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一

　
『
源
氏
物
語
』
に
は
、
作
中
人
物
が
亡
く
な
っ
た
翌
年
の
春
、
正
月
に
、
残

さ
れ
た
人
々
の
悲
し
み
を
描
く
場
面
―
「
新
春
の
哀
傷
」
と
で
も
呼
ぶ
べ
き
場

面
―
が
幾
た
び
か
繰
り
返
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
具
体
的
に
は
、「
葵
」
巻
巻
末
、

葵
の
上
死
去
の
翌
年
元
日
に
、
左
大
臣
家
を
訪
れ
た
光
源
氏
と
、
左
大
臣
・
大

宮
の
葵
の
上
哀
傷
の
場
面
（
②
七
七
～
八
・
引
用
は
小
学
館
『
新
編
日
本
古
典

全
集
』
本
に
よ
り
巻
数
・
頁
数
を
示
す
。
以
下
も
同
じ
。）、
紫
の
上
を
失
っ
た

光
源
氏
が
、
哀
傷
の
一
年
を
送
る
「
幻
」
巻
冒
頭
、
一
月
の
場
面
（
④
五
二
一

～
八
）、
宇
治
八
の
宮
が
薨
去
し
た
翌
年
正
月
に
、
大
君
と
中
の
君
が
悲
し
み

を
深
め
る
場
面
（
⑤
二
一
二
～
三
）、
大
君
没
後
の
正
月
を
迎
え
た
中
の
君
の

悲
嘆
を
描
く
「
早
蕨
」
巻
冒
頭
の
場
面
（
⑤
三
四
五
～
七
）、
の
四
つ
の
場
面

を
『
源
氏
物
語
』「
新
春
の
哀
傷
」
の
場
面
、
と
呼
ぶ
こ
と
に
し
た
い
。

　
『
源
氏
物
語
』
に
は
他
に
、
春
に
哀
傷
す
る
場
面
と
し
て
、
藤
壺
が
崩
御
し

た
春
三
月
、
悲
嘆
に
暮
れ
る
光
源
氏
を
描
い
た
「
薄
雲
」
巻
の
場
面
（
②

四
四
七
～
八
）、
柏
木
没
後
の
桜
の
季
節
に
、
弔
問
に
訪
れ
た
夕
霧
と
一
条
御

息
所
が
柏
木
を
偲
ぶ
贈
答
を
す
る
場
面
（
④
三
三
二
～
三
）
が
あ
る
。
藤
壺
と

柏
木
を
哀
傷
す
る
場
面
は
共
通
し
て
「
ふ
か
く
さ
の
野
辺
の
桜
し
こ
こ
ろ
あ
ら

ば
今
年
ば
か
り
は
す
み
ぞ
め
に
さ
け
」（
古
今
・
哀
傷
・
八
三
二
・
上
野
岑
雄⑴
）

が
引
用
さ
れ
、
桜
の
季
節
の
は
な
や
か
さ
と
故
人
へ
の
哀
悼
の
思
い
が
対
照
さ

れ
て
い
る
。
ま
た
、
先
に
「
新
春
の
哀
傷
」
の
例
と
し
て
挙
げ
た
「
早
蕨
」
巻

の
正
月
に
続
い
て
、
匂
宮
に
引
き
取
ら
れ
都
に
移
さ
れ
る
中
の
君
が
、
薫
や
女

房
た
ち
と
大
君
を
哀
惜
す
る
場
面
（
⑤
三
五
三
～
七
）
が
あ
る
の
で
あ
る
が
、

こ
の
場
面
に
つ
い
て
は
、
少
し
詳
し
く
述
べ
て
お
き
た
い
。
中
の
君
の
都
移
り

は
「
二
月
の
朔
日
ご
ろ
」（
⑤
三
五
二
）」
の
出
来
事
と
さ
れ
、
薫
と
中
の
君
が

大
君
を
偲
ぶ
場
面
は
、
そ
の
前
日
の
こ
と
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い
る
（「
み
づ

か
ら
（
＝
薫
）
は
、（
中
君
ガ
）
渡
り
た
ま
は
む
こ
と
明
日
と
て
の
、
ま
だ
つ

と
め
て
お
は
し
た
り
」
⑤
三
五
三
）。
も
し
、「
二
月
の
朔
日
ご
ろ
」
が
、
二
月

一
日
そ
の
日
を
指
す
可
能
性
が
あ
る
の
で
あ
れ
ば
、
薫
と
中
の
君
の
対
面
は
、

そ
の
前
日
、
一
月
の
晦
日
に
な
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
、
本
稿
が
定
義
す
る
と
こ

ろ
の
「
新
春
の
哀
傷
」
に
あ
た
る
可
能
性
が
あ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の

場
面
が
「
新
春
の
哀
傷
」
で
あ
る
蓋
然
性
は
き
わ
め
て
低
い
と
思
わ
れ
る
。
と

い
う
の
も
、
平
安
期
の
用
例
を
見
る
限
り
、「
一
日
」
そ
の
日
を
表
す
場
合
は

「
朔
日
」「
朔
日
の
日
」
と
表
現
さ
れ
る
場
合
が
多
く
、
ま
た
「
朔
日
ご
ろ
」「
朔

日
の
こ
ろ
」
と
表
現
さ
れ
る
例
の
中
で
、
実
際
の
日
に
ち
が
分
か
る
例
を
見
て

も
、「
一
日
」
で
あ
る
こ
と
は
な
い
か
ら
で
あ
る⑵
。「
朔
日
ご
ろ
」「
朔
日
の
こ
ろ
」

新
春
の
哀
傷
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は
、
厳
密
に
い
え
ば
「
一
日
」
を
除
く
月
初
め
の
数
日
を
表
す
語
で
あ
る
と
考

え
ら
れ
る
。

　

今
こ
の
よ
う
に
し
て
、「
春
の
哀
傷
」
と
「
新
春
の
哀
傷
」
を
区
別
し
よ
う

と
試
み
る
の
は
、
広
義
の
「
春
の
哀
傷
」（
新
春
の
哀
傷
も
含
め
た
）
が
、
七

回
あ
る
う
ち
、
四
回
ま
で
も
が
「
新
春
の
哀
傷
」
で
あ
る
、
と
い
う
そ
の
回
数

の
多
さ
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
四
十
九
日
・
一
周
忌
な
ど
死
者
追
悼
の
儀
式
に

よ
っ
て
刻
ま
れ
る
時
間
と
は
別
に
、
世
俗
の
時
間
で
あ
る
正
月
が
、
死
者
を
追

悼
す
る
重
要
な
契
機
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
ま

た
、「
新
春
の
哀
傷
」
の
場
面
は
、
儀
礼
的
な
哀
傷
歌
の
贈
答
で
は
な
く
、
大

切
な
人
を
失
っ
た
作
中
人
物
の
痛
切
な
心
情
を
描
き
出
し
て
お
り
、
読
者
に
も

強
い
印
象
を
残
し
て
い
る
。
正
月
に
あ
え
て
哀
傷
す
る
こ
と
に
は
、
な
に
が
し

か
の
意
義
が
あ
っ
た
の
だ
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
「
新
春
の
哀
傷
」
の
場

面
は
、「
春
の
哀
傷
」
の
そ
れ
と
重
な
り
合
う
要
素
を
有
し
な
が
ら
、「
新
春
の

哀
傷
」
独
自
の
悲
し
み
の
描
き
方
を
獲
得
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
次
節
に
は
、

物
語
の
「
新
春
の
哀
傷
」
の
場
面
を
具
体
的
に
検
討
し
た
い
。

二

　

四
つ
の
「
新
春
の
哀
傷
」
の
場
面
を
概
観
し
て
ま
ず
言
え
る
の
は
、
一
年
の

中
で
最
も
は
な
や
い
だ
時
間
と
し
て
経
験
さ
れ
る
は
ず
の
年
の
は
じ
め
に
、
前

年
に
亡
く
な
っ
た
人
を
思
っ
て
悲
嘆
に
暮
れ
ず
に
は
い
ら
れ
ず
、
そ
の
こ
と
が

よ
り
一
層
悲
し
み
を
強
調
す
る
、
と
い
う
の
が
「
新
春
の
哀
傷
」
の
基
本
的
な

悲
し
み
の
描
か
れ
方
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
上
で
、
具
体
的
な
描
か
れ

方
の
特
徴
と
し
て
は
、
Ⅰ
年
が
改
ま
っ
て
も
悲
し
み
は
改
ま
ら
な
い
、
変
化
す

る
こ
と
が
な
い
、
と
い
う
こ
と
が
強
調
し
て
述
べ
ら
れ
る
こ
と
、
が
ま
ず
挙
げ

ら
れ
る
。「
葵
」
巻
で
大
宮
が
源
氏
に
贈
っ
た
「
新
し
き
年
と
も
い
は
ず
ふ
る

も
の
は
ふ
り
ぬ
る
人
の
涙
な
り
け
り
」
は
「
新
し
き
年
」
の
「
新
」
と
「
古
」

を
対
照
さ
せ
、
新
年
を
迎
え
た
に
も
関
わ
ら
ず
「
降
る
」
涙
を
詠
む
こ
と
で
、

年
が
明
け
て
も
変
わ
ら
ぬ
悲
し
い
心
情
を
訴
え
た
歌
で
あ
る
。
ま
た
「
幻
」
巻

冒
頭
に
描
か
れ
る
光
源
氏
の
悲
し
み
「
春
の
光
を
見
た
ま
ふ
に
つ
け
て
も
、
い

と
ど
く
れ
ま
ど
ひ
た
る
や
う
に
の
み
、（
源
ノ
）
御
心
ひ
と
つ
は
悲
し
さ
の
改

ま
る
べ
く
も
あ
ら
ぬ
に
…
」（
④
五
二
一
）、
や
「
早
蕨
」
巻
、
中
の
君
が
伝
え

聞
い
た
薫
の
様
子
「（
薫
ガ
）
尽
き
せ
ず
思
ひ
ほ
れ
た
ま
ひ
て
、
新
し
き
年
と

も
言
は
ず
い
や
め
に
な
む
な
り
た
ま
へ
る
と
（
中
君
ガ
）
聞
き
た
ま
ひ
て
も
…
」

（
⑤
三
四
七
）
も
こ
れ
に
相
当
す
る
。

　

次
に
指
摘
で
き
る
の
が
、
Ⅱ
正
月
を
迎
え
た
よ
ろ
こ
び
を
共
有
し
よ
う
と
す

る
周
囲
と
、
そ
こ
か
ら
疎
外
さ
れ
て
悲
し
み
に
く
れ
る
作
中
人
物
の
姿
を
描
く

こ
と
、
で
あ
る
。
正
月
の
挨
拶
に
来
た
人
々
へ
の
対
応
を
拒
む
「
幻
」
巻
の
光

源
氏
の
姿
「
外
に
は
例
の
や
う
に
人
々
参
り
た
ま
ひ
な
ど
す
れ
ど
、
御
心
地
な

や
ま
し
き
さ
ま
に
も
て
な
し
た
ま
ひ
て
、
御
簾
の
内
に
の
み
お
は
し
ま
す
」（
④

五
二
一
）
や
、「
椎
本
」
巻
で
阿
闍
梨
か
ら
新
年
の
挨
拶
と
共
に
贈
ら
れ
た
芹
・

蕨
を
見
て
、
新
年
を
迎
え
た
こ
と
が
実
感
さ
れ
喜
ば
し
い
（「
所
に
つ
け
て
は
、

か
か
る
草
木
の
け
し
き
に
従
ひ
て
、
行
き
か
ふ
月
日
の
し
る
し
も
見
ゆ
る
こ
そ

を
か
し
け
れ
」
⑤
二
一
三
）
と
い
う
女
房
た
ち
に
対
し
て
、「
何
の
を
か
し
き

な
ら
む
」（
同
）
と
強
い
反
発
を
感
じ
る
大
君
・
中
の
君
姉
妹
の
心
中
な
ど
が
、

例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
。「
椎
本
」
巻
の
大
君
・
中
の
君
は
、
年
の
瀬
に
も
「
あ

は
れ
、
年
か
は
り
な
ん
と
す
。
心
細
く
悲
し
き
こ
と
を
、
あ
ら
た
ま
る
べ
き
春

待
ち
出
で
て
し
が
な
」
と
「
心
を
消
た
ず
」（
気
を
落
と
さ
ず
）
言
う
女
房
に

対
し
て
、「
難
き
こ
と
か
な
」
と
思
っ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
（
⑤
二
〇
四
）。

　

ま
た
、
Ⅲ
正
月
の
「
こ
と
忌
み
」
が
出
来
な
い
で
い
る
こ
と
に
つ
い
て
の
言

及
に
も
注
目
し
た
い
。「
こ
と
忌
み
」
は
、「
事
忌
み
」「
言
忌
み
」
の
漢
字
が
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当
て
ら
れ
る
よ
う
に
、
特
に
め
で
た
い
時
や
、
祝
う
べ
き
時
に
、
不
吉
な
行
動

（
し
ば
し
ば
涙
を
流
す
こ
と
）
を
し
た
り
、
不
吉
な
言
葉
を
言
っ
た
り
す
る
こ

と
を
忌
ん
だ
習
慣
を
指
す
の
で
あ
る
が
、「
新
春
の
哀
傷
」
に
お
い
て
は
、
晴

れ
の
日
で
あ
る
は
ず
の
正
月
に
、
悲
し
み
の
あ
ま
り
「
こ
と
忌
み
」
を
す
る
こ

と
が
出
来
な
い
、
と
い
う
こ
と
が
作
中
人
物
の
悲
し
さ
を
効
果
的
に
表
す
表
現

と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
。「
葵
」
巻
で
は
、「
大
臣
（
＝
左
大
臣
）、
新
し
き
年

と
も
言
は
ず
、
昔
の
御
事
ど
も
聞
こ
え
出
で
た
ま
ひ
て
、
さ
う
ざ
う
し
く
悲
し

と
思
す
に
、
い
と
ど
、
か
く
さ
へ
渡
り
た
ま
へ
る
に
つ
け
て
、
念
じ
返
し
た
ま

へ
ど
た
へ
が
た
う
思
し
た
り
」（
②
七
八
）
と
左
大
臣
の
様
子
が
描
か
れ
、「
今

日
は
い
み
じ
く
思
ひ
た
ま
へ
忍
ぶ
る
を
、
か
く
渡
ら
せ
た
ま
へ
る
に
な
む
、
な

か
な
か
」（
同
）
と
大
宮
か
ら
光
源
氏
へ
の
消
息
が
伝
え
ら
れ
る
。
傍
線
部
に

見
え
る
よ
う
に
、
左
大
臣
も
大
宮
も
正
月
の
「
こ
と
忌
み
」
を
意
識
し
な
が
ら

も
、
こ
ら
え
ら
れ
な
い
悲
し
さ
を
吐
露
し
て
い
る
。

　

見
て
き
た
Ⅰ
か
ら
Ⅲ
は
、
い
ず
れ
に
し
て
も
「
お
め
で
た
い
は
ず
の
正
月
の

悲
し
み
」
が
基
調
と
な
る
た
め
に
、
重
な
り
合
う
部
分
も
多
く
、
明
瞭
に
は
分

け
ら
れ
な
い
と
こ
ろ
も
あ
る
。
例
え
ば
、「
正
月
に
流
す
涙
」
つ
い
て
言
及
し

て
い
る
の
は
Ⅲ
だ
け
で
は
な
く
、
Ⅰ
に
も
「
涙
」
へ
の
言
及
は
あ
り
、
そ
の
点

に
お
い
て
は
重
な
り
合
い
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
た
だ
、「
正
月
に
流
す

涙
」
を
Ⅰ
の
よ
う
に
「
新
し
い
年
を
迎
え
て
も
な
お
悲
し
み
は
改
ま
ら
な
い
た

め
に
流
れ
る
涙
」
と
表
現
す
る
の
か
、
Ⅲ
の
よ
う
に
、「
新
年
に
は
慎
む
べ
き

涙
で
あ
る
の
に
耐
え
ら
れ
な
い
」
と
「
こ
と
忌
み
」
の
問
題
と
し
て
表
現
す
る

の
か
、
は
、
物
語
が
「
新
春
の
哀
傷
」
を
ど
の
よ
う
に
形
象
し
表
現
し
て
き
た

か
を
考
え
る
上
で
は
、
注
目
し
て
お
き
た
い
差
異
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

さ
て
、「『
源
氏
物
語
』
以
前
、
お
そ
ら
く
仮
名
散
文
は
い
ま
だ
死
を
そ
れ
自

体
独
立
し
た
叙
述
の
対
象
と
し
て
持
つ
に
は
至
ら
ず
、
ま
し
て
死
の
叙
述
の
様

式
な
ど
作
り
あ
げ
て
は
い
な
か
っ
た
」
と
述
べ
た
の
は
、
今
西
祐
一
郎
氏
で

あ
っ
た⑶
。
氏
の
述
べ
る
通
り
、『
源
氏
物
語
』
以
前
の
散
文
作
品
に
は
、
作
中

人
物
の
死
そ
の
も
の
を
、
残
さ
れ
た
人
々
が
哀
悼
す
る
ま
と
ま
っ
た
場
面
が
描

か
れ
る
こ
と
は
な
く
、『
源
氏
物
語
』
が
、
残
さ
れ
た
者
た
ち
の
悲
し
み
を
こ

れ
ほ
ど
ま
で
に
豊
か
に
描
き
得
た
の
は
、
和
歌
の
世
界
に
哀
傷
歌
の
伝
統
が
息

づ
い
て
い
た
か
ら
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
本
稿
で
は
、『
源
氏
物
語
』
成
立
以
前

に
詠
ま
れ
た
「
新
春
の
哀
傷
歌
」
の
系
譜
を
辿
り
、
そ
の
表
現
と
発
想
に
つ
い

て
ま
ず
考
え
た
い
。
そ
の
う
え
で
、『
源
氏
物
語
』
と
、
先
行
す
る
「
新
春
の

哀
傷
歌
」
の
表
現
や
発
想
の
関
わ
り
に
つ
い
て
考
察
を
試
み
た
い
。
も
と
よ
り
、

「
新
春
の
哀
傷
」
の
場
面
の
和
歌
的
な
表
現
と
発
想
は
、
先
行
す
る
「
新
春
の

哀
傷
歌
」
に
の
み
支
え
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
他
の
季
節
の
哀
傷
歌
や
、

哀
傷
以
外
の
様
々
な
部
立
か
ら
の
引
歌
に
よ
っ
て
織
り
な
さ
れ
て
い
る
の
で

あ
っ
て
、「
新
春
の
哀
傷
歌
」
を
考
察
す
る
こ
と
が
そ
の
ま
ま
『
源
氏
物
語
』「
新

春
の
哀
傷
」
の
場
面
が
い
か
に
形
作
ら
れ
た
の
か
を
説
明
す
る
こ
と
に
な
る
わ

け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
先
に
見
た
よ
う
な
「
新
春
の
哀
傷
」
が
独
自
に
持
つ

「
哀
傷
」
の
あ
り
方
が
い
か
に
獲
得
さ
れ
た
の
か
を
考
え
る
上
で
、
物
語
に
先

行
す
る
「
新
春
の
哀
傷
歌
」
を
概
観
す
る
こ
と
は
有
用
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

次
節
で
は
「
新
春
の
哀
傷
歌
」
を
見
て
い
き
た
い
。

三

　
「
新
春
の
哀
傷
歌
」
は
ど
の
よ
う
な
発
想
と
表
現
に
よ
っ
て
詠
ま
れ
て
き
た

の
だ
ろ
う
か
。
以
下
は
、『
源
氏
物
語
』
成
立
以
前
か
ら
ほ
ぼ
同
時
代
ま
で
の

「
新
春
の
哀
傷
歌
」
を
管
見
の
及
ぶ
範
囲
で
掲
出
し
た
も
の
で
あ
る
。
年
代
順

に
並
べ
、
詠
作
事
情
お
よ
び
「
新
春
の
哀
傷
歌
」
と
し
て
の
特
徴
を
簡
単
に
記

し
た⑷
。
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〔
一
〕
保
明
親
王
薨
去
（
延
長
元
年
（
九
二
二
）
三
月
）
の
翌
正
月

先
坊
う
せ
た
ま
ひ
て
の
は
る
、
大
輔
に
つ
か
は
し
け
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

は
る
か
み
の
朝
臣
の
む
す
め

①
あ
ら
た
ま
の
年
こ
え
く
ら
し
つ
ね
も
な
き
は
つ
鶯
の
ね
に
ぞ
な
か
る
る

�

（
後
撰
・
一
四
〇
六
）

　
　
　

返
し　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
輔

ね
に
た
て
て
な
か
ぬ
日
は
な
し
鶯
の
昔
の
春
を
思
ひ
や
り
つ
つ

�

（
同
・
一
四
〇
六
）

　

①
は
保
明
親
王
に
侍
し
た
と
思
わ
れ
る
藤
原
玄
上
女
が
、
保
明
の
乳
母
で
あ

る
と
考
え
ら
れ
る
大
輔
に
贈
っ
た
保
明
哀
傷
の
歌
で
あ
る
。
鶯
が
や
っ
て
く
る

よ
う
に
、
新
し
い
年
が
や
っ
て
く
る
ら
し
い
、
無
常
を
嘆
い
て
、
鶯
の
初
音
の

よ
う
に
声
を
出
し
て
泣
か
れ
る
こ
と
で
す
よ
、
と
新
春
の
景
物
で
あ
る
「
鶯
の

初
音
」
と
声
に
出
し
て
泣
か
れ
る
「
音
」
を
か
け
た
詠
み
方
と
な
っ
て
い
る
。

大
輔
の
返
歌
は
「
初
音
」
で
は
な
く
春
の
鶯
一
般
を
詠
む
こ
と
で
、
保
明
薨
去

の
三
月
「
昔
の
春
」
を
思
い
返
し
続
け
て
い
る
悲
し
さ
を
歌
っ
て
い
る
。
な
お
、

『
後
撰
集
』
に
は
玄
上
女
が
「
同
じ
年
の
秋
」
に
保
明
を
哀
傷
し
た
歌

（
一
四
〇
八
）
も
残
っ
て
い
る
。

〔
二
〕
醍
醐
天
皇
崩
御
（
延
長
八
年
（
九
三
〇
）
九
月
）
の
翌
正
月

先
帝
お
は
し
ま
さ
で
又
の
年
の
正
月
一
日
お
く
り
侍
り
け
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

三
条
右
大
臣

②
い
た
づ
ら
に
今
日
や
暮
れ
な
ん
新
し
き
春
の
始
は
昔
な
が
ら
に

�

（
後
撰
・
一
三
九
六
）

　
　
　

返
し

③
な
く
涙
ふ
り
に
し
年
の
衣
手
は
あ
た
ら
し
き
に
も
か
は
ら
ざ
り
け
り

�

（
同
・
一
三
九
七
）

　

②
③
は
『
三
条
右
大
臣
集
』
に
も
見
え
（
二
九
・
三
〇
）、『
兼
輔
集
』
に
も

や
や
形
を
変
え
て
載
る⑸
。
醍
醐
天
皇
の
外
戚
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
一
時
的
に

勢
力
を
得
た
三
条
右
大
臣
藤
原
実
方
に
と
っ
て
（
実
方
の
同
母
姉
妹
が
醍
醐
母

胤
子
）
醍
醐
天
皇
の
崩
御
は
大
き
な
政
治
的
打
撃
で
あ
っ
た
。
そ
の
定
方
と
従

兄
弟
で
あ
り
婿
で
あ
る
兼
輔
が
交
わ
し
た
哀
傷
歌
で
あ
る
。
新
春
は
変
わ
ら
ず

に
や
っ
て
き
た
の
に
、
昨
年
か
ら
の
悲
し
み
が
続
い
て
い
る
た
め
に
、
ま
た
、

諒
闇
で
あ
る
か
ら
新
年
の
行
事
が
な
い
た
め
に
、「
い
た
づ
ら
に
」
日
を
暮
ら

す
む
な
し
さ
を
歌
う
定
方
に
対
し
て
、
兼
輔
は
涙
が
「
降
る
」
こ
と
と
「
古
」

を
か
け
て
、
年
が
改
ま
っ
て
も
涙
が
止
ま
ら
な
い
と
返
し
て
い
る
。
醍
醐
崩
御

の
悲
嘆
に
く
れ
る
定
方
は
、
崩
御
の
九
月
か
ら
葬
送
が
あ
っ
た
十
月
、
翌
年
正

月
（
当
該
贈
答
）、
三
月
、
と
度
々
兼
輔
に
悲
し
み
を
訴
え
、
兼
輔
が
そ
れ
に

応
じ
て
い
る
こ
と
が
『
兼
輔
集
』『
三
条
右
大
臣
集
』
か
ら
確
認
さ
れ
る
。

〔
三
〕
藤
原
兼
輔
薨
去
（
承
平
三
年
（
九
三
三
）
二
月
）
の
翌
正
月　
　
　

お
な
じ
中
納
言
う
せ
た
ま
へ
る
年
の
又
の
年
の
つ
い
た
ち
の
日
、
か
の

中
納
言
の
家
に
た
て
ま
つ
り
け
る

④
藤
衣
あ
た
ら
し
く
た
つ
年
な
れ
ば
ふ
り
に
し
人
は
な
ほ
や
恋
し
き

�

（
貫
之
集
・
七
九
三
）　　

�
藤
原
兼
輔
と
親
し
く
交
流
し
た
貫
之
が
詠
ん
だ
兼
輔
哀
傷
歌
で
あ
る
。
兼
輔

薨
去
時
に
は
、
貫
之
は
土
佐
に
赴
任
中
で
あ
っ
た
（
帰
京
は
承
平
五
年
二
月
）。

衣
を
「
裁
つ
」
と
年
が
「
立
つ
」
が
掛
け
ら
れ
、
新
年
を
迎
え
て
旧
年
に
亡
く

な
っ
た
「
古
り
に
し
人
」
が
な
お
一
層
恋
し
い
と
歌
う
。「
新
」
と
「
古
」
を

対
照
さ
せ
、
年
が
改
ま
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
故
人
が
「
古
り
に
し
人
」
と
な
っ

て
し
ま
う
嘆
き
を
歌
う
点
、
注
目
さ
れ
よ
う
。
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〔
四
〕
重
明
親
王
薨
去
（
天
暦
八
年
（
九
五
四
）
九
月
）
の
翌
正
月

　
　
　

ち
ち
宮
う
せ
た
ま
ひ
て
、
正
月
一
日
に

⑤
忌
む
な
れ
ど
今
日
し
も
も
の
の
か
な
し
き
は
年
を
へ
だ
つ
と
思
ふ
な
り
け
り

�

（
斎
宮
女
御
集
・
四
四
）

　

重
明
親
王
女
で
、
村
上
天
皇
女
御
で
あ
る
斎
宮
女
御
徽
子
が
、
重
明
薨
去
の

翌
年
正
月
に
詠
ん
だ
歌
で
あ
る⑹
。
当
該
歌
は
、「
こ
と
忌
み
」
を
破
る
こ
と
そ

の
こ
と
を
題
材
と
し
、
亡
き
人
を
追
慕
す
る
正
月
の
悲
し
さ
が
詠
ま
れ
た
最
初

の
例
で
あ
る
と
思
わ
れ
、
注
目
す
べ
き
一
首
で
あ
る
。
ま
た
、
下
の
句
で
は
新

年
を
迎
え
「
年
を
へ
だ
つ
」
こ
と
で
旧
年
に
亡
く
な
っ
た
故
人
と
の
距
離
が
遠

く
な
る
こ
と
の
悲
し
み
を
歌
っ
て
い
る
。

〔
五
〕
藤
原
穏
子
崩
御
（
天
暦
八
年
（
九
五
四
）
一
月
）
の
翌
正
月

天
暦
御
時
、
故
后
の
み
や
の
御
賀
せ
さ
せ
た
ま
は
む
と
て
侍
り
け
る
を
、

宮
う
せ
給
ひ
に
け
れ
ば
、
や
が
て
そ
の
ま
ま
、
ま
う
け
し
て
御
諷
誦
お

こ
な
は
せ
給
ひ
け
る
時　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

御
製

⑥
い
つ
し
か
と
君
に
と
思
ひ
し
若
菜
を
ば
法
の
道
に
ぞ
今
日
は
つ
み
つ
る

�

（
拾
遺
集
・
一
三
三
八
）

　

天
暦
八
年
正
月
四
日
に
穏
子
が
崩
御
し
、
翌
年
同
日
に
村
上
天
皇
宸
筆
の
法

華
経
を
供
養
し
た
法
華
八
講
が
行
わ
れ
た
（『
扶
桑
略
記
』『
村
上
御
記
』
等
）。

当
該
歌
は
そ
の
際
に
詠
ま
れ
た
歌
だ
ろ
う
。
法
華
八
講
の
際
の
詠
な
の
で
「
法

華
経
を
わ
が
え
し
事
は
た
き
木
こ
り
な
つ
み
水
汲
み
つ
か
へ
て
ぞ
え
し
」（
拾

遺
・
一
三
四
六
）
が
踏
ま
え
ら
れ
て
い
る
。
穏
子
の
長
寿
を
祈
っ
て
摘
む
は
ず

だ
っ
た
若
菜
を
、
追
善
供
養
の
た
め
に
摘
む
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
嘆
き
の
歌

で
あ
る
。
正
月
の
景
物
で
あ
る
若
菜
を
、「
な
つ
み
水
汲
み
」
の
菜
と
し
て
詠

ん
で
い
る
。
な
お
、
詞
書
は
穏
子
の
算
賀
の
準
備
を
し
て
い
た
矢
先
に
穏
子
崩

御
が
あ
り
、
賀
の
準
備
を
追
善
法
要
の
準
備
に
移
し
て
法
要
を
行
っ
た
と
い
う

事
情
を
伝
え
て
い
る
。

〔
六
〕
敦
道
親
王
薨
去
（
寛
弘
四
年
（
一
〇
〇
七
）
十
月
）
の
翌
年
正
月
か

　
　
　

一
日
、
人
の
許
に

⑦
き
く
人
や
い
は
ば
ゆ
ゆ
し
と
お
も
ふ
と
て
か
す
む
雲
ゐ
を
み
に
の
み
ぞ
み
る

�

（
和
泉
式
部
続
集
・
四
二
）

　
　
　

七
日
、
雪
の
い
み
じ
う
降
る
に
、
つ
れ
づ
れ
と
お
ぼ
ゆ
れ
ば

⑧
君
が
た
め
わ
か
な
つ
む
と
て
春
日
野
の
雪
ま
を
い
か
に
け
ふ
は
わ
け
ま
し

�

（
同
・
四
四
）

　
　
　

正
月
一
日
、
人
人
の
事
い
み
し
て
も
の
い
ふ
を
き
き
て

⑨
き
く
人
の
忌
め
ば
か
け
て
も
い
は
で
お
も
ふ
心
の
う
ち
は
け
ふ
も
わ
す
れ
ず

�

（
同
・
九
〇
）

　
　
　

七
日

⑩
思
ひ
き
や
今
日
の
若
菜
も
知
ら
ず
し
て
し
の
ぶ
の
草
を
つ
ま
ん
も
の
と
は

�

（
九
一
）

　
　
　

子
日
の
ま
つ
を
人
の
も
て
き
た
る
を
見
て

⑪
手
も
ふ
れ
で
み
に
の
み
ぞ
み
る
万
代
を
ま
づ
ひ
き
か
け
し
君
し
な
け
れ
ば

�

（
九
二
）

��
い
わ
ゆ
る
「
帥
宮
挽
歌
群
」
の
中
に
収
め
ら
れ
た
五
首
で
あ
る
。
帥
宮
薨
去

後
か
ら
、
ほ
ぼ
時
間
の
経
過
に
従
っ
て
掲
載
さ
れ
る
和
歌
群
の
中
で
、
四
九
日

の
直
後
に
お
か
れ
る
⑦
⑧
、
一
周
忌
の
直
後
に
お
か
れ
る
⑨
～
⑪
共
に
や
や
わ

か
り
に
く
い
場
所
に
位
置
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
こ
れ
ら
が
、
敦
道
親
王
薨
去
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後
の
翌
正
月
の
詠
な
の
か
、
ま
た
⑦
⑧
、
⑨
～
⑪
が
同
年
に
詠
ま
れ
た
も
の
か
、

明
確
で
は
な
い
が
、
薨
去
の
翌
年
寛
弘
五
年
正
月
に
詠
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
と

考
え
る
の
が
最
も
自
然
だ
ろ
う
。
一
日
の
詠
で
あ
る
⑦
・
⑨
は
両
方
と
も
「
こ

と
忌
み
」
を
破
る
こ
と
を
題
材
と
し
て
い
る
。
⑧
⑩
は
若
菜
を
詠
み
込
み
、
宮

が
在
世
中
で
あ
っ
た
の
な
ら
自
分
は
熱
心
に
若
菜
を
摘
ん
だ
だ
ろ
う
に
、
と
い

う
悲
嘆
を
詠
み
、
⑩
は
子
の
日
の
松
を
詠
み
、
宮
の
短
命
を
嘆
く
。

〔
参
考
〕
藤
原
能
子
卒
去
（
康
保
元
年
（
九
六
四
）
四
月
）
の
翌
正
月

康
保
二
年
正
月
、
忠
君
来
小
野
宮
、
是
貞
信
公
御
愛
孫
也
、
仍
以
大
徳

勧
盃
酒
、
其
次
有
此
詞

あ
た
ら
し
き
年
の
は
じ
め
と
思
へ
ど
も
と
ま
ら
ぬ
も
の
は
涙
な
り
け
り

�

（
清
慎
公
集
・
九
九
）

　

詞
書
・
和
歌
本
文
か
ら
だ
け
で
は
、
必
ず
し
も
哀
傷
の
要
素
を
認
め
が
た
く
、

「
新
春
の
哀
傷
歌
」
に
数
え
て
良
い
の
か
、
や
や
問
題
が
残
る
一
首
で
あ
る
た

め
、
参
考
と
し
て
掲
げ
た
。
こ
の
歌
が
詠
ま
れ
た
前
年
、
康
保
元
年
四
月
に
実

頼
室
能
子
が
卒
去
し
て
い
る
こ
と
が
『
日
本
紀
略
』
に
よ
っ
て
確
認
で
き
、
お

そ
ら
く
は
そ
れ
を
受
け
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る⑺
。
年
始
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
止
ま
ら
ぬ
涙
を
詠
み
、
悲
嘆
を
吐
露
す
る
歌
で
あ
る
。
能
子
哀
傷
の

要
素
を
認
め
る
の
で
あ
れ
ば
、
正
月
に
も
関
わ
ら
ず
、
故
人
を
思
う
悲
し
み
で

涙
が
止
ま
ら
な
い
こ
と
を
詠
ん
だ
歌
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

以
上
、
管
見
の
及
ぶ
範
囲
で
は
あ
る
が
『
源
氏
物
語
』
成
立
ご
ろ
ま
で
の
「
新

春
の
哀
傷
歌
」
を
概
観
し
た
。
こ
れ
ら
一
連
の
和
歌
か
ら
、「
こ
と
忌
み
」
の

習
慣
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
年
始
を
契
機
と
し
て
哀
傷
歌
が
詠
ま
れ
る
こ
と
が

あ
っ
た
こ
と
が
伺
え
る
。
ま
た
、
正
月
の
景
物
（
初
音
、
若
菜
、
子
の
日
の
松
）

を
詠
み
哀
傷
歌
と
す
る
例
の
他
に
、
年
の
始
め
の
悲
し
み
そ
の
こ
と
自
体
を
主

題
と
し
て
詠
ま
れ
た
例
も
多
く
、
先
述
し
た
『
源
氏
物
語
』
の
「
新
春
の
哀
傷
」

の
発
想
と
重
な
る
点
が
認
め
ら
れ
る
。

四

　
「
新
春
の
哀
傷
」
の
特
徴
Ⅰ
と
し
て
挙
げ
た
、「
新
年
を
迎
え
て
も
旧
年
か
ら

の
悲
し
み
は
改
ま
ら
な
い
」
と
い
う
嘆
き
は
、
②
定
方
詠
、
③
兼
輔
詠
、
④
貫

之
詠
に
、
特
徴
的
に
詠
ま
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
特
に
、
③
「
な
く
涙
ふ
り
に

し
年
の
衣
手
は
あ
た
ら
し
き
に
も
か
は
ら
ざ
り
け
り
」
の
、
新
し
い
年
に
「
ふ

る
（
古
・
降
る
）」
涙
と
い
う
詠
ま
れ
方
に
注
目
し
た
い
。
③
兼
輔
詠
は
、「
葵
」

巻
光
源
氏
の
贈
歌
に
答
え
た
大
宮
詠
に
引
か
れ
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
お

り
、
発
想
と
表
現
の
類
似
と
差
異
を
検
討
し
て
お
き
た
い
の
で
あ
る
。　

（
源
氏
）
あ
ま
た
年
今
日
あ
ら
た
め
し
色
ご
ろ
も
き
て
は
涙
ぞ
ふ
る
心

地
す
る

え
こ
そ
思
ひ
た
ま
へ
し
づ
め
ね
」
と
聞
こ
え
た
ま
へ
り
。
御
返
り
、

（
大
宮
）
新
し
き
年
と
も
い
は
ず
ふ
る
も
の
は
ふ
り
ぬ
る
人
の
涙
な
り

け
り�（
②
七
九
）

大
宮
詠
は
、「
新
春
の
哀
傷
」
の
特
徴
が
表
れ
て
い
る
箇
所
（
Ⅰ
新
年
を
迎
え

て
も
変
わ
ら
ぬ
悲
し
み
を
強
調
）
と
し
て
先
に
取
り
上
げ
た
が
、
新
年
に
も
関

わ
ら
ず
悲
し
み
が
癒
え
な
い
こ
と
を
歌
う
発
想
の
上
で
も
、「
ふ
る
」
の
掛
詞

の
表
現
の
上
で
も
③
兼
輔
詠
が
踏
ま
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
伺
え
る
。
た
だ
し
、

兼
輔
詠
で
は
「
古
」
は
年
に
対
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
大
宮
詠

で
は
悲
嘆
に
暮
れ
な
が
ら
も
新
年
を
迎
え
て
さ
ら
に
一
つ
年
を
と
っ
た
大
宮
自

身
を
指
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
源
氏
が
「
古
る
心
地
」
と
し
て
葵
上
在
世
中
の

こ
と
を
思
い
出
し
て
い
る
こ
と
と
併
せ
て
考
え
た
時
、
示
唆
的
で
あ
ろ
う
。
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「
葵
」
巻
の
「
新
春
の
哀
傷
」
で
悲
嘆
に
暮
れ
る
中
心
的
な
人
物
は
大
宮
と
大

臣
で
あ
り
、
源
氏
は
彼
ら
と
「
哀
傷
」
を
共
有
し
な
が
ら
も
、
葵
上
の
こ
と
は

既
に
過
去
の
こ
と
（
古
る
心
地
）
と
認
識
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
源
氏
に
と
っ

て
当
該
場
面
は
葵
上
を
哀
傷
す
る
最
後
の
場
面
で
あ
り
、
こ
こ
で
悲
し
み
に
明

確
に
区
切
り
が
付
け
ら
れ
て
い
る
。
一
方
大
宮
詠
は
、「
新
年
」
に
対
し
て
「
古
」

を
詠
み
な
が
ら
も
、
③
兼
輔
詠
の
よ
う
に
は
故
人
が
亡
く
な
っ
た
旧
年
を
対
照

化
し
て
い
な
い
点
に
留
意
し
た
い
。

　
「
新
年
」
―
「
古
」
を
詠
む
「
新
春
の
哀
傷
歌
」
と
し
て
は
他
に
、
④
貫
之

詠
「
藤
衣
あ
た
ら
し
く
立
つ
年
な
れ
ば
ふ
り
に
し
人
は
な
ほ
や
恋
し
き
」
が
あ

る
が
、
こ
の
歌
は
亡
く
な
っ
た
人
を
「
古
り
に
し
人
」
と
し
、
年
が
改
ま
る
こ

と
に
よ
っ
て
亡
き
人
と
の
時
間
的
な
距
離
が
遠
く
な
っ
た
こ
と
を
認
識
し
て
い

る
。
こ
の
よ
う
な
詠
み
方
は
、
同
じ
貫
之
の
大
晦
日
の
哀
傷
歌
「
こ
ふ
る
ま
に

年
の
く
れ
な
ば
な
き
人
の
別
や
い
と
ど
と
ほ
く
な
り
な
ん
」（
後
撰
・

一
四
二
五
）
と
同
一
の
発
想
で
、
⑤
徽
子
歌
「
忌
む
な
れ
ど
今
日
し
も
も
の
の

か
な
し
き
は
年
を
へ
だ
つ
と
思
ふ
な
り
け
り
」
に
も
そ
の
発
想
が
引
か
れ
て
い

る
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、「
年
を
隔
て
て
亡
き
人
と
の
距
離
を
痛
感
す

る
」
と
い
う
詠
ま
れ
方
は
、「
新
春
の
哀
傷
歌
」
の
一
系
譜
を
形
作
っ
て
い
く

よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、『
源
氏
物
語
』
に
は
こ
の
発
想
は
つ
い
に
引
か
れ
る
こ

と
が
な
い
の
で
あ
る⑻
。
新
年
を
迎
え
て
、
故
人
が
亡
く
な
っ
た
日
が
遠
ざ
か
っ

て
い
く
と
い
う
実
感
は
、
悲
し
み
の
表
現
の
一
方
法
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
大

切
な
人
の
死
を
過
ぎ
去
っ
た
出
来
事
と
し
て
捉
え
て
い
る
点
に
お
い
て
、『
源

氏
物
語
』
の
「
新
春
の
哀
傷
」
に
は
な
じ
み
に
く
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

次
に
、『
源
氏
物
語
』「
新
春
の
哀
傷
」
の
Ⅲ
と
し
て
指
摘
し
た
、「
こ
と
忌
み
」

の
問
題
に
つ
い
て
考
え
た
い
。
こ
と
忌
み
に
つ
い
て
言
及
さ
れ
る
場
合
「
こ
と

忌
み
」
の
語
が
用
い
ら
れ
る
場
合
と
、「
葵
」
巻
の
よ
う
に
、
新
年
な
の
に
涙

を
こ
ら
え
ら
れ
な
い
、
故
人
の
話
を
持
ち
出
さ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
な
ど
と

「
こ
と
忌
み
」
の
語
を
用
い
ず
に
叙
述
さ
れ
る
場
合
と
が
あ
る
。「
こ
と
忌
み
」

の
語
の
初
例
と
思
わ
れ
る
用
例
は
、『
蜻
蛉
日
記
』
中
巻
、
安
和
元
年
正
月
の

記
事
に
見
ら
れ
る
。

か
く
は
か
な
な
が
ら
、
年
た
ち
か
へ
る
朝
に
は
な
り
に
け
り
、
年
ご
ろ
あ

や
し
く
、
世
の
人
の
す
る
言
忌
な
ど
も
せ
ぬ
と
こ
ろ
な
れ
ば
や
、
か
う
は

あ
ら
む
と
て
、
起
き
て
、
ゐ
ざ
り
出
づ
る
ま
ま
に
、「
い
づ
ら
、
こ
こ
に
」、

人
々
、「
今
年
だ
に
い
か
で
言
忌
な
ど
し
て
、
世
の
中
こ
こ
ろ
み
む
」
と

言
ふ
を
聞
き
て
…
（
一
六
九
～
七
〇⑼
）

　
「
こ
と
忌
み
」
が
そ
の
最
初
の
用
例
か
ら
、「
こ
と
忌
み
」
が
破
ら
れ
が
ち
で

あ
る
こ
と
に
関
す
る
言
及
で
あ
る
よ
う
に
、「
こ
と
忌
み
」
が
意
識
さ
れ
、
言

及
さ
れ
る
場
合
の
多
く
が
、「
こ
と
忌
み
」
が
破
ら
れ
る
時
も
し
く
は
、
破
ら

な
い
ま
で
も
破
り
そ
う
に
な
る
時
で
あ
ろ
う
こ
と
が
予
測
さ
れ
る
。「
こ
と
忌

み
」
が
守
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、「
こ
と
忌
み
」
に
つ
い
て
言
及
す
る
必
要
は
な

い
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
も
う
一
つ
、
新
年
の
「
こ
と
忌
み
」
の
特
徴
と
し
て
挙

げ
ら
れ
る
の
は
、
強
い
喪
の
意
識
を
共
有
で
き
る
相
手
と
の
和
歌
の
贈
答
や
会

話
に
お
い
て
は
、「
こ
と
忌
み
」
が
意
識
さ
れ
に
く
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

「
新
春
の
哀
傷
歌
」〔
１
〕
の
保
明
親
王
に
近
仕
し
た
者
同
士
の
贈
答
や
、〔
２
〕

醍
醐
帝
を
亡
く
し
た
定
方
と
兼
輔
の
贈
答⑽
な
ど
で
は
、「
こ
と
忌
み
」
へ
の
言

及
が
見
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
（
も
ち
ろ
ん
、
喪
中
の
親
族
を
弔
問
す
る
た
め
に

贈
っ
た
歌
④
や
、
法
会
の
場
⑤
で
「
こ
と
忌
み
」
が
意
識
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
）。

「
葵
」
巻
で
左
大
臣
や
大
宮
が
「
こ
と
忌
み
」
に
言
及
す
る
の
も
、
源
氏
が
左

大
臣
た
ち
と
完
全
に
は
悲
し
み
を
共
有
で
き
な
い
こ
と
を
理
解
し
て
い
る
た
め

の
、
遠
慮
が
あ
る
か
ら
だ
と
思
わ
れ
る
。

　

そ
の
よ
う
な
「
こ
と
忌
み
」
へ
の
意
識
が
あ
る
か
ら
こ
そ
、
悲
し
み
を
強
調
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し
て
表
白
す
る
表
現
と
し
て
、「
こ
と
忌
み
」
は
「
新
春
の
哀
傷
歌
」
の
重
要

な
系
譜
を
形
作
っ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。「
こ
と
忌
み
」
を
破
る
こ
と
そ
の
こ

と
を
題
材
と
し
て
歌
っ
た
最
も
早
い
例
で
あ
る
⑤
「
忌
む
な
れ
ど
今
日
し
も
も

の
の
か
な
し
き
は
年
を
へ
だ
つ
と
思
ふ
な
り
け
り
」
は
、
父
亡
き
後
の
悲
し
み

を
一
人
抱
え
な
が
ら
正
月
を
迎
え
て
い
る
徽
子
の
姿
を
想
像
さ
せ
る
。
実
際
に

は
、
重
明
薨
去
の
後
、
継
母
と
重
明
哀
傷
の
歌
を
交
わ
し
て
お
り
悲
し
み
を
共

有
す
る
相
手
が
い
た
か
に
見
え
る
が
、
そ
の
継
母
と
は
重
明
亡
き
後
間
も
な
く

村
上
帝
に
召
し
出
さ
れ
寵
愛
を
受
け
た
と
伝
え
ら
れ
る
藤
原
登
子
で
あ
る

（『
大
鏡
』『
栄
花
物
語
』）。
登
子
と
村
上
帝
の
関
係
が
い
つ
始
ま
っ
た
か
は
特

定
出
来
な
い
が
、
重
明
亡
き
後
の
徽
子
の
孤
独
と
心
細
さ
は
否
定
出
来
な
い
だ

ろ
う
。「
こ
と
忌
み
」
の
歌
は
そ
の
よ
う
な
徽
子
の
置
か
れ
た
状
況
を
考
え
る

と
理
解
さ
れ
や
す
い
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
一
首
を
、
孤
独
で
心
細
い
徽
子
の
心
情
が
素
直
に
吐

露
さ
れ
た
も
の
と
し
て
理
解
す
る
だ
け
で
は
不
十
分
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
な

ぜ
な
ら
、
徽
子
に
は
父
の
喪
中
で
里
下
が
り
し
て
い
る
間
に
も
、
極
め
て
意
欲

的
な
「
手
習
」（
の
体
裁
を
取
っ
た
贈
歌
）
を
詠
作
し
、
を
村
上
帝
に
献
上
し

て
い
る
と
い
う
積
極
的
な
和
歌
の
作
者
と
し
て
の
一
面
が
あ
る
か
ら
で
あ
る⑾
。

こ
の
一
首
に
は
、「
こ
と
忌
み
」
と
い
う
そ
れ
ま
で
誰
も
詠
ま
な
か
っ
た
題
材

が
詠
ま
れ
て
お
り
、
そ
こ
に
徽
子
の
作
家
と
し
て
の
姿
を
認
め
て
良
い
だ
ろ
う
。

　

徽
子
が
拓
い
た
「
こ
と
忌
み
」
を
歌
に
詠
む
発
想
は
、
和
泉
式
部
に
よ
っ
て

よ
り
意
識
的
・
意
欲
的
に
受
け
継
が
れ
て
い
る
。

　
　
　

一
日
、
人
の
許
に

⑦
き
く
人
や
い
は
ば
ゆ
ゆ
し
と
お
も
ふ
と
て
か
す
む
雲
ゐ
を
み
に
の
み
ぞ
み
る

　
　
　

正
月
一
日
、
人
人
の
事
い
み
し
て
も
の
い
ふ
を
き
き
て

⑨
き
く
人
の
忌
め
ば
か
け
て
も
い
は
で
お
も
ふ
心
の
う
ち
は
け
ふ
も
わ
す
れ
ず

　

和
泉
の
二
首
は
共
に
に
「
き
く
人
」
を
想
定
し
、「
き
く
人
」
を
憚
っ
て
「
こ

と
忌
み
」
を
守
る
の
だ
と
述
べ
な
が
ら
、
実
際
に
は
「
こ
と
忌
み
」
を
破
っ
て

宮
を
哀
傷
す
る
和
歌
を
詠
み
、
さ
ら
に
⑦
の
場
合
は
そ
の
和
歌
を
人
に
贈
っ
て

い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
⑨
で
は
「
心
に
は
下
行
く
水
の
わ
き
か
へ
り
い
は
で

思
ふ
ぞ
い
ふ
に
ま
さ
れ
る
」（
古
今
六
帖
・
二
六
四
八
）
を
引
き
、
宮
を
忘
れ

ら
れ
な
い
思
い
を
心
の
中
に
留
め
て
お
く
こ
と
が
、
口
に
出
し
て
言
う
よ
り
も

勝
っ
て
い
る
の
だ
、
と
し
な
が
ら
も
、
そ
れ
を
和
歌
に
詠
み
残
し
て
い
る
点
、

注
目
さ
れ
る
。
二
首
が
こ
の
よ
う
に
、
矛
盾
を
内
在
さ
せ
な
が
ら
、
そ
の
矛
盾

が
お
も
し
ろ
さ
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
こ
の
二
首
が
和
泉
の
悲
し
み
の
率
直
な

吐
露
な
ど
で
は
も
と
よ
り
な
く
、
正
月
の
「
こ
と
忌
み
」
と
い
う
題
材
を
使
っ

て
い
か
に
新
し
い
歌
を
詠
む
か
に
腐
心
し
た
和
泉
の
力
作
で
あ
る
か
ら
で
あ
ろ

う
。「
感
情
の
切
実
さ
や
深
さ
と
と
も
に
や
や
過
剰
な
強
調
が
あ
り
、
宮
を
哀

傷
す
る
和
泉
の
姿
の
背
後
に
、
そ
の
感
傷
を
作
品
化
す
る
こ
と
に
意
欲
的
な
作

家
の
姿
も
見
え
て
き
て
、
そ
れ
が
作
者
の
人
間
と
し
て
の
、
ま
た
作
家
と
し
て

の
た
く
ま
し
さ
を
ふ
と
の
ぞ
か
せ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る⑿
」
と
い
わ
れ
る
、「
帥

宮
挽
歌
群
」
の
中
に
あ
っ
て
、
宮
を
亡
く
し
た
悲
し
み
を
正
月
と
い
う
時
空
に

お
い
て
効
果
的
に
表
現
す
る
方
法
と
し
て
、
こ
れ
以
前
に
は
徽
子
歌
に
の
み
詠

ま
れ
て
い
た
「
元
日
の
こ
と
忌
み
」
が
題
材
と
し
て
選
ば
れ
た
の
だ
ろ
う
と
思

わ
れ
る
。

　

く
わ
え
て
述
べ
れ
ば
、
和
泉
式
部
の
「
こ
と
忌
み
」
の
歌
二
首
は
、
正
月
の

は
な
や
か
さ
か
ら
疎
外
さ
れ
て
い
る
和
泉
の
姿
を
も
効
果
的
に
歌
っ
て
い
る
。

『
源
氏
物
語
』「
新
春
の
哀
傷
」
の
特
徴
と
し
て
挙
げ
た
Ⅱ
「
正
月
の
よ
ろ
こ
び

を
共
有
し
よ
う
と
す
る
人
々
か
ら
疎
外
さ
れ
る
人
物
の
姿
を
描
く
」
は
、
贈
答

さ
れ
た
「
新
春
の
哀
傷
歌
」
や
、
弔
問
の
た
め
に
贈
ら
れ
た
歌
、
法
会
の
際
の

歌
な
ど
に
は
見
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
和
泉
が
「
こ
と
忌
み
す
る
周
囲
」
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を
意
識
し
、「
こ
と
忌
み
が
出
来
な
い
で
い
る
自
分
」
と
対
比
す
る
こ
と
で
、

正
月
の
よ
ろ
こ
び
か
ら
疎
外
さ
れ
て
い
る
作
者
の
様
子
が
際
や
か
に
浮
か
び
上

が
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
前
述
徽
子
⑤
歌
に
は
、「
き
く
人
」
は
想
定
さ
れ
て

い
な
い
が
、「
こ
と
忌
み
」
が
詠
ま
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
周
囲
の
は
な
や
か

さ
に
同
じ
え
な
い
徽
子
の
孤
独
な
心
情
を
想
像
さ
せ
る
。
和
泉
式
部
詠
の
場
合

は
、「
こ
と
忌
み
」
す
る
人
々
と
同
調
で
き
な
い
孤
独
よ
り
は
、「
こ
と
忌
み
」

が
出
来
な
い
ほ
ど
宮
へ
の
思
い
が
深
い
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
の
が
特
徴
で
あ

る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
和
泉
式
部
の
「
こ
と
忌
み
」
の
歌
は
、「
新
春
に
哀
傷
す
る

こ
と
」
の
特
性
を
目
一
杯
生
か
し
て
悲
し
み
を
表
白
し
た
も
の
で
あ
る
が
、『
源

氏
物
語
』
に
明
確
な
引
用
の
跡
が
あ
る
わ
け
で
は
な
く
、
物
語
と
ほ
ぼ
同
時
代

の
作
で
あ
る
こ
と
も
あ
り
、
は
っ
き
り
と
し
た
影
響
関
係
を
論
ず
る
こ
と
は
出

来
な
い⒀
。
し
か
し
な
が
ら
、
徽
子
の
⑤
歌
は
確
実
に
紫
式
部
に
享
受
さ
れ
て
い

た
と
考
え
ら
れ
る
。

む
月
の
三
日
、
う
ち
よ
り
い
で
て
、
ふ
る
さ
と
の
、
た
だ
し
ば
し
の
ほ
ど

に
、
こ
よ
な
う
ち
り
つ
も
り
あ
れ
ま
さ
り
け
る
を
、
こ
と
い
み
も
し
あ
へ

ず

あ
ら
た
め
て
け
ふ
し
も
も
の
の
か
な
し
き
は
身
の
う
さ
や
又
も
の
か
は
り
ぬ
る

�

（
紫
式
部
集
・
一
〇
五
）

　

こ
の
歌
は
哀
傷
歌
で
は
な
い
が
、
詞
書
に
「
こ
と
忌
み
」
へ
の
言
及
が
あ
り
、

二
句
三
句
は
徽
子
歌
と
全
く
同
じ
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
明
ら
か
に
徽
子
歌
を
ひ

い
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
詠
作
年
代
に
つ
い
て
は
諸
説
あ
り
決
し
が
た
い
が
、
夫

亡
き
後
出
仕
し
た
式
部
が
正
月
に
里
下
が
り
し
て
感
じ
た
寂
寥
を
詠
ん
だ
歌
で

あ
る
。『
源
氏
物
語
』
が
「
新
春
の
哀
傷
」
の
場
面
に
限
ら
ず
、「
こ
と
忌
み
」

へ
強
い
関
心
を
示
し
、
周
囲
の
は
な
や
ぎ
や
よ
ろ
こ
び
か
ら
疎
外
さ
れ
た
人
々

を
描
く
際
に
繰
り
返
し
用
い
る
の
は
、
物
語
に
先
行
し
て
は
徽
子
と
和
泉
式
部

し
か
詠
ん
で
い
な
い
「
こ
と
忌
み
」
の
歌
を
、
式
部
も
詠
ん
で
い
る
こ
と
と
関

わ
り
が
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

結

　

以
上
、
本
稿
で
は
『
源
氏
物
語
』
に
先
行
す
る
「
新
春
の
哀
傷
歌
」
を
可
能

な
限
り
集
め
、
物
語
の
「
新
春
の
哀
傷
」
に
引
き
継
が
れ
た
発
想
や
表
現
の
特

徴
に
つ
い
て
考
察
を
試
み
た
。『
源
氏
物
語
』「
新
春
の
哀
傷
」
に
特
徴
的
に
描

か
れ
る
作
中
人
物
た
ち
の
心
情
と
し
て
挙
げ
た
、
Ⅰ
年
が
改
ま
っ
て
も
悲
し
み

は
改
ま
ら
な
い
、
Ⅱ
正
月
を
よ
ろ
こ
ぶ
周
囲
に
同
調
で
き
な
い
、
Ⅲ
正
月
の

「
こ
と
忌
み
」
が
出
来
な
い
、
と
い
っ
た
発
想
は
、『
源
氏
物
語
』
に
お
い
て
に

わ
か
に
出
て
き
た
も
の
で
は
な
く
、
物
語
に
先
行
す
る
哀
傷
歌
や
同
時
代
の
哀

傷
歌
に
も
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
直
接
的
な
影
響
関
係
が
指
摘
出
来
な
い

例
も
あ
る
が
、『
源
氏
物
語
』
に
お
い
て
「
新
春
の
哀
傷
」
が
見
事
に
形
象
さ

れ
た
そ
の
背
景
に
は
、「
新
春
の
哀
傷
歌
」
の
世
界
に
お
け
る
発
想
や
表
現
の

成
熟
が
あ
っ
た
の
だ
と
思
わ
れ
る
。

注
⑴　

以
下
、
和
歌
は
『
新
編
国
歌
大
観
』
に
拠
っ
て
い
る
が
、
私
に
漢
字
を
あ
て
た
箇

所
が
あ
る
。

⑵　
「
賢
木
」
巻
、
桐
壺
院
国
忌
は
「
霜
月
の
朔
日
ご
ろ
」（
②
一
二
八
）
の
こ
と
。
実

際
の
崩
御
は
、「
院
の
御
な
や
み
、
神
無
月
に
な
り
て
は
、
い
と
重
く
お
は
し
ま
す
」

（
②
九
五
）
と
記
述
が
あ
っ
て
朱
雀
帝
の
行
幸
が
あ
り
、「
日
を
か
へ
て
」（
②
九
六
）

東
宮
と
源
氏
が
桐
壺
院
に
拝
謁
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
少
な
く
と
も
十
一
月
の
二
日

以
降
の
こ
と
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、『
栄
花
物
語
』
で
彰
子
が
立
后
に
先
立
っ

て
退
出
す
る
こ
と
が
、「
か
く
て
二
月
に
な
り
ぬ
れ
ば
、
一
日
ご
ろ
に
出
で
さ
せ
た
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ま
ふ
」
と
あ
る
。『
栄
花
物
語
』
の
記
述
は
史
実
と
一
致
し
な
い
場
合
も
多
い
が
『
御

堂
関
白
記
』『
権
記
』
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
は
長
保
二
年
二
月
十
日
の
こ
と
。

⑶　

今
西
祐
一
郎
「
哀
傷
と
死
―
源
氏
物
語
試
論
―
」『
国
語
国
文
』
四
八
―
八
、

一
九
七
九
・
八

⑷　

掲
出
し
た
「
新
春
の
哀
傷
歌
」
は
、
詞
書
・
和
歌
の
内
容
（「
年
の
は
じ
め
」
等

の
表
現
、
正
月
の
景
物
が
詠
み
込
ま
れ
る
な
ど
）・
関
連
す
る
史
料
か
ら
、
正
月
に

詠
ま
れ
た
哀
傷
歌
で
あ
る
こ
と
が
明
瞭
な
も
の
の
う
ち
、
和
歌
の
詠
み
ぶ
り
か
ら
も

正
月
の
詠
で
あ
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
例
に
限
っ
た
。
例
え
ば
、
先
に
挙
げ
た
「
ふ

か
く
さ
の
野
辺
の
桜
し
こ
こ
ろ
あ
ら
ば
今
年
ば
か
り
は
す
み
ぞ
め
に
さ
け
」（
古
今
・

八
三
二
）
は
「
空
蝉
は
か
ら
を
見
つ
つ
も
な
ぐ
さ
め
つ
深
草
の
山
煙
だ
に
た
て
」

（
同
・
八
三
一
）
と
共
に
、
基
経
葬
送
の
後
に
詠
ま
れ
た
歌
で
あ
る
（
堀
川
の
太
政

大
臣
身
ま
か
り
け
る
時
に
、
深
草
の
山
に
を
さ
め
て
け
る
の
ち
に
よ
み
け
る
）。
基

経
の
薨
去
は
寛
平
三
年
（
八
九
一
）
一
月
十
三
日
（『
紀
略
』『
扶
桑
略
記
』『
公
卿

補
任
』
等
）
で
、
二
首
は
正
月
に
詠
ま
れ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
和
歌
の
詠
ま
れ
方
は
、

春
一
般
の
哀
傷
歌
（
八
三
二
）・
季
節
を
限
定
し
な
い
哀
傷
歌
（
八
三
一
）
で
あ
り
、

正
月
の
作
で
あ
る
こ
と
が
和
歌
に
反
映
さ
れ
て
い
る
と
は
言
え
ず
、
今
回
の
考
察
の

対
象
か
ら
は
外
し
た
。
ま
た
、「
は
は
宮
う
せ
た
ま
ひ
て
の
年
返
り
て
、
あ
め
ふ
る

日
ひ
め
宮
に
聞
こ
え
し
」
の
詞
書
を
持
つ
『
高
光
集
』
三
番
歌
「
ひ
ね
も
す
に
ふ
る

春
さ
め
や
い
に
し
へ
を
こ
ふ
る
た
も
と
の
し
づ
く
な
る
ら
ん
」
の
よ
う
に
、
正
月
に

詠
ま
れ
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
も
の
の
確
証
が
得
ら
れ
な
い
も
の
も
「
新
春
の
哀

傷
歌
」
と
は
し
な
か
っ
た
。
正
月
の
悲
し
み
を
歌
っ
た
歌
で
、「
哀
傷
歌
」
で
あ
る

か
の
特
定
が
困
難
だ
っ
た
実
頼
集
九
九
番
歌
を
、
参
考
と
し
て
載
せ
た
。

⑸　
『
兼
輔
集
』（
歌
仙
歌
集
本
）
で
は
、
②
二
句
「
け
ふ
や
く
れ
な
ば
」。
ま
た
③
は
「
ふ

り
に
し
床
の
衣
手
は
」
と
な
っ
て
お
り
、
古
く
な
っ
た
の
は
「
年
」
で
は
な
く
「
床
」

に
な
っ
て
い
る
。

⑹　

当
該
歌
の
詞
書
に
は
「
又
の
年
の
正
月
一
日
」
と
す
る
本
文
（
歌
仙
歌
集
本
）
が

あ
り
、
よ
り
事
情
が
わ
か
り
や
す
く
な
っ
て
い
る
。

⑺　

木
船
重
昭
『
師
輔
集
・
清
慎
公
集
注
釈
』（
大
学
堂
書
店
、
一
九
九
〇
）・
片
桐
洋

一
『
小
野
宮
実
頼
集
・
九
條
殿
師
輔
集
全
釈
』（
風
間
書
房
、
二
〇
〇
二
）
も
、
当

該
歌
を
能
子
の
死
を
踏
ま
え
た
歌
と
し
て
理
解
し
て
い
る
。

⑻　

死
ん
だ
こ
と
に
な
っ
て
い
る
「
手
習
」
巻
の
浮
舟
が
、
往
事
を
偲
ん
で
「
我
世
に

な
く
て
年
隔
た
り
ぬ
る
を
、
思
ひ
出
づ
る
人
も
あ
ら
む
か
し
な
ど
、
思
ひ
出
づ
る
時

も
多
か
り
」
と
新
年
と
旧
年
の
「
隔
て
」
に
思
い
を
い
た
す
場
面
は
あ
る
（
⑥

三
五
五
）。

⑼　

引
用
は
『
新
日
本
古
典
文
学
全
集
』
に
拠
っ
た
。

⑽　

工
藤
重
矩
「
藤
原
兼
輔
伝
考
（
三
）」（『
語
文
研
究
』
三
六
、一
九
七
四
・
二
）
は

歌
の
詠
み
ぶ
り
や
常
に
定
方
か
ら
よ
み
か
け
る
こ
と
で
贈
答
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と

か
ら
、「
お
そ
ら
く
定
方
の
方
が
悲
し
み
は
よ
り
深
か
っ
た
」
と
し
な
が
ら
、「
そ
れ

で
も
自
分
（
定
方
・
稿
者
注
）
の
悲
し
み
を
分
か
ち
あ
え
る
の
は
兼
輔
だ
と
思
っ
て

い
た
の
で
あ
ろ
う
」
と
述
べ
、
首
肯
さ
れ
る
。�

⑾　
『
斎
宮
女
御
集
』
西
本
願
寺
本
一
八
～
三
一
番
歌
・
一
二
〇
～
一
二
六
番
歌
。
こ

の
一
連
の
「
手
習
」
に
つ
い
て
、
近
藤
み
ゆ
き
氏
は
「
詠
歌
と
構
成
歌
の
緻
密
な
響

き
あ
い
に
、
構
成
へ
の
配
慮
さ
え
感
じ
さ
せ
る
そ
れ
は
、
す
さ
び
書
き
の
集
成
な
ど

で
は
も
と
よ
り
な
く
、
様
式
化
・
文
芸
化
さ
れ
た
「
手
習
」
の
提
示
と
な
り
得
て
い

よ
う
」
と
説
明
す
る
。（「「
手
習
」
考
―
斎
宮
女
御
・
和
泉
式
部
か
ら
源
氏
物
語
へ

―
」『
む
ら
さ
き
』
四
二
、二
〇
〇
五
・
一
二
）

⑿　

増
田
繁
夫
「
和
泉
式
部
集
を
読
み
解
く　

帥
宮
挽
歌
群
」『
国
文
学
』
三
五
―

一
二
、一
九
九
〇
・
一
〇

⒀　

和
泉
式
部
が
「
こ
と
忌
み
」
し
発
言
を
慎
む
女
房
た
ち
の
物
言
い
を
聞
い
て
、
⑨

歌
を
詠
ん
だ
こ
と
は
、
発
想
と
し
て
は
八
の
宮
亡
き
後
の
正
月
を
盛
り
立
て
よ
う
と

す
る
女
房
た
ち
に
反
発
す
る
「
椎
本
」
巻
の
大
君
・
中
の
君
な
ど
と
重
な
り
興
味
深

い
。
正
月
の
「
こ
と
忌
み
」
で
は
な
い
が
、「
早
蕨
」
巻
、
中
の
君
の
都
移
り
の
際
に
、

門
出
を
祝
し
て
「
こ
と
忌
み
」
し
、
大
君
の
話
題
を
避
け
る
女
房
た
ち
に
、
中
の
君

が
反
発
を
感
じ
る
場
面
（
⑤
三
六
三
）
も
あ
る
。


