
な
り
︑
二
条
院
で
紫
の

上
と
別
れ
を
惜
し
む
場
面
で
あ
る
︒
鏡
に
映
さ
れ
た
や
つ
れ
た
顔
を
︑

﹁
我
な
が
ら
い
と
あ
て
に
き
よ
ら
な
れ
ば
﹂
と
し
て
︑
自
画
自
賛
し
て
い

る
︒
こ
の
よ
う
な
状
況
で
も
︑
源
氏
は
自
身
を
﹁
き
よ
ら
﹂
で
あ
る
と

思
っ
て
い
る
︒

さ
ら
に
用
例
④
で
は
︑﹁
姫
君
見
て
﹂
と
︑
用
例
⑤
は
︑﹁
女
君
︑
涙
を

一
目
浮
け
て
見
お
こ
せ
た
ま
へ
る
﹂
と
あ
り
︑
共
に
紫
の
上
は
源
氏
の
顔

を
見
つ
め
て
い
る
︒
源
氏
は
鏡
で
自
分
の
顔
を
見
て
い
る
と
同
時
に
︑
傍

に
い
る
紫
の
上
も
︑
直
接
自
分
の
顔
を
見
て
お
り
︑
そ
の
こ
と
を
源
氏
は

わ
か
っ
て
い
よ
う
︒

こ
れ
ら
か
ら
︑
源
氏
は
︑
少
な
く
と
も
自
分
と
そ
っ
く
り
な
顔
は
﹁
き

よ
ら
﹂
で
あ
り
︑
顔
が
﹁
き
よ
ら
﹂
だ
と
思
っ
た
時
に
は
︑
同
様
に
感
じ

る
別
の
人
物
の
存
在
を
意
識
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
︒

次
に
源
氏
が
夕
霧
に
対
し
て
︑﹁
き
よ
ら
﹂︑﹁
き
よ
げ
﹂
で
あ
る
と
評

し
た
用
例
を
取
り
上
げ
る(18

)
︒

⑥
御
前
に
参
り
た
ま
へ
れ
ば
︑
か
の
こ
と
は
聞
こ
し
め
し
た
れ
ど
︑
何

か
は
聞
き
顔
に
も
と
思
い
て
︑
た
だ
う
ち
ま
も
り
た
ま
へ
る
に
︑
い

と
め
で
た
く
き
よ
ら
に
︑
こ
の
ご
ろ
こ
そ
ね
び
ま
さ
り
た
ま
へ
る
御

盛
り
な
め
れ
︑
さ
る
さ
ま
の
す
き
事
を
し
た
ま
ふ
と
も
︑
人
の
も
ど

く
べ
き
さ
ま
も
し
た
ま
は
ず
︑
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
た
ま
へ
り
︑

(夕
霧
巻
471
頁
)

⑦
殿
の
︑
御
鏡
な
ど
見
た
ま
ひ
て
︑
忍
び
て
︑
﹁
中
将
の
朝
明
の
姿
は

き
よ
げ
な
り
な
︒
た
だ
今
は
き
び
は
な
る
べ
き
ほ
ど
を
︑
か
た
く

な
し
か
ら
ず
見
ゆ
る
も
︑
心
の
闇
に
や
﹂
と
て
︑
わ
が
御
顔
は
古

り
が
た
く
よ
し
と
見
た
ま
ふ
べ
か
め
り
︒

(
野
分
巻
275
頁
)

用
例
⑥
は
︑
夕
霧
が
落
葉
の
宮
を
一
条
宮
に
移
し
て
通
っ
て
い
る
と
い

う
噂
に
つ
い
て
︑
源
氏
は
︑
知
ら
ぬ
ふ
り
を
し
て
夕
霧
を
見
つ
め
て
い
る

場
面
で
あ
る
︒
源
氏
が
二
十
九
歳
の
夕
霧
に
対
し
て
︑﹁
き
よ
ら
﹂
と
し

て
い
る
︒
夕
霧
は
︑
語
り
手
か
ら
﹁
別
々
に
て
は
︑
同
じ
顔
を
移
し
と
り

た
る
と
見
ゆ
る
﹂
(
藤
裏
葉
巻
444
頁
)
と
︑
源
氏
と
顔
が
そ
っ
く
り
だ
と

さ
れ
て
い
た(19

)
︒
源
氏
の
心
内
文
で
︑
自
分
に
瓜
二
つ
の
夕
霧
を
﹁
き
よ

ら
﹂
と
思
っ
て
い
る
︒

さ
ら
に
こ
の
後
に
﹁
女
に
て
︑
な
ど
か
め
で
ざ
ら
む
︑
鏡
を
見
て
も
︑

な
ど
か
お
ご
ら
ざ
ら
む
︑
と
わ
が
御
子
な
が
ら
も
思
す
﹂
(夕
霧
巻
472
頁
)

と
記
さ
れ
︑
新
編
頭
注
で
﹁
落
葉
の
宮
も
夕
霧
を
愛
し
て
い
る
こ
と
だ
ろ

う
﹂
と
あ
る
︒
源
氏
は
落
葉
の
宮
が
夕
霧
の
顔
に
心
を
奪
わ
れ
る
だ
ろ
う

と
思
っ
て
お
り
︑
落
葉
の
宮
の
存
在
も
意
識
し
て
い
る
︒
こ
の
部
分
で
も
︑
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﹁
鏡
﹂
が
登
場
し
て
い
る(20

)
︒

続
い
て
﹁
さ
る
さ
ま
の
す
き
事
を
し
た
ま
ふ
と
も
︑
人
の
も
ど
く
べ
き

さ
ま
も
し
た
ま
は
ず
﹂
に
対
し
て
︑
夕
霧
は
﹁
も
の
清
げ
﹂
と
評
さ
れ
て

い
る
︒﹁
清
げ
﹂
に
︑
接
頭
語
の
﹁
も
の
﹂
が
付
い
て
お
り
︑
対
象
は
夕

霧
の
姿
で
あ
る
︒
姿
は
︑
衣
装
や
態
度
︑
雰
囲
気
な
ど
が
合
わ
さ
っ
た
も

の
な
の
で
︑
顔
に
対
す
る
評
価
と
異
な
っ
て
も
矛
盾
は
な
い
︒

用
例
⑦
で
は
︑
源
氏
が
︑
十
五
歳
の
夕
霧
を
﹁
き
よ
げ
﹂
だ
と
紫
の
上

に
話
し
て
い
る
︒
そ
の
前
に
﹁
殿
の
︑
御
鏡
な
ど
見
た
ま
ひ
て
﹂
と
︑
源

氏
が
自
分
の
顔
を
見
た
後
で
︑
夕
霧
の
﹁
朝
明
の
姿
﹂
に
対
し
て
﹁
き
よ

げ
な
り
な
﹂
と
し
て
い
る
︒
さ
ら
に
﹁
心
の
闇
に
や
﹂
と
し
て
︑
親
の
欲

目
の
よ
う
な
言
い
方
で
あ
る
︒
こ
れ
に
対
し
て
︑
語
り
手
か
ら
﹁
わ
が
御

顔
は
古
り
が
た
く
よ
し
と
見
た
ま
ふ
べ
か
め
り
﹂
と
︑
自
分
の
顔
は
い
く

つ
に
な
っ
て
も
き
れ
い
だ
と
思
っ
て
い
る
よ
う
だ
と
評
さ
れ
て
い
る(21

)
︒

夕
霧
は
︑
主
と
し
て
﹁
き
よ
ら
﹂
と
さ
れ
た
人
物
で
あ
り(22

)
︑﹁
き
よ
げ
﹂

と
し
た
の
は
︑
語
り
手
以
外
で
は
源
氏
と
落
葉
の
宮
で
あ
る(23

)
︒﹁
朝
明
の

姿
﹂
と
は
︑
新
編
頭
注
で
﹁
女
の
許
か
ら
朝
帰
っ
て
ゆ
く
男
の
姿
を
い
う

歌
語
﹂
と
記
さ
れ
て
い
る
︒
こ
の
場
面
で
は
︑
夕
霧
は
風
の
見
舞
い
に
来

て
い
る
︒
源
氏
は
︑
夕
霧
が
紫
の
上
に
近
づ
く
こ
と
を
警
戒
し
て
い
る
の

で
︑
紫
の
上
を
意
識
し
た
言
葉
で
あ
る
︒
源
氏
が
本
心
か
ら
夕
霧
の
姿
に

対
し
て
﹁
き
よ
げ
﹂
と
思
っ
て
い
る
と
は
い
え
な
い
︒
夕
霧
は
源
氏
と
瓜

二
つ
で
あ
り
︑
こ
の
直
前
に
源
氏
は
鏡
で
自
分
の
顔
を
見
て
い
る
の
で
︑

夕
霧
の
顔
は
﹁
き
よ
ら
﹂
だ
と
感
じ
︑
姿
も
同
様
と
思
っ
て
い
る
で
あ
ろ

う
︒以

上
に
よ
り
︑
源
氏
は
︑
少
な
く
と
も
自
分
に
そ
っ
く
り
な
顔
で
あ
れ

ば
﹁
き
よ
ら
﹂
と
思
い
︑
そ
の
言
葉
を
使
う
と
き
は
︑
同
様
に
﹁
き
よ

ら
﹂
と
感
じ
る
特
定
の
女
性
の
存
在
と
﹁
鏡
﹂
を
意
識
し
て
い
る
と
い
え

そ
う
で
あ
る(
24
)

︒
三
︑
薫
の
﹁
き
よ
ら
﹂

薫
を
﹁
き
よ
ら
﹂
だ
と
し
て
い
る
用
例
は
三
例
で
あ
る
︒
登
場
人
物
の

視
点
で
は
︑
源
氏
と
夕
霧
に
よ
る
も
の
だ
け
で
あ
る(25

)
︒
ま
ず
︑
冒
頭
に
出

し
た
該
当
用
例
を
取
り
上
げ
る
︒

⑧
頭
は
露
草
し
て
こ
と
さ
ら
に
色
ど
り
た
ら
む
心
地
し
て
︑
口
つ
き
う

つ
く
し
う
に
ほ
ひ
︑
ま
み
の
び
ら
か
に
恥
づ
か
し
う
か
を
り
た
る
な

ど
は
︑
な
ほ
い
と
よ
く
思
ひ
出
で
ら
る
れ
ど
︑
か
れ
は
い
と
か
や
う

に
際
離
れ
た
る
き
よ
ら
は
な
か
り
し
も
の
を
︑
い
か
で
か
か
ら
ん
︑

宮
に
も
似
た
て
ま
つ
ら
ず
︑
今
よ
り
気
高
く
も
の
も
の
し
う
さ
ま
こ

と
に
見
え
た
ま
へ
る
気
色
な
ど
は
︑
わ
が
御
鏡
の
影
に
も
似
げ
な
か
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ら
ず
見
な
さ
れ
た
ま
ふ
︒

(横
笛
巻
349
頁
)

こ
れ
は
︑
柏
木
の
一
周
忌
が
過
ぎ
︑﹁
若
君
は
︑
乳
母
の
も
と
に
寝
た

ま
へ
り
け
る
︑
起
き
て
這
ひ
出
で
た
ま
ひ
て
︑
御
袖
を
引
き
ま
つ
は
れ
た

て
ま
つ
り
た
ま
ふ
さ
ま
い
と
う
つ
く
し
﹂
(横
笛
巻
349
頁
)
と
︑
乳
母
の

と
こ
ろ
で
寝
て
い
た
薫
が
起
き
て
き
て
源
氏
に
ま
と
わ
り
つ
き
︑
源
氏
が

薫
を
愛
し
く
思
っ
た
後
の
心
内
文
で
あ
る
︒

源
氏
が
薫
を
見
て
︑﹁
口
つ
き
う
つ
く
し
う
に
ほ
ひ
︑
ま
み
の
び
ら
か

に
恥
づ
か
し
う
か
を
り
た
る
な
ど
は
︑
な
ほ
い
と
よ
く
思
ひ
出
で
ら
る
﹂

と
︑
源
氏
の
視
線
は
︑
薫
の
口
も
と
や
目
も
と
に
注
目
し
︑
柏
木
に
似
て

い
る
と
い
う
思
い
で
あ
る
︒
続
い
て
︑﹁
か
れ
は
い
と
か
や
う
に
際
離
れ

た
る
き
よ
ら
は
な
か
り
し
も
の
﹂
と
︑
柏
木
に
は
薫
ほ
ど
の
格
別
の
﹁
き

よ
ら
﹂
は
な
か
っ
た
と
感
じ
て
い
る
︒

さ
ら
に
︑﹁
い
か
で
か
か
ら
ん
︑
宮
に
も
似
た
て
ま
つ
ら
ず
﹂
と
︑
女

三
の
宮
に
も
似
て
い
な
い
し
︑
薫
の
器
量
は
ど
こ
か
ら
来
る
の
だ
ろ
う
か

と
し
て
︑﹁
わ
が
御
鏡
の
影
に
も
似
げ
な
か
ら
ず
﹂
と
︑
自
分
の
鏡
に
映

る
顔
に
も
似
て
い
な
い
で
も
な
い
と
い
う
思
い
に
至
っ
て
い
る
︒
源
氏
は

今
ま
で
も
薫
の
器
量
が
抜
き
ん
出
て
優
れ
て
い
る
こ
と
は
意
識
に
上
っ
て

い
た
が
︑
初
め
て
薫
が
自
分
に
似
て
い
る
よ
う
に
感
じ
て
い
る
︒

次
は
夕
霧
か
ら
の
も
の
で
あ
る
︒

⑨
二
藍
の
直
衣
の
か
ぎ
り
を
着
て
︑
い
み
じ
う
白
う
光
り
う
つ
く
し
き

こ
と
︑
皇
子
た
ち
よ
り
も
こ
ま
か
に
を
か
し
げ
に
て
︑
つ
ぶ
つ
ぶ
と

き
よ
ら
な
り
︒
な
ま
目
と
ま
る
心
も
添
ひ
て
見
れ
ば
に
や
︑
ま
な
こ

ゐ
な
ど
︑
こ
れ
は
い
ま
す
こ
し
強
う
才
あ
る
さ
ま
ま
さ
り
た
れ
ど
︑

眼
尻
の
と
ぢ
め
を
か
し
う
か
を
れ
る
け
し
き
な
ど
い
と
よ
く
お
ぼ
え

た
ま
へ
り
︒
口
つ
き
の
︑
こ
と
さ
ら
に
は
な
や
か
な
る
さ
ま
し
て
う

ち
笑
み
た
る
な
ど
︑
わ
が
目
の
う
ち
つ
け
な
る
に
や
あ
ら
む
︑

(横
笛
巻
364
頁
)

こ
の
前
に
︑
夕
霧
が
﹁
こ
の
君
を
ま
だ
え
よ
く
も
見
ぬ
か
な
と
思
し

て
﹂
(横
笛
巻
364
頁
)
と
記
述
さ
れ
て
い
る
の
で
︑
こ
の
場
面
で
は
夕
霧

が
薫
の
顔
を
じ
っ
と
見
つ
め
て
い
る
︒
最
初
の
印
象
は
︑﹁
皇
子
た
ち
よ

り
も
こ
ま
か
に
を
か
し
げ
に
て
︑
つ
ぶ
つ
ぶ
と
き
よ
ら
な
り
﹂
と
し
て
︑

明
石
の
女
御
腹
の
宮
た
ち
と
比
較
を
し
て
︑
そ
れ
よ
り
も
美
し
く
ま
る
ま

る
と
肥
え
て
い
て
﹁
き
よ
ら
な
り
﹂
と
思
っ
て
い
る
︒
夕
霧
は
薫
の
顔
だ

け
で
な
く
︑
衣
装
や
体
つ
き
︑
肌
の
色
を
含
め
て
全
体
の
姿
も
見
て
い
る
︒

続
い
て
︑
﹁
眼
尻
の
と
ぢ
め
を
か
し
う
か
を
れ
る
け
し
き
な
ど
い
と
よ
く

お
ぼ
え
た
ま
へ
り
︒
口
つ
き
の
︑
こ
と
さ
ら
に
は
な
や
か
な
る
さ
ま
し
て

う
ち
笑
み
た
る
な
ど
﹂
と
︑
目
じ
り
の
切
れ
や
笑
っ
た
と
き
の
口
も
と
が

柏
木
に
似
て
い
る
と
し
て
い
る
︒
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し
か
し
︑﹁
な
ま
目
と
ま
る
心
も
添
ひ
て
見
れ
ば
に
や
﹂︑﹁
わ
が
目
の

う
ち
つ
け
な
る
に
や
あ
ら
む
﹂
と
︑
薫
が
柏
木
の
子
で
は
な
い
か
と
思
っ

て
み
る
か
ら
︑
似
て
い
る
と
思
う
の
か
と
自
問
自
答
し
て
い
る
︒
夕
霧
は
︑

薫
が
柏
木
の
子
だ
ろ
う
か
と
疑
念
を
持
つ
も
︑﹁
い
か
で
さ
は
あ
る
べ
き

こ
と
ぞ
と
︑
な
ほ
心
得
ず
思
ひ
よ
る
方
な
し
﹂
(横
笛
巻
365
頁
)
と
︑
確

信
が
持
て
な
い
︒

夕
霧
は
︑
薫
が
柏
木
や
皇
子
よ
り
も
美
し
い
と
思
う
も
︑
そ
こ
に
源
氏

に
似
て
い
る
と
い
う
意
識
は
な
い
︒﹁
ま
な
こ
ゐ
な
ど
︑
こ
れ
は
い
ま
す

こ
し
強
う
才
あ
る
さ
ま
ま
さ
り
た
れ
ど
﹂
と
︑
眼
差
し
な
ど
が
柏
木
よ
り

も
優
れ
て
い
る
と
し
て
い
る
︒
薫
の
美
し
さ
を
感
じ
た
後
に
︑﹁
子
と
名

の
り
出
で
く
る
人
だ
に
な
き
こ
と
︑
形
見
に
見
る
ば
か
り
の
な
ご
り
を
だ

に
と
ど
め
よ
か
し
と
泣
き
焦
が
れ
た
ま
ふ
に
聞
か
せ
た
て
ま
つ
ら
ざ
ら
む

罪
得
が
ま
し
さ
︑
な
ど
思
ふ
も
﹂
(横
笛
巻
365
頁
)
と
し
て
︑
柏
木
の
父

親
に
意
識
が
移
っ
て
い
る
︒
こ
の
点
は
︑
源
氏
が
五
十
日
の
祝
い
の
時
に
︑

薫
が
柏
木
に
似
て
い
る
と
し
た
後
に
︑﹁
親
た
ち
の
︑
子
だ
に
あ
れ
か
し

と
泣
い
た
ま
ふ
ら
む
﹂
(柏
木
巻
324
頁
)
と
呼
応
し
て
い
る
︒

ま
た
︑﹁
こ
の
君
は
︑
い
と
あ
て
な
る
も
の
か
ら
︑
さ
ま
こ
と
に
を
か

し
げ
な
る
を
︑
見
く
ら
べ
た
て
ま
つ
り
つ
つ
﹂
(横
笛
巻
365
頁
)
と
︑
夕

霧
は
薫
に
取
り
分
け
高
貴
な
美
し
さ
を
見
出
し
て
い
る
︒
そ
の
前
で
︑
皇

子
だ
か
ら
気
高
い
と
思
っ
て
し
ま
う
が
︑
顔
を
見
る
と
そ
れ
程
で
も
な
い

と
し
て
い
る
の
で
︑
自
分
の
思
い
込
み
に
よ
っ
て
見
え
方
が
変
わ
る
こ
と

を
意
識
し
て
い
る
︒
夕
霧
が
意
識
す
る
﹁
き
よ
ら
﹂
と
は
︑
具
体
的
に
ど

う
い
う
も
の
か
は
描
か
れ
て
い
な
い
が
︑
柏
木
や
皇
子
よ
り
も
美
し
い
し
︑

源
氏
の
子
で
あ
る
か
ら
﹁
き
よ
ら
﹂
で
あ
る
と
い
う
意
識
が
働
い
て
い
る

の
で
あ
ろ
う
︒

源
氏
は
︑
薫
に
は
﹁
気
高
く
も
の
も
の
し
う
さ
ま
こ
と
に
見
え
た
ま
へ

る
気
色
﹂
が
あ
る
と
し
︑
夕
霧
と
同
様
に
薫
に
気
高
く
並
外
れ
た
美
し
さ

を
感
じ
て
い
る
︒
源
氏
と
夕
霧
は
薫
に
つ
い
て
同
じ
よ
う
な
美
的
評
価
を

し
︑
口
つ
き
と
目
も
と
が
柏
木
に
似
て
い
る
と
思
っ
て
い
る
︒

し
か
し
︑
薫
が
﹁
き
よ
ら
﹂
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
︑
異
な
る
点
が
あ

る
︒
源
氏
は
︑
薫
の
顔
を
柏
木
と
比
較
し
て
︑
柏
木
に
は
薫
ほ
ど
の
﹁
際

離
れ
た
る
き
よ
ら
﹂
は
な
い
と
し
︑
夕
霧
は
薫
の
姿
が
﹁
つ
ぶ
つ
ぶ
と
き

よ
ら
﹂
と
思
っ
て
い
る
︒

さ
ら
に
︑
そ
の
後
に
続
く
意
識
も
︑
両
者
で
異
な
る
︒
柏
木
に
似
て
い

る
こ
と
に
つ
い
て
︑
夕
霧
は
︑
薫
が
柏
木
の
子
か
ど
う
か
は
確
信
が
持
て

な
い
の
で
︑
気
の
せ
い
か
も
し
れ
な
い
と
思
っ
て
い
る
︒
一
方
︑
源
氏
は

柏
木
の
子
で
あ
る
の
が
わ
か
っ
て
い
る
の
に
︑
自
分
に
似
て
い
る
気
が
す

る
と
思
っ
て
い
る
︒
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同
じ
よ
う
に
薫
を
見
つ
め
な
が
ら
︑
源
氏
と
夕
霧
で
見
え
方
が
異
な
る

の
は
︑
各
々
の
意
識
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
︒
源
氏
は
実
子
で
な
い
薫
に

対
し
て
︑
な
ぜ
﹁
顔
が
き
よ
ら
﹂
と
し
︑﹁
わ
が
御
鏡
の
影
に
も
似
げ
な

か
ら
ず
﹂
と
思
っ
た
の
か
︒
こ
こ
に
源
氏
の
隠
さ
れ
た
意
識
が
あ
り
そ
う

な
の
で
︑
次
章
で
見
て
い
き
た
い
︒

四
︑
薫
の
﹁
き
よ
ら
﹂
に
お
け
る
源
氏
の
意
識

薫
の
五
十
日
の
祝
い
の
際
に
も
︑
次
の
用
例
に
あ
る
よ
う
に
︑
源
氏
は

薫
が
柏
木
に
似
て
い
る
と
思
っ
て
い
た
︒
前
章
の
用
例
⑧
に
お
け
る
源
氏

の
意
識
と
︑
ど
の
よ
う
な
違
い
が
あ
る
の
か
見
て
い
き
た
い
︒

⑩
大
将
な
ど
の
児
生
ひ
ほ
の
か
に
思
し
出
づ
る
に
は
似
た
ま
は
ず
︒
女

御
の
御
宮
た
ち
︑
は
た
︑
父
帝
の
御
方
ざ
ま
に
︑
王
気
づ
き
て
気
高

う
こ
そ
お
は
し
ま
せ
︑
こ
と
に
す
ぐ
れ
て
め
で
た
う
し
も
お
は
せ
ず
︒

こ
の
君
︑
い
と
あ
て
な
る
に
添
へ
て
愛
敬
づ
き
︑
ま
み
の
か
を
り
て
︑

笑
が
ち
な
る
な
ど
を
い
と
あ
は
れ
と
見
た
ま
ふ
︒
思
ひ
な
し
に
や
︑

な
ほ
い
と
よ
う
お
ぼ
え
た
り
か
し
︒
た
だ
今
な
が
ら
︑
ま
な
こ
ゐ
の

の
ど
か
に
︑
恥
づ
か
し
き
さ
ま
も
や
う
離
れ
て
︑
か
を
り
を
か
し
き

顔
ざ
ま
な
り
︒

(柏
木
巻
323
頁
)

⑪
ま
み
口
つ
き
の
う
つ
く
し
き
も
︑
心
知
ら
ざ
ら
む
人
は
い
か
が
あ
ら

む
︑
な
ほ
︑
い
と
よ
く
似
通
ひ
た
り
け
り
︑
と
見
た
ま
ふ
に
︑

(柏
木
巻
324
頁
)

こ
の
場
面
に
お
い
て
︑
源
氏
は
薫
が
誰
に
似
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
に

意
識
が
向
い
て
い
る
︒
夕
霧
の
幼
い
頃
の
顔
に
も
似
て
い
な
い
︒
明
石
の

女
御
腹
の
宮
た
ち
と
比
べ
る
と
︑
宮
は
気
高
い
が
美
し
く
は
な
い
︒
薫
は

﹁
い
と
あ
て
な
る
に
添
へ
て
愛
敬
づ
き
﹂
と
︑
薫
の
方
が
気
品
が
あ
り
︑

美
し
い
と
し
て
い
る
︒

｢ま
み
の
か
を
り
て
︑
笑
が
ち
な
る
な
ど
を
い
と
あ
は
れ
と
見
た
ま
ふ
︒

思
ひ
な
し
に
や
︑
な
ほ
い
と
よ
う
お
ぼ
え
た
り
か
し
﹂︑﹁
ま
み
口
つ
き
の

う
つ
く
し
き
も
︑
心
知
ら
ざ
ら
む
人
は
い
か
が
あ
ら
む
︑
な
ほ
︑
い
と
よ

く
似
通
ひ
た
り
け
り
﹂
と
︑
薫
の
笑
っ
た
時
の
目
も
と
や
口
つ
き
が
柏
木

に
似
て
い
る
と
思
っ
て
い
た
︒
こ
の
点
は
︑
用
例
⑧
と
同
じ
で
あ
る
︒

薫
の
顔
に
つ
い
て
︑
同
じ
よ
う
な
印
象
を
持
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑

五
十
日
の
祝
い
の
折
は
︑
柏
木
に
こ
れ
ほ
ど
の
﹁
際
離
れ
た
る
き
よ
ら
﹂

は
な
い
と
い
う
思
い
は
な
か
っ
た
︒
こ
こ
で
は
柏
木
と
薫
の
顔
を
比
較
し

て
い
る
︒
こ
れ
は
︑
源
氏
の
意
識
が
異
な
る
か
ら
で
あ
る
︒
拙
稿
に
て
︑

横
笛
巻
の
薫
の
﹁
知
ら
ず
顔
﹂
に
お
い
て
︑
源
氏
は
︑
薫
を
柏
木
に
似
て

い
る
不
義
の
子
と
し
て
見
る
の
で
は
な
く
︑
柏
木
と
切
り
離
し
て
独
立
し

た
存
在
で
あ
る
と
い
う
意
識
に
変
わ
っ
た
こ
と
を
論
じ
た(26

)
︒

『源
氏
物
語
﹄
薫
の
﹁
き
よ
ら
﹂
考

七
六



五
十
日
の
祝
い
の
時
は
︑
柏
木
に
似
て
い
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
に

源
氏
の
関
心
が
向
か
っ
た
︒
用
例
⑧
で
は
︑
薫
が
柏
木
に
似
て
い
る
と
い

う
思
い
は
変
わ
ら
な
い
が
︑
薫
を
柏
木
と
重
ね
て
み
る
の
で
は
な
く
︑
両

者
を
並
べ
︑
薫
が
柏
木
よ
り
も
格
段
に
優
れ
て
い
る
と
感
じ
て
い
る
︒
柏

木
に
は
﹁
か
や
う
に
際
離
れ
た
る
き
よ
ら
﹂
は
な
か
っ
た
と
意
識
し
て
︑

柏
木
の
顔
を
思
い
浮
か
べ
︑
薫
が
﹁
き
よ
ら
﹂
で
あ
る
と
思
っ
て
い
る
︒

こ
れ
は
︑
薫
を
見
て
単
純
に
﹁
き
よ
ら
﹂
だ
と
い
う
の
と
は
異
な
る(27

)
︒

源
氏
は
︑
薫
を
柏
木
と
比
べ
て
︑
薫
に
格
別
に
優
れ
た
美
を
見
出
し
︑

そ
れ
は
誰
か
ら
受
け
継
い
だ
の
だ
ろ
う
か
と
︑
思
い
を
巡
ら
す
︒
薫
は
女

三
の
宮
に
も
似
て
い
な
い
︒
源
氏
が
︑
も
し
か
す
る
と
︑
薫
は
自
分
に
似

て
い
る
の
で
は
な
い
か
︑
そ
う
で
あ
れ
ば
い
い
の
に
と
思
う
と
︑
自
分
に

似
て
い
る
よ
う
に
見
え
て
く
る
で
あ
ろ
う
︒

大
山
正
氏
が
︑
視
覚
心
理
学
の
立
場
か
ら
︑
見
る
人
の
意
識
に
よ
っ
て

見
え
方
が
異
な
っ
て
く
る
こ
と
を
論
じ
ら
れ
て
い
る(28

)
︒
人
間
は
目
で
見
て

い
る
の
で
は
な
く
︑
脳
で
見
て
い
る
の
で
︑
見
る
人
の
意
識
の
バ
イ
ア
ス

が
か
か
る
︒
同
じ
も
の
を
見
て
も
︑
意
識
に
よ
っ
て
見
え
方
に
相
違
が
生

じ
て
く
る
︒
源
氏
が
薫
を
見
た
時
に
︑
柏
木
に
似
て
い
る
の
で
は
な
い
か

と
思
っ
て
見
る
の
と
︑
愛
情
が
湧
い
て
き
て
自
分
の
本
当
の
子
で
あ
れ
ば

い
い
の
に
と
思
っ
て
見
る
の
で
は
︑
見
え
方
が
異
な
っ
て
く
る
︒

源
氏
は
︑
自
分
に
そ
っ
く
り
で
あ
れ
ば
﹁
き
よ
ら
﹂
だ
と
意
識
す
る
こ

と
を
既
述
し
た
︒
自
分
の
顔
を
意
識
し
て
薫
が
﹁
き
よ
ら
﹂
だ
と
い
う
思

い
を
抱
い
た
の
で
は
な
い
︒
薫
を
柏
木
と
対
比
す
る
こ
と
で
薫
に
﹁
際
離

れ
た
る
き
よ
ら
﹂
が
あ
る
と
思
っ
た
︒
そ
れ
が
契
機
と
な
り
︑
自
分
の
顔

に
意
識
が
移
る
中
で
︑﹁
今
よ
り
気
高
く
も
の
も
の
し
う
さ
ま
こ
と
に
見

え
た
ま
へ
る
気
色
﹂
と
し
て
︑
薫
が
自
分
に
似
て
い
な
く
も
な
い
だ
ろ
う

と
い
う
思
い
に
つ
な
が
っ
た
と
い
え
そ
う
で
あ
る
︒

こ
こ
で
も
﹁
わ
が
御
鏡
の
影
﹂
と
し
て
︑
﹁
鏡
﹂
が
登
場
し
て
い
る
︒

今
ま
で
源
氏
が
用
い
た
﹁
き
よ
ら
﹂
と
は
異
な
り
︑
柏
木
に
似
て
い
る
が
︑

柏
木
に
は
な
い
﹁
際
離
れ
た
る
き
よ
ら
﹂
を
薫
に
感
じ
た
こ
と
か
ら
自
分

の
顔
と
﹁
鏡
﹂
を
呼
び
起
こ
し
て
い
る
︒

源
氏
が
意
識
す
る
﹁
き
よ
ら
﹂
に
は
︑
特
定
の
女
性
の
存
在
が
あ
る
こ

と
を
既
述
し
た
︒
こ
の
点
に
つ
い
て
︑
﹁
今
よ
り
い
と
け
は
ひ
こ
と
な
る

こ
そ
わ
づ
ら
は
し
け
れ
︒
女
宮
も
の
し
た
ま
ふ
め
る
あ
た
り
に
か
か
る
人

生
ひ
出
で
て
︑
心
苦
し
き
こ
と
誰
が
た
め
に
も
あ
り
な
む
か
し
﹂
(横
笛

巻
350
頁
)
と
い
う
記
述
に
注
目
し
た
い
︒
こ
の
﹁
女
宮
﹂
と
は
︑
新
編
頭

注
で
﹁
明
石
の
女
御
腹
の
女
一
の
宮
﹂
と
さ
れ
て
い
る
︒
ゆ
え
に
該
当
用

例
の
薫
の
﹁
き
よ
ら
﹂
と
い
う
語
句
に
お
い
て
︑
源
氏
が
女
宮
を
意
識
し

て
い
る
と
い
え
そ
う
で
あ
る
︒
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さ
ら
に
︑
源
氏
の
薫
が
自
分
に
似
て
い
る
と
い
う
意
識
を
裏
付
け
る
も

の
と
し
て
︑
次
の
用
例
の
﹁
ゆ
ゆ
し
﹂
と
い
う
言
葉
に
注
目
し
た
い
︒

⑫
月
日
に
そ
へ
て
︑
こ
の
君
の
う
つ
く
し
う
︑
ゆ
ゆ
し
き
ま
で
生
ひ
ま

さ
り
た
ま
ふ
に
︑
ま
こ
と
に
︑
こ
の
う
き
ふ
し
み
な
思
し
忘
れ
ぬ
べ

し
︒
こ
の
人
の
出
で
も
の
し
た
ま
ふ
べ
き
契
り
に
て
︑
さ
る
思
ひ
の

外
の
こ
と
も
あ
る
に
こ
そ
は
あ
り
け
め
︑
の
が
れ
が
た
か
な
る
わ
ざ

ぞ
か
し
︑
と
す
こ
し
は
思
し
な
ほ
さ
る
︒

(横
笛
巻
351
頁
)

こ
れ
は
︑﹁
月
日
に
そ
へ
て
﹂
と
︑
該
当
用
例
の
場
面
か
ら
季
節
が
移

り
︑
源
氏
が
薫
に
対
す
る
思
い
を
述
べ
て
い
る
場
面
で
あ
る
︒
源
氏
は
︑

﹁
こ
の
君
の
う
つ
く
し
う
︑
ゆ
ゆ
し
き
ま
で
生
ひ
ま
さ
り
た
ま
ふ
﹂
と
︑

薫
の
美
し
さ
に
﹁
ゆ
ゆ
し
き
﹂
と
い
う
語
句
を
初
め
て
用
い
て
い
る(29

)
︒
源

氏
も
幼
き
頃
に
︑﹁
い
と
ど
こ
の
世
の
も
の
な
ら
ず
き
よ
ら
に
お
よ
す
け

た
ま
へ
れ
ば
︑
い
と
ゆ
ゆ
し
う
思
し
た
り
﹂
(桐
壺
巻
37
頁
)
と
し
て
︑

﹁
き
よ
ら
﹂
と
と
も
に
﹁
ゆ
ゆ
し
﹂
と
い
う
語
句
が
用
い
ら
れ
て
い
た(30

)
︒

｢ゆ
ゆ
し
﹂
に
つ
い
て
は
︑
新
編
頭
注
で
︑﹁
あ
ま
り
に
美
し
い
も
の
は

鬼
神
に
魅
入
ら
れ
る
と
い
う
俗
信
か
ら
の
発
想
﹂
と
さ
れ
て
い
る
︒
こ
の

意
味
で
の
﹁
ゆ
ゆ
し
﹂
は
︑
源
氏
の
実
の
子
で
あ
る
冷
泉
帝
︑
夕
霧
︑
明

石
の
女
御
が
赤
子
の
頃
に
も
用
い
ら
れ
て
い
る(31

)
︒﹁
ゆ
ゆ
し
﹂
も
源
氏
系

の
美
の
特
徴
で
あ
る
﹁
き
よ
ら
﹂
と
同
じ
性
質
の
も
の
と
い
え
る
︒
源
氏

の
美
し
さ
を
表
現
す
る
言
葉
と
し
て
︑﹁
ゆ
ゆ
し
﹂
と
い
う
語
が
目
立
っ

て
使
わ
れ
て
い
る
が
︑
そ
の
語
句
を
源
氏
が
薫
に
対
し
て
使
用
し
て
い
る

こ
と
は
︑
自
分
に
似
て
い
る
と
い
う
意
識
の
表
れ
で
あ
ろ
う
︒

源
氏
は
︑
薫
へ
の
愛
情
が
増
す
こ
と
と
相
ま
っ
て
薫
の
見
え
方
が
変
わ

り
︑
薫
の
実
父
が
柏
木
で
あ
る
と
い
う
意
識
が
薄
れ
て
︑
我
が
子
の
よ
う

に
思
っ
て
い
る
︒
源
氏
が
薫
に
対
し
て
用
い
た
﹁
き
よ
ら
﹂
と
い
う
語
句

は
︑
薫
が
実
の
子
に
思
わ
れ
る
と
い
う
源
氏
の
意
識
を
喚
起
し
︑
物
語
の

主
人
公
が
源
氏
か
ら
薫
に
継
承
さ
れ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
︒

お
わ
り
に

従
来
の
研
究
史
で
は
︑
横
笛
巻
に
お
い
て
薫
が
﹁
き
よ
ら
﹂
と
さ
れ
る

も
︑
成
人
後
は
﹁
き
よ
げ
﹂
と
な
り
︑
薫
の
﹁
き
よ
ら
﹂
を
否
定
し
た
の

は
︑
語
り
手
で
︑
薫
に
対
し
て
変
更
が
な
さ
れ
た
と
解
し
て
き
た
︒

薫
が
﹁
き
よ
ら
﹂
だ
と
思
う
の
は
︑
語
り
手
で
は
な
く
︑
源
氏
な
の
で
︑

本
稿
で
は
人
が
﹁
き
よ
ら
﹂
や
﹁
き
よ
げ
﹂
で
あ
る
と
︑
登
場
人
物
に

映
っ
た
場
合
に
︑
そ
の
よ
う
に
評
し
た
者
の
意
識
を
考
察
し
た
︒
そ
の
結

果
︑
基
本
的
に
﹁
き
よ
ら
﹂
と
形
容
さ
れ
た
人
物
に
対
し
て
︑
臨
時
的
に

﹁
き
よ
げ
﹂
が
用
い
ら
れ
た
り
︑
そ
の
逆
の
状
態
が
生
じ
た
り
す
る
の
は
︑

そ
う
評
価
し
た
人
の
主
観
に
よ
る
も
の
で
あ
る
た
め
︑
そ
の
者
の
意
識
が
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関
与
し
て
い
る
と
推
論
し
た
︒

そ
こ
で
︑
人
の
顔
に
対
し
て
﹁
き
よ
ら
﹂
と
評
し
た
源
氏
が
︑
ど
う
い

う
意
識
を
持
っ
て
い
た
の
か
を
見
て
い
く
と
︑
自
分
に
そ
っ
く
り
で
あ
れ

ば
﹁
き
よ
ら
﹂
で
あ
る
と
思
う
と
同
時
に
︑
そ
こ
に
は
特
定
の
女
性
の
存

在
と
﹁
鏡
﹂
が
あ
っ
た
︒

源
氏
が
薫
を
﹁
き
よ
ら
﹂
と
思
う
根
底
に
は
︑
源
氏
の
薫
へ
の
意
識
の

変
化
が
あ
る
︒
源
氏
が
薫
を
柏
木
か
ら
切
り
離
し
て
︑
独
立
し
た
存
在
と

し
て
受
け
入
れ
た
︒
そ
の
こ
と
に
よ
り
︑
源
氏
は
薫
に
柏
木
に
は
な
い

﹁
際
離
れ
た
る
き
よ
ら
﹂
を
見
出
し
た
︒﹁
き
よ
ら
﹂
と
い
う
語
か
ら
自
分

の
顔
を
想
起
す
る
中
で
︑﹁
わ
が
御
鏡
の
影
に
も
似
げ
な
か
ら
ず
﹂
と
自

分
に
似
て
い
る
よ
う
に
思
い
︑
実
の
子
と
意
識
す
る
こ
と
に
変
化
し
た
と

解
し
た
い
︒

ゆ
え
に
︑
作
者
が
薫
の
造
形
を
﹁
き
よ
ら
﹂
か
ら
﹁
き
よ
げ
﹂
に
変
更

し
た
の
で
は
な
い
︒

薫
に
対
す
る
源
氏
の
﹁
き
よ
ら
﹂
と
い
う
語
句
は
︑
薫
が
柏
木
の
子
で

は
な
く
︑
自
分
の
子
と
い
う
意
識
を
喚
起
し
て
い
る
︒
源
氏
が
薫
を
我
が

子
と
感
じ
る
よ
う
に
変
化
し
た
こ
と
で
︑
薫
が
物
語
の
主
人
公
性
を
継
承

す
る
こ
と
に
な
る
︒

〔
注
︺

(1
)
﹃
岩
波
古
語
辞
典

補
訂
版
﹄
一
九
九
一
年
一
月

大
野
晋
氏
は
︑
﹃
源
氏
物
語
﹄
に
お
け
る
﹁
き
よ
ら
﹂
と
﹁
き
よ
げ
﹂

に
つ
い
て
︑
﹁
天
皇
家
の
人
々
︑
あ
る
い
は
第
一
級
の
人
物
と
扱
わ
れ

る
人
々
は
概
し
て
﹁
清
ら
﹂
で
形
容
さ
れ
る
︒
そ
れ
に
対
し
て
臣
下
で

あ
る
も
の
︑
あ
る
い
は
血
統
の
低
い
と
見
な
さ
れ
る
も
の
︑
ま
た
は
二

流
扱
い
さ
れ
る
人
物
は
﹁
清
げ
﹂
で
形
容
さ
れ
て
い
る
﹂
と
論
じ
ら
れ

て
い
る

(﹁
ⓓ
の
物
語
﹂﹃
源
氏
物
語
﹄
(岩
波
書
店
)
一
九
八
四
年
五

月
)︒
﹁
き
よ
ら
﹂
を
第
一
級
︑
﹁
き
よ
げ
﹂
を
第
二
級
と
区
別
し
た
の

は
︑
﹃
日
本
語
の
年
輪
﹄
(新
潮
文
庫
)
一
九
六
六
年
五
月
が
初
出
で
あ

る
︒
二
つ
の
語
句
を
一
級
︑
二
級
と
一
律
に
区
別
す
る
こ
と
に
疑
問
を

持
つ
︒﹁
き
よ
ら
﹂
︑﹁
き
よ
げ
﹂
と
評
す
る
対
象
と
し
て
︑
顔
と
そ
れ

以
外
を
別
に
扱
う
べ
き
で
あ
る
︒
ま
た
︑
そ
の
よ
う
に
評
す
る
者
が
︑

語
り
手
と
登
場
人
物
の
場
合
で
分
け
る
べ
き
で
あ
る
︒
同
一
人
物
に
対

し
て
︑﹁
き
よ
ら
﹂
と
﹁
き
よ
げ
﹂
の
両
方
の
用
例
が
あ
る
場
合
に
は
︑

一
級
︑
二
級
の
区
分
は
当
て
は
ま
ら
な
い
で
あ
ろ
う
︒
こ
の
区
分
に
異

議
を
唱
え
る
論
と
し
て
︑
藤
田
加
代
氏
﹁
﹁
き
よ
げ
﹂﹁
き
よ
ら
﹂
再
考

そ
の
2
．
源
氏
物
語
に
お
け
る
用
例
を
中
心
に
し
て
﹂﹃
高
知
女
子
大

学
保
育
短
期
大
学
部
紀
要
﹄
第
十
七
号
一
九
九
三
年
が
あ
る
︒﹁
き
よ

ら
﹂
は
﹁
き
よ
げ
﹂
よ
り
も
美
的
優
位
性
は
あ
る
が
︑
必
ず
し
も
一
級
︑

二
級
で
は
な
い
と
考
え
る
︒
詳
細
は
別
稿
に
譲
り
た
い
︒

(2
)
該
当
用
例
を
含
め
て
︑
薫
に
対
し
て
﹁
き
よ
ら
﹂
の
用
例
は
三
例

(否
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定
形
を
除
く
)
で
︑﹁
き
よ
げ
﹂
は
五
例
で
あ
る
︒
薫
に
﹁
き
よ
ら
﹂

が
な
い
と
さ
れ
た
匂
兵
部
卿
巻
の
用
例
を
境
に
︑
そ
の
前
の
幼
少
期
は

﹁
き
よ
ら
﹂︑
そ
れ
よ
り
後
の
成
人
後
は
﹁
き
よ
げ
﹂
と
さ
れ
て
い
る
︒

幼
少
期
と
成
人
に
な
っ
て
か
ら
で
美
的
評
価
が
変
更
さ
れ
た
人
物
は
︑

薫
以
外
に
は
存
在
し
な
い
︒

(3
)
長
野
ま
り
子
氏
﹁
ひ
か
り
か
く
れ
た
ま
ひ
に
し
後
﹂
︱
︱
後
編
の
世

界
︱
︱
﹂﹃
大
谷
女
子
大
国
文
﹄
第
十
二
号
一
九
八
二
年
三
月

(4
)
三
枝
秀
彰
氏
﹁
薫
試
論

︱
︱
そ
の
主
題
的
に
内
実
と
す
る
も
の

︱
︱
﹂﹃
中
古
文
学
﹄
第
三
十
五
号

(和
泉
書
院
)
一
九
八
五
年
五
月

(5
)
前
掲
長
野
ま
り
子
氏
︑
三
枝
秀
彰
氏
論
文
以
外
の
も
の
と
し
て
︑
宮
田

惠
子
氏
は
︑﹁
成
人
し
た
薫
は
︑
源
氏
の
正
統
た
る
匂
宮
の
﹁
清
ら
﹂

と
対
照
し
て
︑
あ
く
ま
で
も
﹁
清
げ
﹂
の
人
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
︒

血
統
的
に
は
当
然
﹁
清
ら
﹂
を
有
し
て
然
る
べ
き
人
で
あ
り
乍
ら
︑
作

者
は
敢
て
薫
に
源
氏
系
の
﹁
清
ら
﹂
を
与
え
ま
い
と
し
た
の
で
も
あ
ろ

う
か
︒
出
生
に
ま
つ
わ
る
宿
命
的
な
暗
さ
を
負
う
た
薫
は
︑
そ
の
美
に

於
て
も
柏
木
の
影
を
逃
れ
る
事
が
出
来
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
﹂
と
さ

れ
て
い
る
︒

宮
田
惠
子
氏
﹁
源
氏
物
語
に
於
け
る
﹁
清
し
・
淸
ら
・
淸
げ
﹂﹂﹃
学
習

院
大
学
国
語
国
文
学
会
誌
﹄
第
二
号
一
九
五
八
年
三
月

(6
)
語
り
手
か
ら
特
定
人
物
に
対
し
て
﹁
き
よ
ら
﹂︑﹁
き
よ
げ
﹂
と
評
す
る

場
合
は
︑
客
観
的
な
評
価
で
あ
る
︒
そ
れ
に
対
し
て
︑
物
語
の
登
場
人

物
が
︑
あ
る
人
を
﹁
き
よ
ら
﹂︑﹁
き
よ
げ
﹂
と
思
う
場
合
は
︑
そ
の
人

物
の
主
観
が
入
っ
て
お
り
︑
特
に
語
り
手
の
評
価
と
異
な
っ
て
い
る
場

合
は
︑
そ
う
感
じ
る
人
の
意
識
が
作
用
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
︒
人
の

意
識
が
作
用
す
る
と
︑
美
的
評
価
が
相
対
的
な
も
の
に
な
る
︒

(7
)
﹃
源
氏
物
語
﹄
に
お
い
て
︑﹁
き
よ
ら
﹂
の
用
例
は
百
十
三
例
で
あ
る
︒

﹁
き
よ
げ
﹂
の
用
例
は
八
十
四
例
で
あ
る

(﹁
も
の
き
よ
げ
﹂
を
含
む
)
︒

﹁
き
よ
ら
﹂
と
同
義
語
の
﹁
け
う
ら
﹂
は
︑
七
例
あ
る
︒
登
場
人
物
が
︑

人
に
対
し
て
﹁
き
よ
ら
﹂
ま
た
は
﹁
き
よ
げ
﹂
と
評
し
た
用
例
は
︑
会

話
文
や
心
内
文
だ
け
に
見
ら
れ
る
の
で
は
な
く
︑
地
の
文
で
も
﹁
見
た

ま
ふ
﹂
の
よ
う
に
︑
特
定
人
物
か
ら
の
評
価
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
も

の
も
同
様
で
あ
る
︒
本
稿
で
は
︑
男
性
に
対
す
る
﹁
き
よ
ら
﹂︑﹁
き
よ

げ
﹂
を
考
察
対
象
と
す
る

(
宮
島
達
夫
編
﹃
日
本
古
典
対
照
分
類
語
彙

表
﹄
(笠
間
書
院
)
二
〇
一
四
年
︑
﹃
源
氏
物
語
語
彙
用
例
総
索
引
﹄

(
勉
誠
社
)
一
九
九
四
年
を
参
照
)︒

(8
)
語
り
手
に
よ
り
︑
源
氏
は
次
の
と
お
り
誕
生
の
頃
か
ら
﹁
き
よ
ら
﹂
と

評
さ
れ
て
い
る
︒
語
り
手
の
四
例
以
外
で
は
︑
自
己
評
価
は
二
例
あ
り
︑

自
分
以
外
の
登
場
人
物
か
ら
は
︑
女
五
の
宮
が
二
例
︑
桐
壺
帝
︑
頭
中

将
︑
柏
木
︑
紫
の
上
︑
玉
鬘
︑
大
蔵
卿
の
各
一
例
︑
そ
れ
以
外
は
女
房

や
供
人
な
ど
の
周
り
に
い
る
人
々
の
四
例
で
あ
る
︒

世
に
な
く
き
よ
ら
な
る
玉
の
男
御
子
さ
へ
生
ま
れ
た
ま
ひ
ぬ
︒

(桐
壺
巻
18
頁
)

(9
)
源
氏
に
対
す
る
﹁
き
よ
げ
﹂
の
用
例
は
︑
も
う
一
例
存
在
す
る
が
︑
次

の
と
お
り
葵
の
上
か
ら
見
た
︑
源
氏
の
装
束
に
対
す
る
も
の
で
あ
る
︒
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か
た
へ
は
︑
か
く
も
も
の
し
た
ま
ふ
ぞ
﹂
な
ど
聞
こ
え
お
き
た
ま

ひ
て
︑
い
と
き
よ
げ
に
う
ち
装
束
き
て
出
で
た
ま
ふ
を
︑
常
よ
り

は
目
と
ど
め
て
見
出
だ
し
て
臥
し
た
ま
へ
り
︒

(葵
巻
45
頁
)

(10
)﹁
き
よ
げ
に
﹂
に
つ
い
て
︑
河
内
本
と
阿
里
莫
本
で
は
﹁
き
よ
ら
に
﹂

と
さ
れ
て
い
る

(池
田
亀
鑑
編
著
﹃
源
氏
物
語
大
成
﹄
に
よ
る
)︒
本

稿
で
は
﹁
き
よ
げ
に
﹂
と
し
て
扱
う
︒

(11
)
玉
鬘
が
︑
同
様
に
源
氏
は
﹁
き
よ
ら
﹂
で
あ
る
と
思
っ
て
い
る
こ
と
が
︑

次
の
用
例
か
ら
も
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
︒

①
月
の
明
き
に
︑
御
容
貌
は
い
ふ
よ
し
な
く
き
よ
ら
に
て
︑
た
だ
か

の
大
臣
の
御
け
は
ひ
に
違
ふ
と
こ
ろ
な
く
お
は
し
ま
す
︒
か
か
る

人
は
ま
た
も
お
は
し
け
り
と
見
た
て
ま
つ
り
た
ま
ふ
︒
か
の
御
心

ば
へ
は
浅
か
ら
ぬ
も
︑
う
た
て
も
の
思
ひ
加
は
り
し
を
︑
こ
れ
は

な
ど
か
は
さ
し
も
お
ぼ
え
さ
せ
た
ま
は
ん
︑
い
と
な
つ
か
し
げ
に
︑

思
ひ
し
こ
と
の
違
ひ
に
た
る
恨
み
を
の
た
ま
は
す
る
に
︑
面
お
か

ん
方
な
く
ぞ
お
ぼ
え
た
ま
ふ
や
︒

(真
木
柱
巻
385
頁
)

②
濃
く
な
り
は
つ
ま
じ
き
に
や
﹂
と
仰
せ
ら
る
る
さ
ま
︑
い
と
若
く

き
よ
ら
に
恥
づ
か
し
き
を
︑
違
ひ
た
ま
へ
る
と
こ
ろ
や
あ
る
と
思

ひ
慰
め
て
聞
こ
え
た
ま
ふ
︒

(真
木
柱
巻
385
頁
)

共
に
︑
玉
鬘
は
冷
泉
帝
を
﹁
き
よ
ら
﹂
で
あ
る
と
思
い
︑
源
氏
と
瓜

二
つ
で
異
な
る
と
こ
ろ
が
な
い
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
︑
玉
鬘
に
と
っ

て
源
氏
も
﹁
き
よ
ら
﹂
と
い
う
こ
と
に
な
る
︒
こ
の
時
点
で
は
玉
鬘
は

髭
黒
と
結
婚
し
た
こ
と
で
︑
源
氏
と
の
関
係
は
過
去
の
も
の
と
な
る
︒

同
時
に
︑
源
氏
を
髭
黒
と
比
較
し
て
︑
改
め
て
源
氏
は
優
雅
で
美
し
い

と
感
じ
︑
養
父
と
し
て
ふ
る
ま
う
源
氏
を
好
ま
し
く
思
っ
て
い
る
︒

(12
)
福
井
佳
代
子
氏
﹁
源
氏
物
語
に
お
け
る
人
物
評
価
に
関
わ
る
美
的
語
彙

の
研
究

︱
︱
｢
き
よ
ら
﹂
﹁
き
よ
げ
﹂
を
中
心
に
︱
︱
﹂﹃
国
文
橘
﹄

第
三
十
八
号

(京
都
橘
大
学
)
二
〇
一
二
年
三
月

(13
)
な
ぜ
匂
宮
に
対
し
て
語
り
手
か
ら
﹁
き
よ
げ
﹂
と
さ
れ
た
の
か
に
つ
い

て
は
︑
検
討
の
必
要
が
あ
る
が
︑
本
稿
で
は
指
摘
に
と
ど
め
る
︒

(14
)﹁
き
よ
げ
に
﹂
に
つ
い
て
︑
河
内
本
︑
保
坂
本
︑
陽
明
家
本
で
は
﹁
き

よ
ら
に
﹂
と
︑
麥
生
本
︑
阿
里
莫
本
で
は
﹁
き
よ
ら
に
て
﹂
と
さ
れ
て

い
る

(池
田
亀
鑑
編
著
﹃
源
氏
物
語
大
成
﹄
に
よ
る
)︒
本
稿
で
は

﹁
き
よ
げ
に
﹂
と
し
て
扱
う
︒

(15
)
前
掲
福
井
佳
代
子
氏
論
文
で
は
︑
﹁
身
内
の
長
男
に
よ
る
視
点
﹂
と
し

て
︑﹁
父
親
と
し
て
の
理
想
像
か
ら
離
れ
た
若
々
し
い
光
源
氏
の
姿
が
︑

夕
霧
の
目
︑
心
に
即
し
て
﹁
若
く
き
よ
げ
に
な
ま
め
き
て
﹂
と
描
写
さ

れ
て
い
る
﹂
と
記
さ
れ
て
い
る
︒
既
述
の
と
お
り
︑
身
内
と
い
う
よ
り

も
︑
夕
霧
の
意
識
か
ら
﹁
き
よ
げ
﹂
に
映
っ
た
と
解
す
べ
き
で
あ
る
︒

(16
)
自
分
の
こ
と
を
﹁
き
よ
ら
﹂
と
評
し
た
人
物
は
︑
源
氏
だ
け
で
あ
る
︒

(17
)
当
時
の
鏡
は
和
鏡
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
︑
直
径
十
セ
ン
チ
ほ
ど
の
小
型

の
も
の
で
全
身
を
映
す
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
︒

(18
)
源
氏
が
﹁
き
よ
ら
﹂
で
あ
る
と
思
っ
た
人
物
と
し
て
は
︑
他
に
は
朱
雀

院
で
二
例
あ
る
︒
自
分
が
須
磨
に
流
謫
さ
れ
て
い
る
時
に
︑
花
の
宴
に

お
け
る
︑
当
時
東
宮
で
あ
っ
た
朱
雀
帝
を
回
想
し
た
場
面

(須
磨
巻
212
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頁
)
と
︑
朱
雀
院
が
出
家
後
に
︑
黒
染
の
姿
で
女
三
の
宮
に
会
い
に
来

た
場
面

(柏
木
巻
304
頁
)
で
あ
る
︒
共
に
朱
雀
院
の
顔
で
は
な
く
︑
姿

に
対
し
て
﹁
き
よ
ら
﹂
と
さ
れ
て
い
る
︒

(19
)
夕
霧
は
赤
子
の
頃
に
︑﹁
若
君
の
御
ま
み
の
う
つ
く
し
さ
な
ど
の
︑
春

宮
に
い
み
じ
う
似
た
て
ま
つ
り
た
ま
へ
る
を
見
た
て
ま
つ
り
た
ま
ひ
て

も
﹂
(葵
巻
43
頁
)
と
︑﹁
若
君
見
た
て
ま
つ
り
た
ま
へ
ば
︑
こ
よ
な
う

お
よ
す
け
て
︑
笑
ひ
が
ち
に
お
は
す
る
も
あ
は
れ
な
り
︒
ま
み
︑
口
つ

き
︑
た
だ
春
宮
の
御
同
じ
さ
ま
な
れ
ば
﹂
(葵
巻
77
頁
)
と
︑
冷
泉
帝

に
酷
似
し
て
い
る
こ
と
が
描
か
れ
て
い
た
︒
源
氏
の
視
点
で
あ
り
︑
冷

泉
帝
は
源
氏
に
そ
っ
く
り
で
あ
る
の
で
︑
夕
霧
も
同
様
で
あ
る
︒

(20
)
光
源
氏
と
﹁
鏡
﹂
の
関
係
は
重
要
で
あ
る
が
︑
こ
こ
で
は
こ
の
程
度
に

と
ど
め
る
︒

(21
)
新
編
頭
注
に
て
︑﹁
語
り
手
の
言
葉
﹂
と
し
て
﹁
源
氏
の
我
ぼ
め
﹂
と

記
さ
れ
て
い
る
︒

(22
)
夕
霧
に
は
︑﹁
き
よ
ら
﹂
と
評
さ
れ
た
用
例
が
十
一
例
あ
り
︑
そ
う
評

価
さ
れ
た
時
の
夕
霧
の
年
齢
は
︑
十
代
か
ら
五
十
代
ま
で
と
な
っ
て
い

る
︒

(23
)
夕
霧
を
﹁
き
よ
げ
﹂
と
し
た
用
例
は
︑
語
り
手
か
ら
は
二
例
あ
り
︑
蹴

鞠
の
場
面
で
あ
る
︒
他
に
は
︑
落
葉
の
宮
の
視
点
で
︑
次
の
と
お
り
一

例
あ
る
︒
落
葉
の
宮
が
夕
霧
と
契
り
を
交
わ
し
た
直
後
で
あ
る
の
で
︑

そ
の
こ
と
が
影
響
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
︒
三
例
す
べ
て
︑
夕
霧
の
姿

に
対
し
て
︑﹁
き
よ
げ
﹂
と
し
て
い
る
︒

男
の
御
さ
ま
は
︑
う
る
は
し
だ
ち
た
ま
へ
る
時
よ
り
も
︑
う
ち
と

け
て
も
の
し
た
ま
ふ
は
︑
限
り
も
な
う
清
げ
な
り
︒
故
君
の
こ
と

な
る
こ
と
な
か
り
し
だ
に
︑
心
の
限
り
思
ひ
上
が
り
︑

(
夕
霧
巻
480
頁
)

(24
)
冷
泉
帝
に
対
し
て
﹁
き
よ
ら
﹂
と
評
し
た
用
例
は
五
例
で
︑
う
ち
登
場

人
物
の
視
点
で
は
︑
藤
壺
と
玉
鬘
か
ら
の
も
の
で
あ
る
︒
冷
泉
帝
の

﹁
き
よ
ら
﹂
は
︑
源
氏
に
そ
っ
く
り
で
あ
る
こ
と
と
対
に
な
っ
て
い
る
︒

源
氏
と
の
関
係
性
を
暗
示
す
る
キ
ー
ワ
ー
ド
と
し
て
の
役
割
を
持
つ
言

葉
で
︑
源
氏
が
使
用
す
る
﹁
き
よ
ら
﹂
と
は
異
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
︒

(25
)
薫
を
﹁
き
よ
ら
﹂
だ
と
し
た
︑
も
う
一
つ
の
用
例
は
︑
語
り
手
か
ら
の

も
の
で
︑
次
の
と
お
り
﹁
御
名
﹂
に
続
く
も
の
で
あ
る
︒
匂
宮
と
薫
の

評
判
に
対
す
る
も
の
で
︑
本
人
そ
の
も
の
に
つ
い
て
で
は
な
い
︒

当
代
の
三
の
宮
︑
そ
の
同
じ
殿
に
て
生
ひ
出
で
た
ま
ひ
し
宮
の
若

君
と
︑
こ
の
二
と
こ
ろ
な
ん
と
り
ど
り
に
き
よ
ら
な
る
御
名
と
り

た
ま
ひ
て
︑
げ
に
い
と
な
べ
て
な
ら
ぬ
御
あ
り
さ
ま
ど
も
な
れ
ど
︑

(匂
兵
部
卿
巻
17
頁
)

(26
)
拙
稿
﹁
﹃
源
氏
物
語
﹄
薫
の
﹁
知
ら
ず
顔
﹂
再
考
﹂﹃
同
志
社
女
子
大
学

大
学
院

文
学
研
究
科
紀
要
﹄
第
十
九
号
二
〇
一
九
年
三
月

(27
)
玉
鬘
の
顔
に
つ
い
て
︑
語
り
手
か
ら
︑﹁
若
う
き
よ
げ
﹂
で
あ
る
と
評

さ
れ
て
い
る

(
竹
河
巻
77
頁
)︒
し
か
し
︑
次
の
用
例
で
は
語
り
手
か

ら
︑
夕
顔
と
比
べ
て
﹁
き
よ
ら
﹂
と
記
さ
れ
て
い
る
︒
こ
れ
は
︑
単
に

玉
鬘
の
顔
が
﹁
き
よ
ら
﹂
と
い
う
の
と
は
異
な
る
︒
特
定
の
人
と
比
較
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し
て
﹁
き
よ
ら
﹂
と
い
う
語
が
用
い
ら
れ
た
場
合
に
は
︑
美
的
評
価
の

基
準
は
特
定
の
人
で
あ
る
︒
他
人
と
比
べ
ず
に
﹁
き
よ
ら
﹂
だ
と
さ
れ

た
場
合
は
︑
そ
の
基
準
は
︑
そ
う
評
す
る
人
が
思
う
美
的
基
準
で
あ
る
︒

同
じ
﹁
き
よ
ら
﹂
で
も
意
味
は
異
な
る
と
い
え
そ
う
で
あ
る
が
︑
詳
細

は
別
稿
に
譲
る
︒

母
君
よ
り
も
ま
さ
り
て
き
よ
ら
に
︑
父
大
臣
の
筋
さ
へ
加
は
れ
ば

に
や
︑
品
高
く
う
つ
く
し
げ
な
り
︒
(玉
鬘
巻
92
頁
)

(28
)
大
山
正
氏
は
︑
知
覚
と
認
知
の
研
究
に
つ
い
て
︑
ブ
ル
ー
ナ
ー
の
﹁
仮

説
﹂
の
理
論
が
あ
り
︑
知
覚
過
程
は
︑
基
本
的
に
次
の
ス
テ
ッ
プ
の
循

環
よ
り
な
っ
て
い
る
と
し
︑
見
る
人
の
意
識
に
よ
っ
て
見
え
方
が
異

な
っ
て
く
る
と
論
じ
ら
れ
て
い
る

(﹃
視
覚
心
理
学
へ
の
招
待

︱
︱

見
え
の
世
界
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
︱
︱
﹄
(サ
イ
エ
ン
ス
社
)
二
〇
〇
〇

年
十
一
月
)︒

①
知
覚
者
は
︑
期
待
な
い
し
仮
説
を
も
っ
て
い
る
︒
つ
ま
り
︑
何

か
特
定
の
も
の
を
見
た
り
聞
い
た
り
す
る
よ
う
に
︑
あ
る
程
度

準
備
し
て
い
る
︒

②
環
境
か
ら
情
報
が
入
力
さ
れ
る
︒

③
環
境
か
ら
の
入
力
情
報
に
よ
っ
て
知
覚
者
が
あ
ら
か
じ
め
持
っ

て
い
た
仮
説
が
確
認
さ
れ
る
か
あ
る
い
は
仮
説
と
の
不
一
致
が

生
じ
る
︒
不
一
致
の
場
合
に
は
︑
仮
説
が
修
正
さ
れ
る
︒

(29
)
薫
が
誕
生
し
て
間
も
な
い
こ
ろ
に
︑
老
女
房
か
ら
﹁
め
づ
ら
し
う
さ
し

出
で
た
ま
へ
る
御
あ
り
さ
ま
の
︑
か
ば
か
り
ゆ
ゆ
し
き
ま
で
に
お
は
し

ま
す
を
﹂
(
柏
木
巻
301
頁
)
と
話
す
の
を
︑
女
三
の
宮
が
耳
に
し
て
辛

く
思
う
場
面
が
あ
っ
た
︒
こ
の
女
房
は
︑
薫
を
源
氏
の
子
で
あ
る
と

思
っ
て
い
る
︒
ま
た
︑
源
氏
よ
り
も
年
上
で
あ
ろ
う
か
ら
︑
源
氏
が

﹁
ゆ
ゆ
し
﹂
と
評
さ
れ
た
こ
と
を
知
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
︒

(30
)
源
氏
に
対
し
て
﹁
ゆ
ゆ
し
う
き
よ
ら
﹂
と
さ
れ
た
用
例
が
︑
地
の
文
で

次
の
と
お
り
一
例
あ
る
︒
﹁
ゆ
ゆ
し
﹂
と
い
う
語
が
︑﹁
き
よ
げ
﹂
と
結

び
つ
い
た
用
例
は
な
い
︒

た
た
ず
み
た
ま
ふ
御
さ
ま
の
ゆ
ゆ
し
う
き
よ
ら
な
る
こ
と
︑

(須
磨
巻
200
頁
)

(31
)
該
当
用
例
は
︑
冷
泉
帝
﹁
う
ち
笑
み
た
ま
へ
る
が
い
と
ゆ
ゆ
し
う
う
つ

く
し
き
に
﹂
(
紅
葉
賀
巻
329
頁
)︑
夕
霧
﹁
若
君
の
い
と
ゆ
ゆ
し
き
ま
で

見
え
た
ま
ふ
御
あ
り
さ
ま
﹂
(葵
巻
43
頁
)︑
明
石
の
女
御
﹁
児
の
い
と

ゆ
ゆ
し
き
ま
で
う
つ
く
し
う
お
は
す
る
こ
と
た
ぐ
ひ
な
し
﹂
(澪
標
巻

290
頁
)
と
な
っ
て
い
る
︒
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