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一　

は
じ
め
に

　
「
朝
顔
」
巻
、
巻
末
近
く
に
次
の
二
首
の
歌
が
あ
る
。

　

月
い
よ
い
よ
澄
み
て
、
静
か
に
お
も
し
ろ
し
。
女
君
、

（
紫
の
上
）
こ
ほ
り
と
ぢ
石
間
の
水
は
ゆ
き
な
や
み
そ
ら
す
む
月
の
か
げ

ぞ
な
が
る
る

外
を
見
出
だ
し
て
、
す
こ
し
か
た
ぶ
き
た
ま
へ
る
ほ
ど
、
似
る
も
の
な
く

う
つ
く
し
げ
な
り
。
髪
ざ
し
、
面
様
の
、
恋
ひ
き
こ
ゆ
る
人
の
面
影
に
ふ

と
お
ぼ
え
て
め
で
た
け
れ
ば
、
い
さ
さ
か
分
く
る
御
心
も
と
り
か
さ
ね
つ

べ
し
。
鴛
鴦
の
う
ち
鳴
き
た
る
に
、

（
光
源
氏
）
か
き
つ
め
て
む
か
し
恋
し
き
雪
も
よ
に
あ
は
れ
を
添
ふ
る
鴛

鴦
の
う
き
ね
か

（『
源
氏
物
語
』「
朝
顔
」
巻　

四
九
四
頁
。
本
文
は
『
新
編
日
本
古
典
文

学
全
集
』
に
拠
る
。）

　

紫
の
上
と
光
源
氏
の
贈
答
と
見
え
る
こ
の
二
首
を
、
そ
れ
ぞ
れ
独
詠
歌
と
し
、

叙
景
歌
と
考
え
る
説
が
あ
る⑴
。
そ
れ
は
、
こ
の
二
首
が
贈
答
歌
な
ら
ば
備
え
て

い
る
共
通
語
句
が
な
い
と
こ
ろ
に
起
因
し
よ
う
。
こ
の
対
応
に
つ
い
て
、
贈
答

歌
と
し
て
考
え
る
立
場
か
ら
、
以
前
次
の
よ
う
な
解
釈
を
行
っ
た⑵
。

　

紫
の
上
は
、
空
の
「
月
」
と
「
流
れ
る
水
（「
閉
ぢ
」
れ
ば
「
氷
」）
を
捉
え
、

源
氏
は
「
雪
」
と
「
鴛
鴦
」
と
詠
む
。
贈
歌
の
語
句
に
は
全
く
関
与
し
な
い
。

た
だ
「
鴛
鴦
の
う
き
ね
」
に
、
源
氏
は
夫
婦
の
愛
を
表
象
す
る
が
、
朝
顔
の
姫

君
の
こ
と
は
す
で
に
紫
の
上
に
見
透
か
さ
れ
、
さ
ら
に
藤
壺
を
想
い
出
し
た
後

の
源
氏
の
答
歌
は
、
紫
の
上
の
贈
歌
を
全
く
離
れ
て
、
そ
の
歌
の
創
り
出
し
た

世
界
の
イ
メ
ー
ジ
を
取
り
除
く
と
い
う
方
法
を
採
っ
た
。
贈
歌
の
「
水
」
を
か

す
か
に
受
け
て
、
答
歌
は
「
鴛
鴦
」
を
登
場
さ
せ
た
と
言
え
る
。
こ
の
贈
答
に

よ
っ
て
二
人
は
、
新
た
な
関
係
を
展
開
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
。

　

こ
う
し
た
解
釈
の
基
盤
と
な
っ
た
の
が
、
後
藤
祥
子
氏
に
拠
る
当
該
贈
答
歌

に
対
す
る
「
む
し
ろ
味
の
あ
る
、
大
人
の
相
聞⑶
」
と
の
評
で
あ
っ
た
。
二
人
の

関
係
が
成
熟
し
た
時
に
の
み
成
り
立
つ
特
殊
な
贈
答
歌
の
存
在
。
そ
れ
が
物
語

で
実
験
さ
れ
て
い
る
と
し
た
ら
、
日
記
の
よ
う
な
作
品
で
は
、
実
際
の
場
面
で

ど
う
表
現
さ
れ
て
い
る
か
と
い
う
課
題
を
、
本
稿
で
は
扱
い
た
い
。
対
象
は

『
蜻
蛉
日
記
』
下
巻
の
贈
答
、
な
か
で
も
兼
家
と
の
二
回
の
贈
答
歌
を
検
討
す

る⑷
。
次
節
で
、
ま
ず
依
拠
す
る
贈
答
の
考
え
方
を
整
理
し
、
論
を
進
め
る
こ
と

と
す
る
。

『
蜻
蛉
日
記
』
下
巻
の
道
綱
母
詠

―
「
大
人
の
相
聞
」
と
い
う
贈
答
歌
の
可
能
性

―

高　
　

野　
　

晴　
　

代
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二　

贈
答
歌
と
は

　

贈
答
歌
論
を
扱
う
場
合
の
基
本
的
な
文
献
を
押
さ
え
て
お
こ
う
。

　

久
保
木
哲
夫
氏
は
、
贈
答
歌
の
原
理
と
し
て
二
点
指
摘
さ
れ
た
。
第
一
に
、

返
歌
は
贈
歌
の
内
容
を
受
け
、
贈
歌
に
使
用
さ
れ
て
い
る
用
語
を
、
そ
の
ま
ま

返
歌
で
も
用
い
る
こ
と
が
多
い
。
第
二
に
は
、
贈
歌
の
言
お
う
と
し
て
い
る
こ

と
に
、
あ
ま
り
素
直
な
言
い
方
を
し
な
い
点
。
こ
れ
は
「
切
り
返
す
」
こ
と
な

の
で
あ
る
が
、
贈
歌
の
言
葉
を
無
視
す
る
こ
と
で
は
決
し
て
な
く
、
贈
歌
の
語

句
を
使
い
つ
つ
、
言
い
換
え
れ
ば
、
贈
歌
に
応
じ
な
が
ら
切
り
返
し
、
答
歌
を

詠
む
方
法
で
あ
る
と
見
る⑸
。
こ
の
原
理
に
拠
れ
ば
、
既
述
の
「
朝
顔
」
巻
の
二

首
は
贈
答
か
ら
は
外
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　

ま
た
、
そ
の
二
首
の
形
態
は
、
紫
の
上
、
す
な
わ
ち
女
か
ら
の
贈
歌
で
あ
っ

た
。
贈
答
は
、
男
か
ら
す
る
の
が
常
態
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
夙
に
鈴

木
一
雄
氏
が
、
女
の
贈
歌
に
対
し
て
、「
女
の
積
極
的
な
働
き
が
看
取
さ
れ
、

女
の
あ
せ
り
、
歎
き
、
訴
え
、
渇
き
な
ど
の
強
調
が
う
か
が
わ
れ
る⑹
」
と
し
、

そ
の
後
の
贈
答
歌
論
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
最
近
高
木

和
子
氏
は
、『
和
泉
式
部
日
記
』
を
対
象
に
、
女
か
ら
の
贈
歌
の
総
論
は
鈴
木

一
雄
論
が
覆
え
る
と
し
て
も
、
各
論
に
お
い
て
は
再
考
す
べ
き
と
指
摘
し
た⑺
。

さ
ら
に
、
鈴
木
日
出
男
氏
に
は
「
異
例
の
女
か
ら
の
贈
歌
」
に
つ
い
て
の
言
及

が
あ
り
、「
一
般
に
男
の
贈
歌
が
懸
想
に
徹
す
る
の
と
は
異
っ
て
、
ど
こ
か
に

反
発
や
切
り
返
し
の
契
機
を
ひ
そ
め
て
い
る
。
も
と
も
と
男
の
懸
想
を
否
定
的

に
受
け
て
立
つ
の
が
通
例
で
あ
る
女
歌
な
れ
ば
こ
そ
、
こ
の
よ
う
な
「
挑
発
」

が
可
能
だ
と
み
ら
れ
る
の
で
あ
る⑻
。」
と
そ
の
特
徴
を
押
さ
え
て
い
る
。

　

既
述
の
後
藤
論
に
お
い
て
「
相
手
の
歌
に
纏
い
つ
く
よ
う
な
一
体
感
の
あ
る

相
聞
に
比
べ
れ
ば
、
た
し
か
に
応
答
と
し
て
疎
遠
な
の
だ
が
」
と
さ
れ
る
の
が
、

本
稿
で
問
題
と
す
る
贈
答
歌
で
あ
る
。
次
節
で
は
『
蜻
蛉
日
記
』
を
対
象
に
「
大

人
の
相
聞
」
と
い
う
贈
答
歌
の
可
能
性
を
検
討
す
る
。

三　
『
蜻
蛉
日
記
』
下
巻
、
作
者
と
兼
家
の
贈
答
歌 

　
　
　

―
原
理
に
沿
っ
た
詠

　
『
蜻
蛉
日
記
』
の
収
載
歌
数
（
巻
末
歌
集
を
除
く
）
は
二
六
一
首
、
上
巻

一
二
六
首
、
中
巻
五
五
首
、
下
巻
八
〇
首
で
あ
る
。
三
巻
が
ほ
ぼ
同
じ
長
さ
の

作
品
で
あ
る
『
蜻
蛉
日
記
』
の
上
、
中
、
下
に
は
そ
れ
ぞ
れ
特
徴
が
見
い
だ
せ

る
。
上
巻
の
和
歌
の
比
率
の
高
さ
が
目
立
つ
が
、
回
想
に
拠
っ
て
書
か
れ
て
い

る
こ
と
、
さ
ら
に
そ
の
和
歌
を
核
と
し
て
の
散
文
化
の
方
法
が
、
和
歌
を
多
く

収
載
し
て
い
る
理
由
で
あ
ろ
う
。
ま
た
中
巻
は
散
文
で
書
き
上
げ
る
技
術
を
作

者
は
蓄
え
、
紀
行
文
な
ど
に
も
冴
え
た
筆
が
見
ら
れ
て
く
る
。
が
、
対
象
と
す

る
下
巻
は
八
〇
首
も
の
和
歌
を
収
載
し
な
が
ら
、
作
者
の
歌
は
二
一
首
で
、
し

か
も
夫
兼
家
に
関
わ
る
歌
は
四
首
、
さ
ら
に
贈
答
と
し
て
揃
う
も
の
は
二
箇
所

の
み
と
い
う
状
況
で
あ
る
。
そ
の
贈
答
歌
は
ど
の
よ
う
に
配
置
さ
れ
て
い
る
の

か
、
略
年
表
を
記
し
て
概
観
し
て
み
よ
う
。

天
禄
三
年
（
九
七
二
）
作
者
三
七
歳
位　

兼
家
四
四
歳
、
道
綱
一
八
歳

一
月
一
日　
　
　

下
巻
始
ま
る
。
年
頭
の
決
意
、
道
綱
の
晴
れ
姿
に
感
涙
。

一
月
八
日　
　
　

兼
家
来
訪
、
従
者
と
侍
女
の
贈
答
歌

一
月
一
四
日　
　

兼
家
か
ら
袍
の
仕
立
て
直
し
の
依
頼
。

　
　
　
　
　
　
　

催
促
の
兼
家
か
ら
の
贈
歌
に
作
者
が
返
歌
す
る
。

一
月
二
四
日　
　

兼
家
、
権
大
納
言
。

二
月
一
日　
　
　

兼
家
の
凛
々
し
い
姿
を
見
る
。

二
月
八
日　
　
　

父
の
家
に
行
く
。
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二
月
一
七
日　
　

夢
解
き
に
よ
る
将
来
の
暗
示
。
道
綱
の
将
来
の
吉
兆
に
喜
ぶ
。

こ
れ
以
前
に
、
兼
忠
女
腹
の
女
子
を
養
女
と
す
る
こ
と
を
決

心
し
、
こ
と
を
進
め
て
い
た
こ
と
が
語
ら
れ
る
。

二
月
一
九
日　
　

養
女
を
迎
え
る
。
兼
家
来
訪
。
父
娘
、
感
激
の
対
面
。

閏
二
月
四
日　
　

作
者
邸
近
火
。

閏
二
月
一
〇
日　

賀
茂
詣
。

閏
二
月
一
六
日　

雨
。

閏
二
月
一
七
日　

兼
家
、
来
訪
。
方
塞
が
り
の
た
め
夕
方
帰
る
。

閏
二
月
二
五
、二
六
日
頃　

作
者
か
ら
贈
歌
し
、
兼
家
か
ら
返
歌
。

閏
二
月
二
七
日　

雨
。

（
閏
二
月
二
九
日　

兼
家
、
大
納
言
。）

三
月
七
日　
　
　

兼
家
か
ら
の
仕
立
物
依
頼
に
対
し
、
承
諾
。

三
月
一
〇
日　
　

石
清
水
臨
時
祭
。

下
巻
は
、
右
以
降
、
天
延
二
年
（
九
七
四
）
の
年
末
ま
で
語
ら
れ
る
が
、
作
者

と
兼
家
の
贈
答
歌
は
右
の
天
禄
三
年
正
月
と
閏
二
月
に
二
例
残
る
の
み
で
あ
る

（
傍
線
部
詠
）。
こ
の
閏
二
月
二
五
、二
六
日
頃
の
当
該
詠
が
、
二
人
の
『
蜻
蛉

日
記
』
中
最
後
の
贈
答
と
な
っ
た
。
こ
の
贈
答
歌
の
原
理
に
沿
っ
た
例
か
ら
取

り
上
げ
よ
う
。

そ
れ
も
し
る
く
、
そ
の
後
お
ぼ
つ
か
な
く
て
、
八
九
日
ば
か
り
に
な
り
ぬ
。

か
く
思
ひ
お
き
て
、
数
に
は
と
あ
り
し
な
り
け
り
と
思
ひ
あ
ま
り
て
、
た１

ま
さ
か
に
、
こ
れ
よ
り
も
の
し
け
る
こ
と
、

（
道
綱
母
）
か
た
と
き
に
か
へ
し
夜
数
を
か
ぞ
ふ
れ
ば
鴫
の
諸
羽
も
た
ゆ

し
と
ぞ
な
く

返
り
ご
と

（
兼
家
）
い
か
な
れ
や
鴫
の
羽
が
き
数
知
ら
ず
思
ふ
か
ひ
な
き
声
に
な
く

ら
む

と
は
あ
り
け
れ
ど
、
お２
ど
ろ
か
し
て
も
、
く
や
し
げ
な
る
ほ
ど
を
な
む
、

い
か
な
る
に
か
と
思
ひ
け
る
。
こ
の
ご
ろ
、
庭
も
は
だ
ら
に
花
降
り
し
き

て
、
海
と
も
な
り
な
む
と
見
え
た
り
。

　

今
日
は
二
十
七
日
、
雨
昨
日
の
夕
べ
よ
り
降
り
、
風
残
り
の
花
を
払
ふ
。

三
月
に
な
り
ぬ
。
…
…　

お
と
な
き
こ
と
を
な３
ほ
お
ど
ろ
か
し
け
る
も
く

や
し
う
、
例
の
絶
え
間
よ
り
も
や
す
か
ら
ず
お
ぼ
え
け
む
は
、
な
に
の
心

に
か
あ
り
け
む
。

（『
蜻
蛉
日
記
』
下
巻　

二
九
二
～
二
九
三
頁
。
本
文
は
『
新
編
日
本
古
典

文
学
全
集
』
に
拠
る
。）

右
の
記
事
の
直
前
、
閏
二
月
一
七
日
に
、
方
塞
が
り
を
承
知
で
、
兼
家
は
作
者

邸
を
訪
れ
て
い
た
。

十
六
日
、
雨
の
脚
い
と
心
細
し
。
…
…
あ
い
な
う
、「
夜
数
に
は
し
も
せ

じ
と
す
」
と
忍
び
や
か
に
言
ふ
を
聞
き
、「
さ
ら
ば
、
い
と
か
ひ
な
か
ら
む
。

異
夜
は
あ
り
ど
、
か
な
ら
ず
今
宵
は
」
と
あ
り
。

と
言
っ
た
兼
家
は
、
思
っ
た
通
り
し
ば
ら
く
来
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
道
綱
母

は
思
い
あ
ま
っ
て
破
線
部
1
「
た
ま
さ
か
に
、
こ
れ
よ
り
も
の
し
け
る
こ
と
」

と
彼
女
の
方
か
ら
歌
を
贈
っ
た
。
ま
さ
し
く
女
か
ら
の
贈
歌
で
あ
る
。
道
綱
母

の
詠
に
は
、

暁
の
し
ぎ
は
ね
が
き
も
も
は
が
き
君
が
こ
ぬ
夜
は
我
ぞ
か
ず
か
く

（『
古
今
集
』
七
六
一
）

が
引
か
れ
、
あ
な
た
が
来
な
い
夜
は
眠
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
詠
む
が
、
そ
れ

は
「
か
く
思
ひ
お
き
て
、
数
に
は
と
あ
り
し
な
り
け
り
」
と
し
て
、
来
た
日
を
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数
え
た
こ
と
を
転
化
し
て
詠
ん
だ
と
の
指
摘
が
あ
る⑼
。
答
歌
は
、
右
に
示
し
た

よ
う
に
、
贈
歌
の
主
要
語
句
、「
数
」「
鴫
の
羽
」「
な
く
」
を
受
け
る
。「
鳴
く
」

に
「
泣
く
」
が
掛
け
ら
れ
て
い
る
の
は
言
う
ま
で
も
な
く
、「
思
ふ
か
ひ
な
き
」

の
「
効
」
に
「
卵
」
を
掛
け
て
、
修
辞
を
駆
使
し
、
数
限
り
な
く
あ
な
た
を
思
っ

て
い
る
、
そ
れ
な
の
に
あ
な
た
は
泣
く
の
か
、
と
答
歌
と
し
て
の
切
り
返
し
も

巧
み
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
道
綱
母
は
、
破
線
部
2
「
お
ど
ろ
か

し
て
も
、
く
や
し
げ
な
る
ほ
ど
を
な
む
、
い
か
な
る
に
か
」
と
記
す
。
私
か
ら

贈
っ
た
の
に
、
歌
を
返
す
の
み
。
自
分
か
ら
贈
っ
た
こ
と
に
悔
や
む
ば
か
り
、

こ
の
状
況
を
自
分
の
中
で
、
ど
う
受
け
止
め
た
ら
よ
い
の
だ
ろ
う
、
と
自
ら
に

問
う
の
で
あ
る
。

　

言
葉
だ
け
を
合
わ
し
た
と
し
て
も
、
そ
れ
で
は
何
も
変
わ
ら
な
い
。
切
実
な

女
の
心
の
声
を
、
理
解
で
き
な
い
男
の
返
歌
、
そ
れ
は
常
套
的
な
修
辞
に
よ
る

切
り
返
し
が
、
か
え
っ
て
贈
歌
の
詠
者
の
哀
し
さ
を
助
長
さ
せ
て
い
る
。
庭
を

見
れ
ば
、「
庭
も
は
だ
ら
に
花
降
り
し
き
て
、
海
と
も
な
り
な
む
」
と
あ
る
。

落
花
に
人
生
の
悲
し
み
を
見
る
の
は
、『
古
今
集
』
以
来
の
歌
語
の
伝
統
で
も

あ
る
。「
今
日
は
二
十
七
日
」
に
は
、
閏
二
月
一
七
日
か
ら
訪
れ
る
こ
と
が
な

か
っ
た
兼
家
の
行
動
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
三
月
に
な
っ
て
、
あ
え
て

破
線
部
3
「
な
ほ
お
ど
ろ
か
し
け
る
も
く
や
し
う
」
と
い
う
の
も
、
道
綱
母
か

ら
先
に
、
女
か
ら
贈
歌
を
し
た
こ
と
へ
の
こ
だ
わ
り
が
見
え
る
場
面
で
あ
る
。

こ
の
後
『
蜻
蛉
日
記
』
は
、
兼
家
の
様
子
を
語
ろ
う
と
も
、
二
人
の
贈
答
は
決

し
て
記
す
こ
と
は
な
か
っ
た
。
こ
の
天
禄
三
年
閏
二
月
の
詠
歌
で
、
作
者
が
痛

感
し
た
贈
答
に
よ
る
不
毛
な
伝
達
は
、
天
延
元
年
（
九
七
三
）
八
月
の
作
者
の

広
幡
中
川
の
移
転
、
い
わ
ば
離
婚
へ
と
繋
が
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
言
葉
の
上
で
の
緊
密
な
対
応
構
造
を
持
つ
こ
と
が
、
む
し
ろ
お
互

い
の
疎
隔
を
生
ん
で
い
る
現
象
が
あ
る
。
さ
ら
に
和
歌
が
「
詩
的
言
語
の
修
辞

ゆ
え
の
齟
齬
」
を
も
た
ら
し
、
物
語
と
し
て
は
「
贈
答
歌
に
お
け
る
デ
ィ
ス
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
『
源
氏
物
語
』
を
主
題
的
に
展
開
さ
せ
て
い
く
」
と
高

橋
亨
氏
が
「
源
氏
物
語
の
こ
と
ば
へ
」（
座
談
会
）
で
指
摘
さ
れ
た
点
は
、
贈

答
歌
の
方
法
に
お
い
て
本
質
を
つ
く⑽
。

　
『
蜻
蛉
日
記
』
の
当
該
例
な
ど
が
そ
う
し
た
『
源
氏
物
語
』
の
先
蹤
に
な
り

得
て
い
る
と
考
え
て
い
る
が
、
右
の
座
談
会
で
も
扱
っ
た
中
か
ら
二
例
を
対
象

と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
当
該
例
を
翻
っ
て
検
討
し
よ
う
。

　

ま
ず
高
橋
氏
の
言
及
す
る
「
デ
ィ
ス
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
る
恋
の
悲

劇
」
の
例
と
し
て
、「
帚
木
」
巻
、
雨
夜
の
品
定
め
で
、
頭
中
将
が
か
つ
て
の

女
（
夕
顔
）
の
話
を
し
た
場
面
を
見
る
。

消
息
な
ど
も
せ
で
久
し
く
は
べ
り
し
に
、
む
げ
に
思
ひ
し
を
れ
て
、
心
細

か
り
け
れ
ば
、
幼
き
者
な
ど
も
あ
り
し
に
思
ひ
わ
ず
ら
ひ
て
、
撫
子
の
花

を
折
り
て
お
こ
せ
た
り
し
」
と
て
涙
ぐ
み
た
り
。（
源
氏
）「
さ
て
、
そ
の

文
の
言
葉
は
」
と
問
ひ
た
ま
へ
ば
、（
中
将
）「
い
さ
や
、
こ
と
な
る
こ
と

も
な
か
り
き
や
。

　
（
女
）
山
が
つ
の
垣
ほ
荒
る
と
も
を
り
を
り
に
あ
は
れ
は
か
け
よ
撫
子

の
露

思
ひ
出
で
し
ま
ま
に
ま
か
り
た
り
し
か
ば
、
例
の
、
う
ら
も
な
き
も
の
か

ら
、
い
と
も
の
思
ひ
顔
に
て
、
荒
れ
た
る
家
の
露
し
げ
き
を
な
が
め
て
虫

の
音
に
競
へ
る
気
色
、
昔
物
語
め
き
て
お
ぼ
え
は
べ
り
し
。

　
（
頭
中
将
）
咲
き
ま
じ
る
色
は
い
づ
れ
と
分
か
ね
ど
も
な
ほ
と
こ
な
つ

に
し
く
も
の
ぞ
な
き

大
和
撫
子
を
ば
さ
し
お
き
て
、
ま
づ
塵
を
だ
に
な
ど
親
の
心
を
と
る
。

　
（
女
）
う
ち
払
ふ
袖
も
露
け
き
と
こ
な
つ
に
嵐
吹
き
そ
ふ
秋
も
来
に
け

り
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（『
源
氏
物
語
』「
帚
木
」
巻　

八
二
～
八
三
頁
）

女
の
「
山
が
つ
の
」
の
歌
は
、
波
線
部
、
娘
の
心
配
か
ら
や
む
に
や
ま
れ
ぬ
思

い
で
、
女
か
ら
の
贈
歌
と
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。「
山
が
つ
」
と
自
ら
を
卑
下

し
つ
つ
、
撫
で
る
子
と
し
た
の
は
、
自
分
は
と
も
か
く
娘
を
思
っ
て
ほ
し
い
と

い
う
切
な
る
願
い
の
ゆ
え
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
男
は
撫
子
を
同
種
を
示
す

「
常
夏
」
に
言
い
換
え
、「
咲
き
ま
じ
る
」
と
母
子
を
一
括
し
て
、
む
し
ろ
「
と

こ
な
つ
」
に
は
、
女
と
の
「
寝
床
」
を
響
か
せ
た
詠
を
返
し
た
。
子
ど
も
を
思
っ

て
ほ
し
い
女
の
意
は
く
み
取
ら
ず
、「
大
和
撫
子
を
ば
さ
し
お
き
て
」
と
さ
れ

た
答
歌
に
、
女
は
「
う
ち
払
ふ
」
の
歌
を
残
し
て
、
こ
の
贈
答
の
あ
と
、「
跡

も
な
く
か
き
消
ち
て
失
せ
に
し
か
」
と
あ
る
。
た
と
え
、
主
要
語
句
を
使
用
し

て
の
答
歌
で
あ
っ
て
も
、
女
か
ら
の
贈
歌
に
籠
め
ら
れ
た
強
い
要
求
を
、
受
け

止
め
ら
れ
な
か
っ
た
男
の
答
歌
に
女
が
絶
望
し
た
贈
答
の
例
で
あ
る
。

　

二
例
目
は
、「
葵
」
巻
の
六
条
御
息
所
と
源
氏
の
贈
答
の
場
面
を
取
り
上
げ
る
。

　

車
争
い
後
、
葵
の
上
は
、
物
の
怪
に
悩
ま
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
よ
う
な
折
、

源
氏
は
御
息
所
を
訪
ね
る
。
こ
こ
も
、
女
か
ら
の
贈
歌
で
、
御
息
所
が
詠
む
。

（
源
氏
）「
日
ご
ろ
す
こ
し
お
こ
た
る
さ
ま
な
り
つ
る
心
地
の
、
に
は
か
に

い
と
い
た
う
苦
し
げ
に
は
べ
る
を
、
え
引
き
避
か
で
な
む
」
と
あ
る
を
、

例
の
こ
と
つ
け
と
見
た
ま
ふ
も
の
か
ら
、

（
御
息
所
）
袖
ぬ
る
る
こ
ひ
ぢ
と
か
つ
は
知
り
な
が
ら
下
り
立
つ
田
子
の

み
づ
か
ら
ぞ
う
き

山
の
井
の
水
も
こ
と
わ
り
に
（
く
や
し
く
ぞ
汲
み
そ
め
て
け
る
浅
け
れ
ば

袖
の
み
濡
る
る
山
の
井
の
水
・
古
今
六
帖
）」
と
ぞ
あ
る
。
御
手
は
な
ほ

こ
こ
ら
の
人
の
中
に
す
ぐ
れ
た
り
か
し
と
見
た
ま
ひ
つ
つ
、
い
か
に
ぞ
や

も
あ
る
世
か
な
、
こ
こ
ろ
も
容
貌
も
と
り
ど
り
に
、
棄
つ
べ
く
も
な
く
、

ま
た
思
ひ
定
む
べ
き
も
な
き
を
苦
し
う
思
さ
る
。
御
返
り
、
い
と
暗
う
な

り
に
た
れ
ど
、

（
源
氏
）「
袖
の
み
濡
る
る
や
い
か
に
。
深
か
ら
ぬ
御
事
に
な
む
。

（
源
氏
）
浅
み
に
や
人
は
下
り
立
つ
わ
が
方
は
身
も
そ
ぼ
つ
ま
で
深
き
こ

ひ
ぢ
を

お
ぼ
ろ
け
に
て
や
、
こ
の
御
返
り
を
み
づ
か
ら
聞
こ
え
さ
せ
ぬ
」
な
ど
あ

り
。

（『
源
氏
物
語
』「
葵
」
巻　

三
四
～
三
五
頁
）

御
息
所
は
、
源
氏
の
言
い
訳
を
い
つ
も
の
こ
と
と
思
っ
て
い
る
。
し
か
し
、「
み

づ
か
ら
ぞ
う
き
」
と
結
び
、「
浅
け
れ
ば
袖
の
み
濡
る
る
山
の
井
の
水
」
を
添

え
て
自
身
か
ら
贈
歌
し
た
。
源
氏
は
、「
山
の
井
」
の
引
歌
の
部
分
か
ら
「
袖

の
み
濡
る
る
」
を
受
け
、
さ
ら
に
御
息
所
の
歌
の
語
句
を
す
べ
て
受
け
て
、
切

り
返
す
歌
で
応
じ
た
。
し
か
し
そ
の
切
り
返
し
は
、
御
息
所
の
心
を
癒
す
こ
と

は
な
く
、
こ
の
歌
が
、
直
後
、
御
息
所
の
「
物
の
怪
」
と
変
わ
る
動
機
と
し
て

働
い
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
高
田
祐
彦
氏
は
「
源
氏
の
歌
は
、
い
か
に
も
贈
答

歌
ら
し
く
御
息
所
の
こ
と
ば
を
捉
え
な
が
ら
『
気
持
ち
が
浅
い
の
は
あ
な
た
の

方
』
と
切
り
返
し
て
い
る
。
…
…
こ
と
ば
の
次
元
で
の
対
応
が
な
お
一
層
二
人

の
疎
隔
を
促
進
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る⑾
」
と
指
摘
す
る
。
言
葉
の
み

の
対
応
に
よ
る
贈
答
の
結
果
、
通
い
合
っ
て
い
な
い
二
人
の
心
の
状
況
を
明
ら

か
に
し
て
し
ま
っ
た
の
は
確
か
で
あ
ろ
う
。
こ
の
直
後
、
御
息
所
が
「
も
の
思

ひ
に
あ
く
が
る
な
る
魂
は
、
さ
も
や
あ
ら
む
」
と
思
い
悩
む
苦
し
さ
を
も
た
ら

し
た
の
が
こ
の
贈
答
で
あ
っ
た
。

　

以
上
二
例
に
は
、
女
の
贈
歌
の
真
意
を
理
解
し
な
い
、
あ
る
い
は
理
解
し
た

と
贈
歌
の
詠
者
に
通
じ
な
い
答
歌
に
よ
っ
て
、
女
は
苦
し
み
、
そ
の
結
果
、
失

踪
、
物
の
怪
と
化
す
悲
劇
を
生
ん
だ
実
態
が
描
か
れ
て
い
た
。
そ
の
状
況
は
、

当
該
の
『
蜻
蛉
日
記
』
下
巻
、
主
人
公
と
そ
の
夫
の
贈
答
歌
の
最
後
と
な
っ
た
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天
禄
三
年
閏
二
月
の
鴫
の
羽
の
詠
の
後
の
、
道
綱
母
の
沈
潜
し
て
ゆ
く
激
し
い

寂
寥
感
と
近
似
す
る
。
言
葉
の
緊
密
な
対
応
が
、
心
の
交
流
を
促
す
も
の
で
は

な
い
『
源
氏
物
語
』
へ
の
先
例
と
言
え
よ
う
。
で
は
、
対
応
と
は
無
縁
の
、
今
、

言
及
し
た
贈
答
と
対
蹠
に
あ
る
『
蜻
蛉
日
記
』
下
巻
の
も
う
一
つ
の
贈
答
に
つ

い
て
次
節
で
取
り
上
げ
る
。

四　
『
蜻
蛉
日
記
』
下
巻
、
作
者
と
兼
家
の
贈
答
歌 

　
　
　

―
原
理
に
外
れ
た
詠

　

天
禄
三
年
一
月
十
四
日
、
兼
家
か
ら
袍
の
仕
立
て
直
し
の
依
頼
が
あ
っ
た
。

作
者
は
し
ば
ら
く
ほ
っ
て
お
く
が
、
催
促
の
兼
家
か
ら
の
贈
歌
に
作
者
が
返
歌

し
た
場
面
で
あ
る
。

か
く
て
、
な
か
な
か
な
る
身
の
び
な
き
に
つ
つ
み
て
、
世
人
の
騒
ぐ
行
ひ

も
せ
で
、
二
七
日
は
過
ぎ
ぬ
。

十
四
日
ば
か
り
に
、
古
き
袍
、（
兼
家
）「
こ
れ
い
と
よ
う
し
て
」
な
ど
言

ひ
て
あ
り
。（
兼
家
）「
着
る
べ
き
日
は
」
な
ど
あ
れ
ど
、
急
ぎ
も
思
は
で

あ
る
に
、
使
ひ
の
、
つ
と
め
て
、「
お
そ
し
」
と
あ
る
に
、

　
（
兼
家
）
久
し
と
は
お
ぼ
つ
か
な
し
や
唐
衣
う
ち
き
て
な
れ
む
さ
て
お

く
ら
せ
よ

と
あ
る
に
、
た
が
ひ
て
、
こ
れ
よ
り
文
も
な
く
て
も
の
し
た
れ
ば
、（
兼

家
）「
こ
れ
は
よ
ろ
し
か
め
り
。
ま
ほ
な
ら
ぬ
が
わ
ろ
さ
よ
」
と
あ
り
。

ね
た
さ
に
か
く
も
の
し
け
り
。

　
（
道
綱
母
）
わ
び
て
ま
た
と
く
と
騒
げ
ど
か
ひ
な
く
て
ほ
ど
ふ
る
も
の

は
か
く
こ
そ
あ
り
け
れ

と
も
の
し
つ
。
そ
れ
よ
り
後
、（
兼
家
）「
司
召
に
て
」
な
ど
て
、
音
な
し
。

（『
蜻
蛉
日
記
』
下
巻　

二
七
〇
～
二
七
一
頁
）

　

二
人
の
結
婚
生
活
は
、
十
七
年
ほ
ど
に
な
ろ
う
と
し
て
い
た
。
妻
と
し
て
、

作
者
は
長
い
間
、
夫
の
衣
裳
の
調
製
を
受
け
持
っ
て
い
た
。
そ
れ
は
正
妻
と
は

言
え
な
く
と
も
正
妻
級
で
あ
る
こ
と
を
世
間
に
示
す
事
実
で
も
あ
っ
た
。
今
回

も
、
兼
家
は
自
ら
の
仕
立
て
直
し
を
作
者
に
依
頼
す
る
。
下
巻
の
道
綱
母
は
す

ぐ
に
は
応
じ
な
い
。
兼
家
の
贈
歌
は
馴
れ
た
妻
に
、
着
慣
れ
た
衣
に
馴
染
ん
だ

妻
と
掛
け
つ
つ
、
重
ね
て
依
頼
す
る
。
そ
れ
に
対
す
る
作
者
の
返
歌
を
見
て
み

よ
う
。
贈
歌
の
語
句
に
関
わ
ら
ず
、
表
面
上
に
は
共
通
の
言
葉
が
な
い
。
贈
歌

の
主
要
語
句
を
、
そ
の
ま
ま
そ
の
語
句
で
返
す
道
綱
母
の
詠
歌
傾
向
に
お
い
て
、

こ
の
贈
答
を
贈
答
と
し
て
成
り
立
た
せ
て
い
る
条
件
は
何
か
。

　
「
衣
」「
な
る
」
も
受
け
ず
に
、
作
者
は
返
し
と
し
て
、「
ふ
る
も
の
は
か
く

こ
そ
あ
り
け
れ
」
と
言
い
放
つ
。「
古
女
房
で
悪
か
っ
た
わ
ね
」
と
答
え
る
作

者
に
は
、
こ
う
返
し
て
も
夫
で
あ
る
兼
家
に
は
わ
か
る
と
い
う
大
人
の
会
話
が

こ
こ
に
は
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
共
通
語
句
が
な
く
て
も
、
贈
歌
の
詠
者
に
答
歌

と
し
て
認
め
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
長
い
間
の
詠
者
達
の
関
係
、
こ
こ

で
言
え
ば
長
い
夫
婦
関
係
と
言
え
る
の
で
は
な
い
か
。
こ
の
贈
答
の
後
、「『
司

召
に
て
』
な
ど
て
、
音
な
し
。」
と
記
さ
れ
る
が
、
直
ぐ
訪
問
が
あ
り
、
む
し

ろ
こ
こ
で
は
順
調
な
関
係
を
醸
成
し
た
贈
答
歌
で
も
あ
っ
た
。

　

こ
の
大
人
の
会
話
は
、
本
稿
で
そ
の
可
能
性
を
考
え
て
い
る
「
大
人
の
相
聞
」

で
あ
る
。
右
に
見
た
よ
う
に
、
条
件
が
揃
っ
た
時
に
可
能
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
。

本
稿
第
一
節
で
既
述
の
「
朝
顔
」
巻
、
紫
の
上
と
光
源
氏
と
の
事
例
と
勘
案
す

る
と
、
第
一
に
は
、
夫
婦
関
係
が
長
年
経
過
し
た
後
に
詠
歌
さ
れ
る
こ
と
、
そ

の
意
味
で
は
基
本
的
な
信
頼
が
二
人
の
間
に
存
在
す
る
こ
と
、
第
二
に
は
、
そ

の
詠
歌
の
時
点
に
お
い
て
、
あ
る
程
度
関
係
が
良
好
で
あ
る
こ
と
が
あ
げ
ら
れ

よ
う
。

　

下
巻
の
こ
の
辺
り
、
当
該
の
贈
答
に
も
言
え
る
が
仕
立
物
に
関
わ
っ
て
、
作
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者
の
心
が
揺
れ
る
箇
所
で
も
あ
る⑿
。
第
三
節
の
年
表
に
拠
っ
て
も
、
二
月
一
日

の
兼
家
の
凛
々
し
い
姿
は
、
作
者
が
調
製
し
て
着
せ
た
直
衣
を
着
て
、
作
者
邸

を
出
る
様
子
を
評
し
た
も
の
で
あ
る
。

…
…
中
門
よ
り
引
き
出
で
て
、
さ
き
よ
い
ほ
ど
に
追
は
せ
て
あ
る
も
、
ね

た
げ
に
ぞ
聞
こ
ゆ
る
。

（『
蜻
蛉
日
記
』
下
巻　

二
七
四
頁
）

「
ね
た
げ
」
を
そ
の
ま
ま
、
ほ
ん
と
う
に
憎
ら
し
い
と
、
兼
家
に
対
し
て
思
っ

て
い
る
と
取
っ
て
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
こ
に
は
古
女
房
で
悪
か
っ
た
わ
ね
、

と
言
い
返
せ
る
よ
う
な
仲
の
夫
を
、
む
し
ろ
誇
ら
し
げ
に
思
っ
て
い
る
作
者
の

意
識
が
仄
見
え
よ
う
。
ま
た
年
表
に
も
あ
る
よ
う
に
、
次
に
は
養
女
を
迎
え
よ

う
と
し
て
、
積
極
的
に
生
き
よ
う
と
す
る
作
者
が
居
た
。

　

と
こ
ろ
が
、
三
月
七
日
に
は
兼
家
か
ら
の
仕
立
物
依
頼
に
対
し
、
承
諾
し
た

と
の
記
事
が
あ
る
。
こ
れ
は
第
三
節
で
検
討
し
た
閏
二
月
二
五
、二
六
日
の
歌

「
か
た
と
き
に
」
を
贈
歌
と
す
る
、
語
句
が
密
接
に
対
応
す
る
贈
答
が
な
さ
れ

た
直
後
で
あ
る
。

こ
の
月
、
七
日
に
な
り
に
け
り
。
今
日
ぞ
、「
こ
れ
縫
ひ
て
。
つ
つ
し
む

こ
と
あ
り
て
な
む
」
と
あ
る
。
め
づ
ら
し
げ
も
な
け
れ
ば
、「
給
は
り
ぬ
」

な
ど
つ
れ
な
う
も
の
し
け
り
。
ひ
る
つ
か
た
よ
り
雨
の
ど
か
に
は
じ
め
た

り
。

（『
蜻
蛉
日
記
』
下
巻　

二
九
三
頁
）

「
め
づ
ら
し
げ
も
な
け
れ
ば
」
と
し
て
不
思
議
な
ほ
ど
淡
々
と
承
諾
し
て
し
ま

う
。
頻
出
す
る
雨
を
背
景
に
、
離
婚
へ
の
道
を
歩
む
作
者
の
意
識
の
萌
芽
を
、

そ
こ
に
見
る
の
で
あ
る
。

五　

お
わ
り
に

　

贈
歌
の
主
要
語
句
を
用
い
な
い
答
歌
の
在
り
方
は
、
贈
歌
の
詠
者
が
、
返
さ

れ
た
答
歌
を
答
歌
と
し
て
認
め
て
く
れ
る
と
い
う
確
信
を
得
た
時
、
答
歌
の
詠

者
が
詠
め
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
二
者
の
関
係
が
、
ま
だ
懸
想
し
始
め
た
時

や
、
あ
る
い
は
信
頼
が
崩
れ
か
け
そ
う
な
時
で
は
出
来
な
い
仕
業
で
あ
る
。
そ

の
時
に
は
、
た
と
え
、
不
毛
な
伝
達
結
果
が
想
定
さ
れ
よ
う
と
、
言
葉
だ
け
で

も
緊
密
に
合
わ
せ
る
作
業
が
答
歌
の
詠
者
に
は
課
せ
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
贈
歌
に
付
き
合
わ
な
い
答
歌
は
、
長
い
間
に
培
っ
た
夫
婦
の
信
頼

関
係
の
上
に
、
は
じ
め
て
詠
じ
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
言
え
よ
う
。

　

贈
答
歌
は
、
原
理
が
あ
る
も
の
の
、
そ
の
方
法
を
ず
ら
す
こ
と
に
よ
っ
て
、

贈
答
を
交
わ
し
た
後
の
新
た
な
展
開
を
促
す
こ
と
が
あ
る
。「
大
人
の
相
聞
」

は
そ
う
し
た
意
味
で
も
、
そ
の
一
つ
の
方
法
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

注
⑴　
『
湖
月
抄
』
以
来
の
叙
景
歌
説
を
退
け
、
紫
の
上
の
こ
だ
わ
り
に
気
づ
か
な
い
光

源
氏
の
答
歌
と
み
る
説
（
今
井
源
衛
「
紫
の
上
」『
源
氏
物
語
講
座　

第
三
巻
』
有

精
堂　

一
九
七
一
）、
ま
た
和
解
の
後
の
素
直
な
気
分
の
対
話
と
考
え
る
説
（
吉
岡

曠
「
鴛
の
う
き
ね
（
上
）（
下
）」『
中
古
文
学
』
一
三
・
一
四　

一
九
七
四
・
五
、一
〇
）

な
ど
が
あ
り
、
さ
ら
に
叙
景
歌
で
は
あ
る
も
の
の
そ
こ
に
心
情
の
吐
露
を
読
み
取
る

べ
き
と
す
る
説
（
鈴
木
裕
子
「
源
氏
物
語
の
歌
こ
と
ば
―
朝
顔
の
巻
の
光
源
氏
と
紫

の
上
―
」『
叢
書
想
像
す
る
平
安
文
学　

交
渉
す
る
こ
と
ば
』
第
四
巻　

勉
誠
出
版

　

一
九
九
九
）、
紫
の
上
の
孤
絶
し
た
心
情
の
独
詠
歌
と
見
る
説
（
針
本
正
行
「
光

源
氏
の
独
詠
歌
」『
平
安
女
流
文
学
の
表
現
』
お
う
ふ
う　

二
〇
〇
一
）
な
ど
諸
説

あ
る
問
題
の
箇
所
で
あ
る
。

⑵　

拙
稿
「「
澪
標
」
巻
の
贈
答
歌
―
選
択
さ
れ
た
齟
齬
―
」（
紫
式
部
学
会
『
む
ら
さ
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き
』
二
〇
〇
五
）

⑶　

後
藤
祥
子
「
齟
齬
す
る
こ
と
ば
」（『
短
歌
』
一
九
九
七
・
六
）

⑷　

拙
稿
「
贈
答
歌
の
方
法
―
『
竹
取
物
語
』
を
め
ぐ
っ
て
」（『
古
筆
と
和
歌
』
笠
間

書
院　

二
〇
〇
八
）
で
は
、『
竹
取
物
語
』
を
中
心
に
、
贈
答
歌
の
方
法
に
つ
い
て

考
察
し
た
。
そ
の
中
で
『
竹
取
物
語
』
と
の
相
違
を
論
じ
る
た
め
、
本
稿
の
対
象
で

あ
る
『
蜻
蛉
日
記
』
を
扱
っ
て
お
り
、
本
稿
と
重
な
る
部
分
が
あ
る
。

⑸　

久
保
木
哲
夫
『
折
の
文
学　

平
安
和
歌
文
学
論
』
笠
間
書
院　

二
〇
〇
七

⑹　

鈴
木
一
雄
『
王
朝
女
流
日
記
論
考
』
至
文
堂　

一
九
九
三

⑺　

高
木
和
子
『
女
か
ら
詠
む
歌
―
源
氏
物
語
の
贈
答
歌
』
青

社　

二
〇
〇
八

⑻　

鈴
木
日
出
男
『
古
代
和
歌
史
論
』
東
京
大
学
出
版
会　

一
九
九
〇

⑼　
『
蜻
蛉
日
記
』（『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
』）
の
頭
注

⑽　
「〈
座
談
会
〉
源
氏
物
語
の
こ
と
ば
へ
」（『
文
学
』
九
、一
〇
月
号　

岩
波
書
店　

二
〇
〇
六
・
九
）

⑾　

高
田
祐
彦
「
道
綱
母
か
ら
六
条
御
息
所
へ
」（『
源
氏
物
語
の
文
学
史
』
東
京
大
学

出
版
会　

二
〇
〇
三
）

⑿　

こ
の
辺
り
の
作
者
の
夫
に
対
す
る
服
飾
描
写
に
つ
い
て
、「
我
が
染
め
た
る
と
も

言
は
じ
」（『
蜻
蛉
日
記
』
下
巻　

三
一
〇
頁
）
と
述
べ
る
作
者
の
心
情
表
現
を
中
心

に
「
妻
な
ら
で
は
味
わ
え
ぬ
生
活
の
中
の
満
足
感
」
を
作
者
の
矜
持
と
し
て
扱
っ
た

論
（
岩
佐
美
代
子
「
我
が
染
め
た
る
と
も
言
は
じ
―
蜻
蛉
日
記
服
飾
表
現
考
―
」『
王

朝
日
記
の
新
研
究
』
一
九
九
五
）
が
あ
る
。
下
巻
の
作
者
の
意
識
の
検
討
に
有
効
な

視
点
で
あ
る
。


