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﹇
要
旨
﹈ 『
大
鏡
』
は
、
百
九
十
歳
の
大
宅
世
次
と
百
八
十
歳
の
夏
山
重
木
と
い
う
高
齢
の

翁
の
二
人
の
対
話
に
始
ま
る
。
翁
た
ち
と
い
う
語
り
手
が
明
示
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
雲
林

院
の
菩
提
講
は
、
あ
た
か
も
実
際
の
出
来
事
の
よ
う
に
細
や
か
に
描
写
さ
れ
、
語
り
の
場

と
し
て
機
能
す
る
の
で
あ
る
。

『
大
鏡
』
の
語
り
手
を
め
ぐ
っ
て
は
既
に
さ
ま
ざ
ま
な
先
行
研
究
が
見
ら
れ
る
が
、
本

稿
で
は
語
り
手
た
ち
の「
鼻
を
か
む
」と
い
う
身
体
描
写
に
焦
点
を
当
て
る
。「
鼻
を
か
む
」

と
は
鼻
の
中
を
流
れ
て
き
た
涙
を
か
む
動
作
で
あ
り
、
涙
す
る
身
体
を
生
々
し
く
示
す
も

の
で
あ
る
。

物
語
に
登
場
す
る
涙
表
現
に
関
し
て
は
先
行
研
究
の
成
果
を
受
け
つ
つ
、
人
間
関
係
や

ま
な
ざ
し
、
会
話
、
身
体
、
ふ
る
ま
い
と
関
連
づ
け
て
考
察
し
た
拙
稿
が
あ
る
。
記
述
さ

れ
て
い
る
涙
に
は
重
要
な
問
題
が
内
包
さ
れ
て
お
り
、
涙
に
注
目
し
読
み
解
い
て
い
く
こ

と
で
、
物
語
の
新
た
な
側
面
を
照
ら
し
出
す
こ
と
が
で
き
る
。『
源
氏
物
語
』
に
は
比
喩

を
含
め
、
豊
富
な
種
類
の
涙
表
現
が
約
八
八
〇
例
も
登
場
す
る
が
、「
鼻
声
」、「
鼻
す
す

り
」、「
鼻
を
か
む
」
と
い
っ
た
鼻
に
ま
つ
わ
る
涙
の
記
述
は
限
ら
れ
て
い
る
。『
源
氏
物

語
』
に
お
い
て
「
鼻
を
か
む
」
の
用
例
は
七
例
見
ら
れ
る
の
に
対
し
、『
大
鏡
』
の
涙
表

現
は
比
喩
を
含
め
、
総
数
で
約
四
四
例
見
ら
れ
、
中
で
も「
鼻
を
か
む
」は
三
例
と
数
多
い
。

そ
の
上
、『
大
鏡
』
で
は
全
て
語
り
手
た
ち
の
し
ぐ
さ
と
し
て
描
か
れ
る
の
で
あ
り
、
特

徴
的
で
あ
る
。『
源
氏
物
語
』
の
「
鼻
を
か
む
」
と
比
較
、
検
討
す
る
こ
と
に
よ
り
、
多

角
的
な
視
野
か
ら
、『
大
鏡
』
の
涙
に
秘
め
ら
れ
た
表
現
意
図
を
探
り
た
い
。

 

『
大
鏡
』
の
鼻
を
か
む
語
り
手
た
ち
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ま
た
、『
大
鏡
』
と
重
な
る
時
代
を
扱
っ
た
作
品
で
あ
る
『
栄
花
物
語
』
は
、
実
体
的

な
語
り
の
場
や
実
体
化
し
た
語
り
手
は
取
り
立
て
て
目
立
つ
こ
と
な
く
、
書
か
れ
て
い
る

テ
ク
ス
ト
そ
の
も
の
が
語
り
の
場
と
な
っ
て
い
る
。『
大
鏡
』
と
『
栄
花
物
語
』
の
涙
の

描
か
れ
方
の
比
較
を
通
し
て
、
両
作
品
の
差
異
も
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
。

は
じ
め
に

『
大
鏡
』
は
、
百
九
十
歳
の
大
宅
世
次
と
百
八
十
歳
の
夏
山
重
木
と
い
う
高
齢
の

翁
の
二
人
の
対
話
に
始
ま
る
。
大
宅
世
次
は
光
孝
天
皇
の
女
御
、
宇
多
天
皇
の
母
后

で
あ
る
班
子
女
王
に
仕
え
、
夏
山
重
木
は
藤
原
忠
平
の
小
舎
人
童
で
あ
っ
た
人
物
と

し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
に
設
定
が
な
さ
れ
て
い
る
。

翁
た
ち
と
い
う
語
り
手
が
明
示
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
雲
林
院
の
菩
提
講
は
、
あ
た

か
も
実
際
の
出
来
事
の
よ
う
に
細
や
か
に
描
写
さ
れ
、
語
り
の
場
と
し
て
機
能
す
る

の
で
あ
る（
１
）。
高
橋
亨
は
、
翁
た
ち
が
見
聞
し
体
験
し
た
こ
と
を
語
る
『
大
鏡
』
の
あ

り
よ
う
を
、
現
実
性
を
確
保
す
る
の
み
な
ら
ず
、『
大
鏡
』
の
叙
述
そ
の
も
の
が
、
あ

た
か
も
夢
幻
能
の
よ
う
な
超
現
実
性
を
仕
組
ん
で
い
る
と
す
る（
２
）。
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語
り
手
を
め
ぐ
っ
て
は
、
世
次
の
こ
と
を
「
鎮
魂
性
と
祝
福
性
と
い
う
二
重
構
造

に
お
い
て
、
天
下
の
泰
平
を
も
た
ら
そ
う
と
す
る
も
の
」
と
す
る
福
田
晃
の
説
や
、

神
仏
が
し
ば
し
ば
翁
に
仮
現
し
て
人
間
界
に
姿
を
現
す
こ
と
、
鏡
が
神
仏
の
依
り
代

あ
る
い
は
神
仏
そ
の
も
の
と
み
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
加
え
、
世
次
が
鏡
と
称
さ
れ

る
こ
と
か
ら
、
翁
た
ち
を
「
雲
林
院
の
仏
た
ち
の
化
身
」
と
す
る
森
正
人
の
説
が
あ

る（
３
）。
ま
た
、
重
木
の
存
在
の
重
要
性
や
語
り
と
書
く
こ
と
と
の
関
わ
り
を
指
摘
し
た

説
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
先
行
研
究
が
見
ら
れ
る
。
中
で
も
「
物
語
内
に
は
、
逆
に
「
言

わ
な
い
」
と
い
う
か
た
ち
で
の
「
語
り
手
」
の
《
意
志
》
表
示
」
が
な
さ
れ
る
こ
と
に

重
点
を
置
い
た
稲
垣
智
花
の
説
は
、
示
唆
的
で
あ
る（
４
）。

本
稿
で
は
、『
大
鏡
』
の
語
り
手
た
ち
の
身
体
描
写
に
見
ら
れ
る
「
鼻
を
か
む
」
と

い
う
涙
表
現
に
焦
点
を
当
て
る
。「
鼻
を
か
む
」
と
は
鼻
の
中
を
流
れ
て
き
た
涙
を
か

む
動
作
で
あ
り
、
涙
す
る
身
体
を
生
々
し
く
示
す
も
の
で
あ
る
。

物
語
に
登
場
す
る
涙
表
現
に
関
し
て
は
先
行
研
究
の
成
果
を
受
け
つ
つ
、
人
間
関

係
や
ま
な
ざ
し
、
会
話
、
身
体
、
ふ
る
ま
い
と
関
連
づ
け
て
考
察
し
た
拙
稿
が
あ

る（
５
）。
記
述
さ
れ
て
い
る
涙
に
は
重
要
な
問
題
が
内
包
さ
れ
て
お
り
、
涙
に
注
目
し
読

み
解
い
て
い
く
こ
と
で
、
物
語
の
新
た
な
側
面
を
照
ら
し
出
す
こ
と
が
で
き
る
。『
源

氏
物
語
』
に
は
比
喩
を
含
め
、
豊
富
な
種
類
の
涙
表
現
が
約
八
八
〇
例
も
登
場
す
る

も
の
の
、「
鼻
声
」、「
鼻
す
す
り
」、「
鼻
を
か
む
」
と
い
っ
た
鼻
に
ま
つ
わ
る
涙
の
記

述
は
限
ら
れ
て
い
る（
６
）。『
源
氏
物
語
』
の
「
鼻
を
か
む
」
の
用
例
は
七
例
見
ら
れ
る
。

一
方
、『
大
鏡
』
の
涙
表
現
は
比
喩
を
含
め
、総
数
で
約
四
四
例
見
ら
れ
、中
で
も
「
鼻

を
か
む
」
は
三
例
と
数
多
い
。
そ
の
上
、『
大
鏡
』
で
は
全
て
語
り
手
た
ち
の
し
ぐ
さ

と
し
て
描
か
れ
る
の
で
あ
り
、
特
徴
的
で
あ
る
。『
源
氏
物
語
』
の
「
鼻
を
か
む
」
と

比
較
、
検
討
す
る
こ
と
に
よ
り
、
多
角
的
な
視
野
か
ら
、『
大
鏡
』
の
涙
に
秘
め
ら
れ

た
表
現
意
図
を
探
り
た
い
。
さ
ら
に
、『
大
鏡
』
と
重
な
る
時
代
を
扱
っ
た
作
品
で
あ

る
『
栄
花
物
語
』
の
涙
の
描
か
れ
方
と
の
差
異
に
関
し
て
も
考
察
し
て
い
き
た
い
。

一
　『
大
鏡
』『
栄
花
物
語
』
に
み
る
花
山
天
皇
の
出
家

『
栄
花
物
語
』
は
、
実
体
的
な
語
り
の
場
や
実
体
化
し
た
語
り
手
は
取
り
立
て
て

目
立
つ
こ
と
な
く
、
書
か
れ
て
い
る
テ
ク
ス
ト
そ
の
も
の
が
語
り
の
場
と
な
っ
て
い

る（
７
）。
ま
た
、『
栄
花
物
語
』
で
は
比
喩
を
含
め
、
総
数
で
約
五
二
〇
例
も
の
数
多
く
の

涙
表
現
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る（
８
）。
ま
ず
は
『
大
鏡
』
と
『
栄
花
物
語
』
の
相
違
が
顕
著

に
表
れ
る
、
人
物
の
感
情
表
現
を
示
す
涙
の
記
述
に
着
目
す
る
こ
と
で
、
両
作
品
を

考
察
し
て
い
き
た
い
。

冷
泉
院
の
第
一
皇
子
で
あ
る
花
山
天
皇
は
在
位
二
年
目
の
十
九
歳
の
時
に
花
山
寺

で
出
家
を
遂
げ
、
僅
か
二
十
二
歳
の
若
さ
で
こ
の
世
を
去
る
と
い
う
短
い
な
が
ら
も

波
乱
に
満
ち
た
生
涯
を
送
る
。『
大
鏡
』
で
は
花
山
天
皇
の
出
家
当
日
の
あ
り
よ
う

が
、
人
物
の
涙
と
と
も
に
鮮
や
か
に
記
述
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

出
家
を
決
行
す
る
夜
、
花
山
天
皇
は
煌
々
と
照
ら
す
有
明
の
月
の
光
に
か
こ
つ
け

出
発
の
時
を
引
き
延
ば
そ
う
と
す
る
。
だ
が
、
蔵
人
と
し
て
そ
ば
近
く
に
仕
え
て
い

た
道
兼
（
粟
田
殿
）
に
阻
止
さ
れ
る
。
こ
の
時
既
に
、
出
家
の
撤
回
と
い
う
万
一
の

事
態
を
も
想
定
し
て
い
た
道
兼
に
よ
っ
て
、
東
宮
の
も
と
に
神
璽
と
宝
剣
が
渡
さ
れ

る
策
が
講
じ
ら
れ
て
い
た
。
道
兼
は
そ
の
旨
を
伝
え
、
も
は
や
取
り
返
し
の
つ
か
な

い
状
況
に
あ
る
こ
と
を
知
ら
し
め
、
花
山
天
皇
を
出
家
へ
と
急
き
立
て
る
。

弘
徽
殿
の
女
御
の
御
文
の
、
日
頃
破
り
残
し
て
御
身
も
放
た
ず
御
覧
じ
け
る
を

思
し
召
し
出
で
て
、「
し
ば
し
」
と
て
、
取
り
に
入
り
お
は
し
ま
し
け
る
ほ
ど

ぞ
か
し
、粟
田
殿
の
、「
い
か
に
か
く
は
思
し
召
し
な
ら
せ
お
は
し
ま
し
ぬ
る
ぞ
。

た
だ
今
過
ぎ
ば
、
お
の
づ
か
ら
障
り
も
出
で
ま
う
で
き
な
む
」
と
、
そ
ら
泣
き

し
た
ま
ひ
け
る
は
。 

（「
花
山
院
」
―
四
六
）

折
し
も
月
に
雲
が
か
り
、
自
ら
を
奮
い
立
た
せ
る
よ
う
に
歩
き
始
め
た
花
山
天
皇
で

あ
っ
た
が
、
一
年
前
に
懐
妊
し
た
ま
ま
こ
の
世
を
去
っ
た
弘
徽
殿
の
女
御
で
あ
る
忯

（3）

『大鏡』の鼻をかむ語り手たち

子
か
ら
の
手
紙
を
思
い
出
し
、
再
び
引
き
返
し
た
い
思
い
に
駆
ら
れ
る
。
深
い
嘆
き

と
悲
し
み
を
も
た
ら
し
た
そ
の
手
紙
は
、
花
山
天
皇
が
肌
身
離
さ
ず
に
眺
め
て
い
た

も
の
で
あ
っ
た
。
と
は
い
え
、
手
紙
を
持
ち
込
む
こ
と
な
ど
不
可
能
で
あ
る
。

混
迷
を
極
め
る
花
山
天
皇
の
姿
に
出
家
の
取
り
止
め
を
恐
れ
た
道
兼
は
、
つ
い
に

「
そ
ら
泣
き
」
と
い
う
行
動
に
出
る
。
涙
を
盾
に
不
意
を
突
き
、
相
手
の
心
情
に
巧

み
に
取
り
入
ろ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
言
葉
に
勝
る
道
兼
の
渾
身
の
演
技
は
、
出
家

を
遂
行
さ
せ
る
た
め
の
な
か
ば
強
迫
め
い
た
戦
略
と
い
え
よ
う
。

花
山
寺
に
お
は
し
ま
し
着
き
て
、
御
髪
お
ろ
さ
せ
た
ま
ひ
て
後
に
ぞ
、
粟
田
殿

は
、「
ま
か
り
出
で
て
、
お
と
ど
に
も
、
か
は
ら
ぬ
姿
、
い
ま
一
度
見
え
、
か

く
と
案
内
申
し
て
、か
な
ら
ず
ま
ゐ
り
は
べ
ら
む
」と
申
し
た
ま
ひ
け
れ
ば
、「
朕

を
ば
謀
る
な
り
け
り
」
と
て
こ
そ
泣
か
せ
た
ま
ひ
け
れ
。 

 

（「
花
山
院
」
―
四
七
）

道
兼
の
裏
切
り
は
花
山
院
が
剃
髪
し
た
後
に
な
っ
て
発
覚
す
る
。
父
で
あ
る
兼
家
に

出
家
前
の
姿
を
も
う
一
度
見
せ
、
事
情
を
説
明
し
た
上
で
再
び
参
上
す
る
と
し
て
道

兼
が
退
出
を
願
い
出
る
の
で
あ
る
。
花
山
院
は
失
望
ゆ
え
の
悲
哀
に
満
ち
た
涙
を
流

す
。
同
性
愛
的
な
関
わ
り
が
あ
る
道
兼
に
心
を
許
し
て
い
た
が
ゆ
え
に
疑
う
こ
と
を

知
ら
な
か
っ
た
花
山
院
の
心
中
は
、
計
り
知
れ
な
い
。

『
大
鏡
』
に
お
い
て
花
山
天
皇
を
出
家
へ
と
追
い
立
て
た
の
は
、
既
に
新
帝
へ
と

運
ば
れ
た
神
璽
で
も
宝
剣
で
も
な
く
、
道
兼
の
「
そ
ら
泣
き
」
で
あ
っ
た
。
涙
の
も

つ
影
響
力
を
知
り
抜
い
た
『
大
鏡
』
は
、
涙
を
介
在
と
し
て
花
山
天
皇
の
出
家
を
よ

り
劇
的
に
ア
イ
ロ
ニ
カ
ル
に
語
ろ
う
と
し
た
の
で
は
な
い
か
。

ま
た
「
そ
ら
泣
き
」
の
「
そ
ら
」
に
は
、
右
大
臣
兼
家
（
東
三
条
殿
）
に
よ
る
陰
謀

が
見
え
隠
れ
す
る
と
同
時
に
、
道
兼
の
涙
に
騙
さ
れ
た
花
山
院
の
情
の
深
さ
を
も
示

す
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
若
く
し
て
出
家
し
た
花
山
院
を
悲
劇
の
主
人
公
と
し
て
捉

え
よ
う
と
す
る
物
語
の
意
図
が
う
か
が
え
る
。

一
方
、『
栄
花
物
語
』
で
は
ど
の
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

中
納
言
は
守
宮
神
、
賢
所
の
御
前
に
て
伏
し
ま
ろ
び
た
ま
ひ
て
、「
わ
が
宝
の

君
は
い
づ
く
に
あ
か
ら
め
せ
さ
せ
た
ま
へ
る
ぞ
や
」
と
、
伏
し
ま
ろ
び
泣
き
た

ま
ふ
。
山
々
寺
々
に
手
を
分
ち
て
求
め
た
て
ま
つ
る
に
、
さ
ら
に
お
は
し
ま
さ

ず
。
女
御
た
ち
涙
を
流
し
た
ま
ふ
。
あ
な
い
み
じ
と
思
ひ
嘆
き
た
ま
ふ
ほ
ど
に
、

夏
の
夜
も
は
か
な
く
明
け
て
、
中
納
言
や
惟
成
の
弁
な
ど
花
山
に
尋
ね
参
り
に

け
り
。
そ
こ
に
目
も
つ
づ
ら
か
な
る
小
法
師
に
て
つ
い
ゐ
さ
せ
た
ま
へ
る
も
の

か
。
あ
な
悲
し
や
、
い
み
じ
や
と
、
そ
こ
に
伏
し
ま
ろ
び
て
、
中
納
言
も
法
師

に
な
り
た
ま
ひ
ぬ
。 

（
一
「
花
山
た
づ
ぬ
る
中
納
言
」
―
一
三
四
）

叔
父
で
あ
る
中
納
言
（
義
懐
）
は
伏
し
ま
ろ
び
、
涙
し
、
忽
然
と
姿
を
く
ら
ま
し
た

花
山
天
皇
を
案
じ
、
山
々
や
寺
々
を
必
死
に
捜
す
。
動
揺
し
、
悲
し
み
を
募
ら
せ
る

女
御
た
ち
や
周
囲
の
側
の
人
々
の
涙
に
焦
点
を
当
て
る
こ
と
で
、『
栄
花
物
語
』
は

天
皇
の
不
在
と
い
う
異
常
な
事
態
を
よ
り
鮮
明
に
映
し
出
す
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
つ
い
に
「
小
法
師
」
と
な
っ
た
姿
を
発
見
す
る
。
こ
こ
で
、「
目
も
つ
づ

ら
か
な
る
小
法
師
」
と
、
目
を
ま
る
く
し
た
花
山
院
の
よ
う
す
が
記
述
さ
れ
て
い
る

こ
と
に
注
目
し
た
い
。
落
ち
着
き
の
な
い
、
戸
惑
い
に
満
ち
た
ま
な
ざ
し
は
悟
り
の

境
地
に
到
達
し
て
い
な
い
、
覚
悟
の
な
い
さ
ま
の
表
れ
と
い
え
る
。
眼
の
座
ら
な
い

よ
う
す
に
加
え
、
剃
髪
し
た
姿
に
は
、
天
皇
と
い
う
至
高
の
地
位
を
剥
が
さ
れ
、
生

身
と
な
っ
た
花
山
院
の
心
細
さ
、
小
さ
さ
が
表
象
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、

花
山
院
へ
の
忠
誠
を
体
現
す
る
人
々
と
し
て
、
中
納
言
（
義
懐
）
や
惟
成
の
弁
の
出

家
ま
で
も
が
描
か
れ
る
。

『
栄
花
物
語
』
に
は
、
忯
子
に
ま
つ
わ
る
花
山
天
皇
の
涙
の
場
面
が
三
例
見
ら
れ

る
。
中
で
も
、
忯
子
の
死
に
、
閉
じ
こ
も
り
、
声
も
惜
し
ま
ず
に
泣
く
花
山
天
皇
の

よ
う
す
は
特
徴
的
で
あ
る（
９
）。

内
に
も
垂
れ
籠
め
て
お
は
し
ま
し
て
、
御
声
も
惜
し
ま
せ
た
ま
は
ず
、
い
と
さ
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語
り
手
を
め
ぐ
っ
て
は
、
世
次
の
こ
と
を
「
鎮
魂
性
と
祝
福
性
と
い
う
二
重
構
造

に
お
い
て
、
天
下
の
泰
平
を
も
た
ら
そ
う
と
す
る
も
の
」
と
す
る
福
田
晃
の
説
や
、

神
仏
が
し
ば
し
ば
翁
に
仮
現
し
て
人
間
界
に
姿
を
現
す
こ
と
、
鏡
が
神
仏
の
依
り
代

あ
る
い
は
神
仏
そ
の
も
の
と
み
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
加
え
、
世
次
が
鏡
と
称
さ
れ

る
こ
と
か
ら
、
翁
た
ち
を
「
雲
林
院
の
仏
た
ち
の
化
身
」
と
す
る
森
正
人
の
説
が
あ

る（
３
）。
ま
た
、
重
木
の
存
在
の
重
要
性
や
語
り
と
書
く
こ
と
と
の
関
わ
り
を
指
摘
し
た

説
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
先
行
研
究
が
見
ら
れ
る
。
中
で
も
「
物
語
内
に
は
、
逆
に
「
言

わ
な
い
」
と
い
う
か
た
ち
で
の
「
語
り
手
」
の
《
意
志
》
表
示
」
が
な
さ
れ
る
こ
と
に

重
点
を
置
い
た
稲
垣
智
花
の
説
は
、
示
唆
的
で
あ
る（
４
）。

本
稿
で
は
、『
大
鏡
』
の
語
り
手
た
ち
の
身
体
描
写
に
見
ら
れ
る
「
鼻
を
か
む
」
と

い
う
涙
表
現
に
焦
点
を
当
て
る
。「
鼻
を
か
む
」
と
は
鼻
の
中
を
流
れ
て
き
た
涙
を
か

む
動
作
で
あ
り
、
涙
す
る
身
体
を
生
々
し
く
示
す
も
の
で
あ
る
。

物
語
に
登
場
す
る
涙
表
現
に
関
し
て
は
先
行
研
究
の
成
果
を
受
け
つ
つ
、
人
間
関

係
や
ま
な
ざ
し
、
会
話
、
身
体
、
ふ
る
ま
い
と
関
連
づ
け
て
考
察
し
た
拙
稿
が
あ

る（
５
）。
記
述
さ
れ
て
い
る
涙
に
は
重
要
な
問
題
が
内
包
さ
れ
て
お
り
、
涙
に
注
目
し
読

み
解
い
て
い
く
こ
と
で
、
物
語
の
新
た
な
側
面
を
照
ら
し
出
す
こ
と
が
で
き
る
。『
源

氏
物
語
』
に
は
比
喩
を
含
め
、
豊
富
な
種
類
の
涙
表
現
が
約
八
八
〇
例
も
登
場
す
る

も
の
の
、「
鼻
声
」、「
鼻
す
す
り
」、「
鼻
を
か
む
」
と
い
っ
た
鼻
に
ま
つ
わ
る
涙
の
記

述
は
限
ら
れ
て
い
る（
６
）。『
源
氏
物
語
』
の
「
鼻
を
か
む
」
の
用
例
は
七
例
見
ら
れ
る
。

一
方
、『
大
鏡
』
の
涙
表
現
は
比
喩
を
含
め
、総
数
で
約
四
四
例
見
ら
れ
、中
で
も
「
鼻

を
か
む
」
は
三
例
と
数
多
い
。
そ
の
上
、『
大
鏡
』
で
は
全
て
語
り
手
た
ち
の
し
ぐ
さ

と
し
て
描
か
れ
る
の
で
あ
り
、
特
徴
的
で
あ
る
。『
源
氏
物
語
』
の
「
鼻
を
か
む
」
と

比
較
、
検
討
す
る
こ
と
に
よ
り
、
多
角
的
な
視
野
か
ら
、『
大
鏡
』
の
涙
に
秘
め
ら
れ

た
表
現
意
図
を
探
り
た
い
。
さ
ら
に
、『
大
鏡
』
と
重
な
る
時
代
を
扱
っ
た
作
品
で
あ

る
『
栄
花
物
語
』
の
涙
の
描
か
れ
方
と
の
差
異
に
関
し
て
も
考
察
し
て
い
き
た
い
。

一
　『
大
鏡
』『
栄
花
物
語
』
に
み
る
花
山
天
皇
の
出
家

『
栄
花
物
語
』
は
、
実
体
的
な
語
り
の
場
や
実
体
化
し
た
語
り
手
は
取
り
立
て
て

目
立
つ
こ
と
な
く
、
書
か
れ
て
い
る
テ
ク
ス
ト
そ
の
も
の
が
語
り
の
場
と
な
っ
て
い

る（
７
）。
ま
た
、『
栄
花
物
語
』
で
は
比
喩
を
含
め
、
総
数
で
約
五
二
〇
例
も
の
数
多
く
の

涙
表
現
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る（
８
）。
ま
ず
は
『
大
鏡
』
と
『
栄
花
物
語
』
の
相
違
が
顕
著

に
表
れ
る
、
人
物
の
感
情
表
現
を
示
す
涙
の
記
述
に
着
目
す
る
こ
と
で
、
両
作
品
を

考
察
し
て
い
き
た
い
。

冷
泉
院
の
第
一
皇
子
で
あ
る
花
山
天
皇
は
在
位
二
年
目
の
十
九
歳
の
時
に
花
山
寺

で
出
家
を
遂
げ
、
僅
か
二
十
二
歳
の
若
さ
で
こ
の
世
を
去
る
と
い
う
短
い
な
が
ら
も

波
乱
に
満
ち
た
生
涯
を
送
る
。『
大
鏡
』
で
は
花
山
天
皇
の
出
家
当
日
の
あ
り
よ
う

が
、
人
物
の
涙
と
と
も
に
鮮
や
か
に
記
述
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

出
家
を
決
行
す
る
夜
、
花
山
天
皇
は
煌
々
と
照
ら
す
有
明
の
月
の
光
に
か
こ
つ
け

出
発
の
時
を
引
き
延
ば
そ
う
と
す
る
。
だ
が
、
蔵
人
と
し
て
そ
ば
近
く
に
仕
え
て
い

た
道
兼
（
粟
田
殿
）
に
阻
止
さ
れ
る
。
こ
の
時
既
に
、
出
家
の
撤
回
と
い
う
万
一
の

事
態
を
も
想
定
し
て
い
た
道
兼
に
よ
っ
て
、
東
宮
の
も
と
に
神
璽
と
宝
剣
が
渡
さ
れ

る
策
が
講
じ
ら
れ
て
い
た
。
道
兼
は
そ
の
旨
を
伝
え
、
も
は
や
取
り
返
し
の
つ
か
な

い
状
況
に
あ
る
こ
と
を
知
ら
し
め
、
花
山
天
皇
を
出
家
へ
と
急
き
立
て
る
。

弘
徽
殿
の
女
御
の
御
文
の
、
日
頃
破
り
残
し
て
御
身
も
放
た
ず
御
覧
じ
け
る
を

思
し
召
し
出
で
て
、「
し
ば
し
」
と
て
、
取
り
に
入
り
お
は
し
ま
し
け
る
ほ
ど

ぞ
か
し
、粟
田
殿
の
、「
い
か
に
か
く
は
思
し
召
し
な
ら
せ
お
は
し
ま
し
ぬ
る
ぞ
。

た
だ
今
過
ぎ
ば
、
お
の
づ
か
ら
障
り
も
出
で
ま
う
で
き
な
む
」
と
、
そ
ら
泣
き

し
た
ま
ひ
け
る
は
。 

（「
花
山
院
」
―
四
六
）

折
し
も
月
に
雲
が
か
り
、
自
ら
を
奮
い
立
た
せ
る
よ
う
に
歩
き
始
め
た
花
山
天
皇
で

あ
っ
た
が
、
一
年
前
に
懐
妊
し
た
ま
ま
こ
の
世
を
去
っ
た
弘
徽
殿
の
女
御
で
あ
る
忯

（3）

『大鏡』の鼻をかむ語り手たち

子
か
ら
の
手
紙
を
思
い
出
し
、
再
び
引
き
返
し
た
い
思
い
に
駆
ら
れ
る
。
深
い
嘆
き

と
悲
し
み
を
も
た
ら
し
た
そ
の
手
紙
は
、
花
山
天
皇
が
肌
身
離
さ
ず
に
眺
め
て
い
た

も
の
で
あ
っ
た
。
と
は
い
え
、
手
紙
を
持
ち
込
む
こ
と
な
ど
不
可
能
で
あ
る
。

混
迷
を
極
め
る
花
山
天
皇
の
姿
に
出
家
の
取
り
止
め
を
恐
れ
た
道
兼
は
、
つ
い
に

「
そ
ら
泣
き
」
と
い
う
行
動
に
出
る
。
涙
を
盾
に
不
意
を
突
き
、
相
手
の
心
情
に
巧

み
に
取
り
入
ろ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
言
葉
に
勝
る
道
兼
の
渾
身
の
演
技
は
、
出
家

を
遂
行
さ
せ
る
た
め
の
な
か
ば
強
迫
め
い
た
戦
略
と
い
え
よ
う
。

花
山
寺
に
お
は
し
ま
し
着
き
て
、
御
髪
お
ろ
さ
せ
た
ま
ひ
て
後
に
ぞ
、
粟
田
殿

は
、「
ま
か
り
出
で
て
、
お
と
ど
に
も
、
か
は
ら
ぬ
姿
、
い
ま
一
度
見
え
、
か

く
と
案
内
申
し
て
、か
な
ら
ず
ま
ゐ
り
は
べ
ら
む
」と
申
し
た
ま
ひ
け
れ
ば
、「
朕

を
ば
謀
る
な
り
け
り
」
と
て
こ
そ
泣
か
せ
た
ま
ひ
け
れ
。 

 

（「
花
山
院
」
―
四
七
）

道
兼
の
裏
切
り
は
花
山
院
が
剃
髪
し
た
後
に
な
っ
て
発
覚
す
る
。
父
で
あ
る
兼
家
に

出
家
前
の
姿
を
も
う
一
度
見
せ
、
事
情
を
説
明
し
た
上
で
再
び
参
上
す
る
と
し
て
道

兼
が
退
出
を
願
い
出
る
の
で
あ
る
。
花
山
院
は
失
望
ゆ
え
の
悲
哀
に
満
ち
た
涙
を
流

す
。
同
性
愛
的
な
関
わ
り
が
あ
る
道
兼
に
心
を
許
し
て
い
た
が
ゆ
え
に
疑
う
こ
と
を

知
ら
な
か
っ
た
花
山
院
の
心
中
は
、
計
り
知
れ
な
い
。

『
大
鏡
』
に
お
い
て
花
山
天
皇
を
出
家
へ
と
追
い
立
て
た
の
は
、
既
に
新
帝
へ
と

運
ば
れ
た
神
璽
で
も
宝
剣
で
も
な
く
、
道
兼
の
「
そ
ら
泣
き
」
で
あ
っ
た
。
涙
の
も

つ
影
響
力
を
知
り
抜
い
た
『
大
鏡
』
は
、
涙
を
介
在
と
し
て
花
山
天
皇
の
出
家
を
よ

り
劇
的
に
ア
イ
ロ
ニ
カ
ル
に
語
ろ
う
と
し
た
の
で
は
な
い
か
。

ま
た
「
そ
ら
泣
き
」
の
「
そ
ら
」
に
は
、
右
大
臣
兼
家
（
東
三
条
殿
）
に
よ
る
陰
謀

が
見
え
隠
れ
す
る
と
同
時
に
、
道
兼
の
涙
に
騙
さ
れ
た
花
山
院
の
情
の
深
さ
を
も
示

す
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
若
く
し
て
出
家
し
た
花
山
院
を
悲
劇
の
主
人
公
と
し
て
捉

え
よ
う
と
す
る
物
語
の
意
図
が
う
か
が
え
る
。

一
方
、『
栄
花
物
語
』
で
は
ど
の
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

中
納
言
は
守
宮
神
、
賢
所
の
御
前
に
て
伏
し
ま
ろ
び
た
ま
ひ
て
、「
わ
が
宝
の

君
は
い
づ
く
に
あ
か
ら
め
せ
さ
せ
た
ま
へ
る
ぞ
や
」
と
、
伏
し
ま
ろ
び
泣
き
た

ま
ふ
。
山
々
寺
々
に
手
を
分
ち
て
求
め
た
て
ま
つ
る
に
、
さ
ら
に
お
は
し
ま
さ

ず
。
女
御
た
ち
涙
を
流
し
た
ま
ふ
。
あ
な
い
み
じ
と
思
ひ
嘆
き
た
ま
ふ
ほ
ど
に
、

夏
の
夜
も
は
か
な
く
明
け
て
、
中
納
言
や
惟
成
の
弁
な
ど
花
山
に
尋
ね
参
り
に

け
り
。
そ
こ
に
目
も
つ
づ
ら
か
な
る
小
法
師
に
て
つ
い
ゐ
さ
せ
た
ま
へ
る
も
の

か
。
あ
な
悲
し
や
、
い
み
じ
や
と
、
そ
こ
に
伏
し
ま
ろ
び
て
、
中
納
言
も
法
師

に
な
り
た
ま
ひ
ぬ
。 

（
一
「
花
山
た
づ
ぬ
る
中
納
言
」
―
一
三
四
）

叔
父
で
あ
る
中
納
言
（
義
懐
）
は
伏
し
ま
ろ
び
、
涙
し
、
忽
然
と
姿
を
く
ら
ま
し
た

花
山
天
皇
を
案
じ
、
山
々
や
寺
々
を
必
死
に
捜
す
。
動
揺
し
、
悲
し
み
を
募
ら
せ
る

女
御
た
ち
や
周
囲
の
側
の
人
々
の
涙
に
焦
点
を
当
て
る
こ
と
で
、『
栄
花
物
語
』
は

天
皇
の
不
在
と
い
う
異
常
な
事
態
を
よ
り
鮮
明
に
映
し
出
す
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
つ
い
に
「
小
法
師
」
と
な
っ
た
姿
を
発
見
す
る
。
こ
こ
で
、「
目
も
つ
づ

ら
か
な
る
小
法
師
」
と
、
目
を
ま
る
く
し
た
花
山
院
の
よ
う
す
が
記
述
さ
れ
て
い
る

こ
と
に
注
目
し
た
い
。
落
ち
着
き
の
な
い
、
戸
惑
い
に
満
ち
た
ま
な
ざ
し
は
悟
り
の

境
地
に
到
達
し
て
い
な
い
、
覚
悟
の
な
い
さ
ま
の
表
れ
と
い
え
る
。
眼
の
座
ら
な
い

よ
う
す
に
加
え
、
剃
髪
し
た
姿
に
は
、
天
皇
と
い
う
至
高
の
地
位
を
剥
が
さ
れ
、
生

身
と
な
っ
た
花
山
院
の
心
細
さ
、
小
さ
さ
が
表
象
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、

花
山
院
へ
の
忠
誠
を
体
現
す
る
人
々
と
し
て
、
中
納
言
（
義
懐
）
や
惟
成
の
弁
の
出

家
ま
で
も
が
描
か
れ
る
。

『
栄
花
物
語
』
に
は
、
忯
子
に
ま
つ
わ
る
花
山
天
皇
の
涙
の
場
面
が
三
例
見
ら
れ

る
。
中
で
も
、
忯
子
の
死
に
、
閉
じ
こ
も
り
、
声
も
惜
し
ま
ず
に
泣
く
花
山
天
皇
の

よ
う
す
は
特
徴
的
で
あ
る（
９
）。

内
に
も
垂
れ
籠
め
て
お
は
し
ま
し
て
、
御
声
も
惜
し
ま
せ
た
ま
は
ず
、
い
と
さ
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広
が
り
を
見
せ
る
。『
源
氏
物
語
』
は
登
場
人
物
た
ち
の
見
る
／
見
ら
れ
る
関
係
を
基

軸
に
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
豊
か
な
涙
表
現
を
築
き
上
げ
、
自
在
に
駆
使
す
る
こ
と
に
成

功
し
た
。
そ
れ
で
は
、『
源
氏
物
語
』
に
見
ら
れ
る
鼻
を
介
す
る
涙
表
現
の
中
で
も
、

『
大
鏡
』に
描
か
れ
る
「
鼻
を
か
む
」の
用
例
は
ど
れ
く
ら
い
登
場
す
る
の
だ
ろ
う
か
。

『
源
氏
物
語
』
の
鼻
を
介
す
る
涙
表
現
の
内
わ
け
は
、「
鼻
を
か
む
」
が
七
例
、「
鼻

す
す
り
」
が
三
例
、「
鼻
声
」
が
二
例
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、『
源
氏
物
語
』
の
鼻
を

介
す
る
涙
表
現
の
中
で
も
「
鼻
を
か
む
」
の
用
例
が
最
も
多
く
見
ら
れ
る
点
に
お
い

て
も
、『
大
鏡
』
と
共
通
し
て
い
る
こ
と
が
見
て
取
ら
れ
る
。

次
に
、『
大
鏡
』の
「
鼻
を
か
む
」を
考
察
す
る
上
で
、『
源
氏
物
語
』の
「
鼻
を
か
む
」

の
具
体
例
を
検
討
し
て
お
き
た
い）
11
（

。

『
源
氏
物
語
』
の
「
鼻
を
か
む
」
は
、
七
例
中
四
例
が
自
然
描
写
と
と
も
に
描
か

れ
る
。い

く
ば
く
も
は
べ
る
ま
じ
き
老
の
末
に
う
ち
棄
て
ら
れ
た
る
が
つ
ら
う
も
は
べ

る
か
な
」
と
、せ
め
て
思
ひ
し
づ
め
て
の
た
ま
ふ
気
色
い
と
わ
り
な
し
。
君
も
、

た
び
た
び
鼻
う
ち
か
み
て
、 

（
葵
二
―
六
三
）

葵
の
上
の
死
後
、
光
源
氏
が
涙
な
が
ら
に
左
大
臣
邸
を
後
に
す
る
場
面
で
あ
る
。
最

愛
の
娘
を
失
っ
た
左
大
臣
は
、
光
源
氏
ま
で
も
が
去
り
ゆ
く
寂
し
さ
を
無
理
に
押
し

静
め
、こ
と
ば
を
つ
な
ぐ
。光
源
氏
は
度
々
鼻
を
か
み
な
が
ら
答
え
る
の
で
あ
り
、「
鼻

を
か
む
」
と
い
う
行
為
を
通
し
て
悲
し
み
を
内
か
ら
外
へ
と
放
と
う
と
し
た
の
で
は

な
い
か
。

ま
た
、
こ
の
場
面
が
「
を
り
知
り
顔
な
る
時
雨
う
ち
そ
そ
き
て
、
木
の
葉
さ
そ
ふ

風
あ
わ
た
た
し
う
吹
き
は
ら
ひ
た
る
に
」
と
い
う
自
然
描
写
を
伴
い
描
か
れ
る
こ
と

に
注
目
し
た
い
。
時
雨
と
と
も
に
木
の
葉
を
散
ら
す
風
が
吹
き
払
う
よ
う
す
は
、
別

離
の
悲
し
み
に
共
感
す
る
か
の
よ
う
で
あ
り
、
光
源
氏
の
さ
ら
な
る
涙
を
促
し
て

い
っ
た
。
慌
た
だ
し
く
吹
く
風
と
や
み
そ
う
に
な
い
時
雨
は
、聴
覚
的
な
面
で
も
「
鼻

ま
あ
し
き
ま
で
泣
か
せ
た
ま
ふ
。 （
一
「
花
山
た
づ
ぬ
る
中
納
言
」
―
一
三
〇
）

花
山
天
皇
は
、
乳
母
た
ち
の
制
止
も
構
わ
ず
に
ひ
た
す
ら
亡
き
忯
子
へ
の
悲
し
み
に

沈
む
。為
光
を
は
じ
め
宮
中
の
内
や
外
の
人
々
の
涙
ま
で
も
描
か
れ
る
こ
と
に
よ
り
、

忯
子
を
喪
失
し
た
悲
し
み
が
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。

悲
し
み
に
暮
れ
る
花
山
天
皇
の
あ
り
よ
う
は
、『
源
氏
物
語
』
に
お
い
て
桐
壺
帝
が

桐
壺
の
更
衣
を
亡
く
し
悲
嘆
に
惑
う
場
面
と
類
似
す
る
。
桐
壺
で
は
天
皇
の
地
位
が

危
う
く
な
り
か
ね
な
い
可
能
性
が
提
示
さ
れ
な
が
ら
、
結
果
的
に
危
機
と
し
て
回
避

さ
れ
た
が
、『
栄
花
物
語
』
で
は
花
山
天
皇
が
忯
子
の
菩
提
を
弔
う
べ
く
出
家
す
る
と

い
う
、
さ
ら
な
る
展
開
を
迎
え
る
こ
と
と
な
る
。

こ
の
よ
う
に
、『
大
鏡
』
と
『
栄
花
物
語
』
で
は
涙
の
記
述
方
法
に
お
い
て
明
ら
か

な
相
違
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

二
　『
源
氏
物
語
』
の
「
鼻
を
か
む
」

次
に
、『
栄
花
物
語
』
に
は
な
い
涙
表
現
で
あ
り
『
大
鏡
』
に
三
例
見
ら
れ
る
「
鼻

を
か
む
」
を
探
っ
て
い
き
た
い
。
数
あ
る
涙
表
現
の
中
で
も
「
鼻
」
を
用
い
た
涙
の

記
述
は
限
ら
れ
て
お
り
、
珍
し
い
。

ま
ず
は
、
他
の
平
安
物
語
に
お
け
る
鼻
を
介
す
る
涙
表
現
を
散
見
し
て
お
く
。
鼻

を
介
す
る
涙
表
現
は
『
う
つ
ほ
物
語
』
に
一
例
、『
枕
草
子
』
に
一
例
、『
源
氏
物
語
』

に
一
二
例
、『
夜
の
寝
覚
』
に
一
例
、『
狭
衣
物
語
』
に
二
例
見
ら
れ
る）
10
（

。
以
上
の
こ
と

か
ら
、『
源
氏
物
語
』に
突
出
し
て
見
ら
れ
る
傾
向
に
あ
り
、『
大
鏡
』は
『
源
氏
物
語
』

の
次
に
多
く
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
読
み
取
ら
れ
る
。

『
源
氏
物
語
』
に
は
「
涙
ぐ
む
」、「
涙
を
拭
ふ
」、「
涙
浮
く
」、「
し
ほ
た
る
」
な
ど

比
喩
を
含
め
、
豊
富
な
種
類
の
涙
表
現
が
数
多
く
登
場
す
る
。
い
ず
れ
も
人
物
の
心

の
揺
れ
を
鋭
く
捉
え
た
も
の
で
あ
り
、
単
な
る
現
象
と
し
て
の
枠
を
超
え
、
多
様
な

（5）

『大鏡』の鼻をかむ語り手たち

を
か
む
」
し
ぐ
さ
と
一
致
す
る
の
で
あ
る
。

須
磨
の
秋
、
人
々
が
寝
静
ま
る
夜
に
、
ひ
と
り
眠
れ
ず
に
い
る
光
源
氏
が
描
か
れ

る）
12
（

。
須
磨
に
は
、
い
と
ど
心
づ
く
し
の
秋
風
に
、
海
は
す
こ
し
遠
け
れ
ど
、
行
平
の

中
納
言
の
、
関
吹
き
越
ゆ
る
と
言
ひ
け
ん
浦
波
、
夜
々
は
げ
に
い
と
近
く
聞
こ

え
て
、
ま
た
な
く
あ
は
れ
な
る
も
の
は
か
か
る
所
の
秋
な
り
け
り
。

　

御
前
に
い
と
人
少
な
に
て
、
う
ち
休
み
わ
た
れ
る
に
、
独
り
目
を
さ
ま
し
て
、

枕
を
そ
ば
だ
て
て
四
方
の
嵐
を
聞
き
た
ま
ふ
に
、
波
た
だ
こ
こ
も
と
に
立
ち
く

る
心
地
し
て
、
涙
落
つ
と
も
お
ぼ
え
ぬ
に
枕
浮
く
ば
か
り
に
な
り
に
け
り
。
琴

を
す
こ
し
掻
き
鳴
ら
し
た
ま
へ
る
が
、
我
な
が
ら
い
と
す
ご
う
聞
こ
ゆ
れ
ば
、

弾
き
さ
し
た
ま
ひ
て
、

　

恋
ひ
わ
び
て
な
く
音
に
ま
が
ふ
浦
波
は
思
ふ
か
た
よ
り
風
や
吹
く
ら
ん

と
う
た
ひ
た
ま
へ
る
に
人
々
お
ど
ろ
き
て
、め
で
た
う
お
ぼ
ゆ
る
に
忍
ば
れ
で
、

あ
い
な
う
起
き
ゐ
つ
つ
、
鼻
を
忍
び
や
か
に
か
み
わ
た
す
。　
　
　
　
　
　
　

 

（
須
磨
二
―
一
九
八
）

眠
れ
な
い
光
源
氏
は
、秋
風
に
打
ち
寄
せ
る
激
し
い
波
の
音
に
耳
を
す
ま
せ
涙
す
る
。

そ
し
て
、
琴
を
少
し
掻
き
鳴
ら
す
も
の
の
途
中
で
手
を
と
め
、
歌
を
詠
む
。
す
る
と
、

光
源
氏
を
取
り
巻
く
人
々
が
目
を
覚
ま
し
心
を
う
た
れ
、
こ
ら
え
き
れ
ず
に
起
き
出

し
て
は
、
そ
っ
と
鼻
を
か
む
の
で
あ
る
。

人
々
は
鼻
を
か
む
こ
と
で
、
は
る
か
遠
い
須
磨
の
地
へ
と
追
い
や
ら
れ
た
悲
し
み

を
押
し
出
し
、
心
の
折
り
合
い
を
つ
け
よ
う
と
し
た
の
で
は
な
い
か
。
ま
た
、「
か

み
わ
た
す
」
と
記
述
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
か
す
か
に
鼻
を
か
む
人
々
の
し
ぐ
さ

が
、
感
染
す
る
よ
う
に
広
が
っ
て
い
く
あ
り
よ
う
が
捉
え
ら
れ
る
。
し
の
ぼ
う
と
し

て
も
し
の
ぶ
こ
と
が
で
き
ず
に
鼻
を
か
む
音
は
、
自
然
の
荒
々
し
い
風
や
海
の
波
の

音
と
響
き
合
う
こ
と
に
よ
り
一
層
哀
愁
を
帯
び
、
胸
に
迫
る
も
の
と
し
て
機
能
す
る

の
で
あ
る
。

突
然
の
出
家
を
遂
げ
た
藤
壺
の
前
に
光
源
氏
が
参
上
す
る
場
面
に
も
、「
鼻
を
か

む
」
は
見
ら
れ
る
。

故
院
の
皇
子
た
ち
は
、
昔
の
御
あ
り
さ
ま
を
思
し
出
づ
る
に
、
い
と
ど
あ
は
れ

に
悲
し
う
思
さ
れ
て
、
み
な
と
ぶ
ら
ひ
き
こ
え
た
ま
ふ
。
大
将
は
立
ち
と
ま
り

た
ま
ひ
て
、
聞
こ
え
出
で
た
ま
ふ
べ
き
方
も
な
く
、
く
れ
ま
ど
ひ
て
思
さ
る
れ

ど
、
な
ど
か
さ
し
も
と
人
見
た
て
ま
つ
る
べ
け
れ
ば
、
親
王
な
ど
出
で
た
ま
ひ

ぬ
る
後
に
ぞ
、
御
前
に
参
り
た
ま
へ
る
。

　

や
う
や
う
人
静
ま
り
て
、
女
房
ど
も
、
鼻
う
ち
か
み
つ
つ
、
所
ど
こ
ろ
に
群

れ
ゐ
た
り
。
月
は
隈
な
き
に
、
雪
の
光
り
あ
ひ
た
る
庭
の
あ
り
さ
ま
も
、
昔
の

こ
と
思
ひ
や
ら
る
る
に
、
い
と
た
へ
が
た
う
思
さ
る
れ
ど
、
い
と
よ
う
思
し
し

づ
め
て
、「
い
か
や
う
に
思
し
立
た
せ
た
ま
ひ
て
、
か
う
に
は
か
に
は
」
と
聞

こ
え
た
ま
ふ
。 

（
賢
木
二
―
一
三
一
）

光
源
氏
は
藤
壺
の
出
家
に
激
し
い
衝
撃
を
受
け
な
が
ら
も
、
禁
忌
の
関
係
を
悟
ら
れ

ぬ
よ
う
他
者
の
視
線
を
憚
り
、
気
持
ち
を
立
て
直
そ
う
と
努
め
る
。
物
語
は
兄
宮
や

女
房
な
ど
周
囲
の
人
々
が
心
の
ま
ま
に
涙
す
る
よ
う
す
を
描
く
こ
と
で
、
感
情
を
抑

制
せ
ざ
る
を
得
な
い
光
源
氏
の
孤
独
を
浮
き
彫
り
に
す
る
。
藤
壺
と
隔
て
ら
れ
た
悲

し
み
は
、
隈
な
く
冴
え
わ
た
る
月
や
雪
の
照
り
映
え
る
庭
の
風
景
に
、
昔
を
偲
ぶ
さ

ま
と
と
も
に
映
し
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
の
よ
う
な
中
、
涙
す
る
こ
と
も
で
き
ず
に
平
静
を
装
う
光
源
氏
に
対
し
、
鼻
を

か
み
な
が
ら
座
る
女
房
た
ち
の
姿
は
描
か
れ
る
。
女
房
で
あ
る
以
上
、
深
い
悲
し
み

に
暮
れ
る
時
も
取
り
次
ぎ
を
行
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
さ
ら
な
る
悲
し

み
を
押
し
こ
ろ
し
て
い
る
の
で
あ
り
、「
鼻
を
か
む
」
し
ぐ
さ
に
は
懸
命
に
心
を
整
え

よ
う
と
す
る
女
房
た
ち
の
、
必
死
な
よ
う
す
が
内
包
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

宇
治
十
帖
に
お
い
て
、「
鼻
を
か
む
」
は
「
鼻
す
す
り
」
と
と
も
に
描
か
れ
る
。
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広
が
り
を
見
せ
る
。『
源
氏
物
語
』
は
登
場
人
物
た
ち
の
見
る
／
見
ら
れ
る
関
係
を
基

軸
に
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
豊
か
な
涙
表
現
を
築
き
上
げ
、
自
在
に
駆
使
す
る
こ
と
に
成

功
し
た
。
そ
れ
で
は
、『
源
氏
物
語
』
に
見
ら
れ
る
鼻
を
介
す
る
涙
表
現
の
中
で
も
、

『
大
鏡
』に
描
か
れ
る
「
鼻
を
か
む
」の
用
例
は
ど
れ
く
ら
い
登
場
す
る
の
だ
ろ
う
か
。

『
源
氏
物
語
』
の
鼻
を
介
す
る
涙
表
現
の
内
わ
け
は
、「
鼻
を
か
む
」
が
七
例
、「
鼻

す
す
り
」
が
三
例
、「
鼻
声
」
が
二
例
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、『
源
氏
物
語
』
の
鼻
を

介
す
る
涙
表
現
の
中
で
も
「
鼻
を
か
む
」
の
用
例
が
最
も
多
く
見
ら
れ
る
点
に
お
い

て
も
、『
大
鏡
』
と
共
通
し
て
い
る
こ
と
が
見
て
取
ら
れ
る
。

次
に
、『
大
鏡
』の
「
鼻
を
か
む
」を
考
察
す
る
上
で
、『
源
氏
物
語
』の
「
鼻
を
か
む
」

の
具
体
例
を
検
討
し
て
お
き
た
い）
11
（

。

『
源
氏
物
語
』
の
「
鼻
を
か
む
」
は
、
七
例
中
四
例
が
自
然
描
写
と
と
も
に
描
か

れ
る
。い

く
ば
く
も
は
べ
る
ま
じ
き
老
の
末
に
う
ち
棄
て
ら
れ
た
る
が
つ
ら
う
も
は
べ

る
か
な
」
と
、せ
め
て
思
ひ
し
づ
め
て
の
た
ま
ふ
気
色
い
と
わ
り
な
し
。
君
も
、

た
び
た
び
鼻
う
ち
か
み
て
、 

（
葵
二
―
六
三
）

葵
の
上
の
死
後
、
光
源
氏
が
涙
な
が
ら
に
左
大
臣
邸
を
後
に
す
る
場
面
で
あ
る
。
最

愛
の
娘
を
失
っ
た
左
大
臣
は
、
光
源
氏
ま
で
も
が
去
り
ゆ
く
寂
し
さ
を
無
理
に
押
し

静
め
、こ
と
ば
を
つ
な
ぐ
。光
源
氏
は
度
々
鼻
を
か
み
な
が
ら
答
え
る
の
で
あ
り
、「
鼻

を
か
む
」
と
い
う
行
為
を
通
し
て
悲
し
み
を
内
か
ら
外
へ
と
放
と
う
と
し
た
の
で
は

な
い
か
。

ま
た
、
こ
の
場
面
が
「
を
り
知
り
顔
な
る
時
雨
う
ち
そ
そ
き
て
、
木
の
葉
さ
そ
ふ

風
あ
わ
た
た
し
う
吹
き
は
ら
ひ
た
る
に
」
と
い
う
自
然
描
写
を
伴
い
描
か
れ
る
こ
と

に
注
目
し
た
い
。
時
雨
と
と
も
に
木
の
葉
を
散
ら
す
風
が
吹
き
払
う
よ
う
す
は
、
別

離
の
悲
し
み
に
共
感
す
る
か
の
よ
う
で
あ
り
、
光
源
氏
の
さ
ら
な
る
涙
を
促
し
て

い
っ
た
。
慌
た
だ
し
く
吹
く
風
と
や
み
そ
う
に
な
い
時
雨
は
、聴
覚
的
な
面
で
も
「
鼻

ま
あ
し
き
ま
で
泣
か
せ
た
ま
ふ
。 （
一
「
花
山
た
づ
ぬ
る
中
納
言
」
―
一
三
〇
）

花
山
天
皇
は
、
乳
母
た
ち
の
制
止
も
構
わ
ず
に
ひ
た
す
ら
亡
き
忯
子
へ
の
悲
し
み
に

沈
む
。為
光
を
は
じ
め
宮
中
の
内
や
外
の
人
々
の
涙
ま
で
も
描
か
れ
る
こ
と
に
よ
り
、

忯
子
を
喪
失
し
た
悲
し
み
が
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。

悲
し
み
に
暮
れ
る
花
山
天
皇
の
あ
り
よ
う
は
、『
源
氏
物
語
』
に
お
い
て
桐
壺
帝
が

桐
壺
の
更
衣
を
亡
く
し
悲
嘆
に
惑
う
場
面
と
類
似
す
る
。
桐
壺
で
は
天
皇
の
地
位
が

危
う
く
な
り
か
ね
な
い
可
能
性
が
提
示
さ
れ
な
が
ら
、
結
果
的
に
危
機
と
し
て
回
避

さ
れ
た
が
、『
栄
花
物
語
』
で
は
花
山
天
皇
が
忯
子
の
菩
提
を
弔
う
べ
く
出
家
す
る
と

い
う
、
さ
ら
な
る
展
開
を
迎
え
る
こ
と
と
な
る
。

こ
の
よ
う
に
、『
大
鏡
』
と
『
栄
花
物
語
』
で
は
涙
の
記
述
方
法
に
お
い
て
明
ら
か

な
相
違
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

二
　『
源
氏
物
語
』
の
「
鼻
を
か
む
」

次
に
、『
栄
花
物
語
』
に
は
な
い
涙
表
現
で
あ
り
『
大
鏡
』
に
三
例
見
ら
れ
る
「
鼻

を
か
む
」
を
探
っ
て
い
き
た
い
。
数
あ
る
涙
表
現
の
中
で
も
「
鼻
」
を
用
い
た
涙
の

記
述
は
限
ら
れ
て
お
り
、
珍
し
い
。

ま
ず
は
、
他
の
平
安
物
語
に
お
け
る
鼻
を
介
す
る
涙
表
現
を
散
見
し
て
お
く
。
鼻

を
介
す
る
涙
表
現
は
『
う
つ
ほ
物
語
』
に
一
例
、『
枕
草
子
』
に
一
例
、『
源
氏
物
語
』

に
一
二
例
、『
夜
の
寝
覚
』
に
一
例
、『
狭
衣
物
語
』
に
二
例
見
ら
れ
る）
10
（

。
以
上
の
こ
と

か
ら
、『
源
氏
物
語
』に
突
出
し
て
見
ら
れ
る
傾
向
に
あ
り
、『
大
鏡
』は
『
源
氏
物
語
』

の
次
に
多
く
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
読
み
取
ら
れ
る
。

『
源
氏
物
語
』
に
は
「
涙
ぐ
む
」、「
涙
を
拭
ふ
」、「
涙
浮
く
」、「
し
ほ
た
る
」
な
ど

比
喩
を
含
め
、
豊
富
な
種
類
の
涙
表
現
が
数
多
く
登
場
す
る
。
い
ず
れ
も
人
物
の
心

の
揺
れ
を
鋭
く
捉
え
た
も
の
で
あ
り
、
単
な
る
現
象
と
し
て
の
枠
を
超
え
、
多
様
な

（5）

『大鏡』の鼻をかむ語り手たち

を
か
む
」
し
ぐ
さ
と
一
致
す
る
の
で
あ
る
。

須
磨
の
秋
、
人
々
が
寝
静
ま
る
夜
に
、
ひ
と
り
眠
れ
ず
に
い
る
光
源
氏
が
描
か
れ

る）
12
（

。
須
磨
に
は
、
い
と
ど
心
づ
く
し
の
秋
風
に
、
海
は
す
こ
し
遠
け
れ
ど
、
行
平
の

中
納
言
の
、
関
吹
き
越
ゆ
る
と
言
ひ
け
ん
浦
波
、
夜
々
は
げ
に
い
と
近
く
聞
こ

え
て
、
ま
た
な
く
あ
は
れ
な
る
も
の
は
か
か
る
所
の
秋
な
り
け
り
。

　

御
前
に
い
と
人
少
な
に
て
、
う
ち
休
み
わ
た
れ
る
に
、
独
り
目
を
さ
ま
し
て
、

枕
を
そ
ば
だ
て
て
四
方
の
嵐
を
聞
き
た
ま
ふ
に
、
波
た
だ
こ
こ
も
と
に
立
ち
く

る
心
地
し
て
、
涙
落
つ
と
も
お
ぼ
え
ぬ
に
枕
浮
く
ば
か
り
に
な
り
に
け
り
。
琴

を
す
こ
し
掻
き
鳴
ら
し
た
ま
へ
る
が
、
我
な
が
ら
い
と
す
ご
う
聞
こ
ゆ
れ
ば
、

弾
き
さ
し
た
ま
ひ
て
、

　

恋
ひ
わ
び
て
な
く
音
に
ま
が
ふ
浦
波
は
思
ふ
か
た
よ
り
風
や
吹
く
ら
ん

と
う
た
ひ
た
ま
へ
る
に
人
々
お
ど
ろ
き
て
、め
で
た
う
お
ぼ
ゆ
る
に
忍
ば
れ
で
、

あ
い
な
う
起
き
ゐ
つ
つ
、
鼻
を
忍
び
や
か
に
か
み
わ
た
す
。　
　
　
　
　
　
　

 
（
須
磨
二
―
一
九
八
）

眠
れ
な
い
光
源
氏
は
、秋
風
に
打
ち
寄
せ
る
激
し
い
波
の
音
に
耳
を
す
ま
せ
涙
す
る
。

そ
し
て
、
琴
を
少
し
掻
き
鳴
ら
す
も
の
の
途
中
で
手
を
と
め
、
歌
を
詠
む
。
す
る
と
、

光
源
氏
を
取
り
巻
く
人
々
が
目
を
覚
ま
し
心
を
う
た
れ
、
こ
ら
え
き
れ
ず
に
起
き
出

し
て
は
、
そ
っ
と
鼻
を
か
む
の
で
あ
る
。

人
々
は
鼻
を
か
む
こ
と
で
、
は
る
か
遠
い
須
磨
の
地
へ
と
追
い
や
ら
れ
た
悲
し
み

を
押
し
出
し
、
心
の
折
り
合
い
を
つ
け
よ
う
と
し
た
の
で
は
な
い
か
。
ま
た
、「
か

み
わ
た
す
」
と
記
述
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
か
す
か
に
鼻
を
か
む
人
々
の
し
ぐ
さ

が
、
感
染
す
る
よ
う
に
広
が
っ
て
い
く
あ
り
よ
う
が
捉
え
ら
れ
る
。
し
の
ぼ
う
と
し

て
も
し
の
ぶ
こ
と
が
で
き
ず
に
鼻
を
か
む
音
は
、
自
然
の
荒
々
し
い
風
や
海
の
波
の

音
と
響
き
合
う
こ
と
に
よ
り
一
層
哀
愁
を
帯
び
、
胸
に
迫
る
も
の
と
し
て
機
能
す
る

の
で
あ
る
。

突
然
の
出
家
を
遂
げ
た
藤
壺
の
前
に
光
源
氏
が
参
上
す
る
場
面
に
も
、「
鼻
を
か

む
」
は
見
ら
れ
る
。

故
院
の
皇
子
た
ち
は
、
昔
の
御
あ
り
さ
ま
を
思
し
出
づ
る
に
、
い
と
ど
あ
は
れ

に
悲
し
う
思
さ
れ
て
、
み
な
と
ぶ
ら
ひ
き
こ
え
た
ま
ふ
。
大
将
は
立
ち
と
ま
り

た
ま
ひ
て
、
聞
こ
え
出
で
た
ま
ふ
べ
き
方
も
な
く
、
く
れ
ま
ど
ひ
て
思
さ
る
れ

ど
、
な
ど
か
さ
し
も
と
人
見
た
て
ま
つ
る
べ
け
れ
ば
、
親
王
な
ど
出
で
た
ま
ひ

ぬ
る
後
に
ぞ
、
御
前
に
参
り
た
ま
へ
る
。

　

や
う
や
う
人
静
ま
り
て
、
女
房
ど
も
、
鼻
う
ち
か
み
つ
つ
、
所
ど
こ
ろ
に
群

れ
ゐ
た
り
。
月
は
隈
な
き
に
、
雪
の
光
り
あ
ひ
た
る
庭
の
あ
り
さ
ま
も
、
昔
の

こ
と
思
ひ
や
ら
る
る
に
、
い
と
た
へ
が
た
う
思
さ
る
れ
ど
、
い
と
よ
う
思
し
し

づ
め
て
、「
い
か
や
う
に
思
し
立
た
せ
た
ま
ひ
て
、
か
う
に
は
か
に
は
」
と
聞

こ
え
た
ま
ふ
。 

（
賢
木
二
―
一
三
一
）

光
源
氏
は
藤
壺
の
出
家
に
激
し
い
衝
撃
を
受
け
な
が
ら
も
、
禁
忌
の
関
係
を
悟
ら
れ

ぬ
よ
う
他
者
の
視
線
を
憚
り
、
気
持
ち
を
立
て
直
そ
う
と
努
め
る
。
物
語
は
兄
宮
や

女
房
な
ど
周
囲
の
人
々
が
心
の
ま
ま
に
涙
す
る
よ
う
す
を
描
く
こ
と
で
、
感
情
を
抑

制
せ
ざ
る
を
得
な
い
光
源
氏
の
孤
独
を
浮
き
彫
り
に
す
る
。
藤
壺
と
隔
て
ら
れ
た
悲

し
み
は
、
隈
な
く
冴
え
わ
た
る
月
や
雪
の
照
り
映
え
る
庭
の
風
景
に
、
昔
を
偲
ぶ
さ

ま
と
と
も
に
映
し
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
の
よ
う
な
中
、
涙
す
る
こ
と
も
で
き
ず
に
平
静
を
装
う
光
源
氏
に
対
し
、
鼻
を

か
み
な
が
ら
座
る
女
房
た
ち
の
姿
は
描
か
れ
る
。
女
房
で
あ
る
以
上
、
深
い
悲
し
み

に
暮
れ
る
時
も
取
り
次
ぎ
を
行
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
さ
ら
な
る
悲
し

み
を
押
し
こ
ろ
し
て
い
る
の
で
あ
り
、「
鼻
を
か
む
」
し
ぐ
さ
に
は
懸
命
に
心
を
整
え

よ
う
と
す
る
女
房
た
ち
の
、
必
死
な
よ
う
す
が
内
包
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

宇
治
十
帖
に
お
い
て
、「
鼻
を
か
む
」
は
「
鼻
す
す
り
」
と
と
も
に
描
か
れ
る
。
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君
も
、
見
る
人
は
憎
か
ら
ね
ど
、
空
の
け
し
き
に
つ
け
て
も
、
来
し
方
の
恋
し

さ
ま
さ
り
て
、
山
深
く
入
る
ま
ま
に
も
、
霧
た
ち
わ
た
る
心
地
し
た
ま
ふ
。
う

ち
な
が
め
て
寄
り
ゐ
た
ま
へ
る
袖
の
、
重
な
り
な
が
ら
長
や
か
に
出
で
た
り
け

る
が
、
川
霧
に
濡
れ
て
、
御
衣
の
紅
な
る
に
、
御
直
衣
の
花
の
お
ど
ろ
お
ど
ろ

し
う
移
り
た
る
を
、
お
と
し
が
け
の
高
き
所
に
見
つ
け
て
、
引
き
入
れ
た
ま
ふ
。

　
　

か
た
み
ぞ
と
見
る
に
つ
け
て
は
朝
露
の
と
こ
ろ
せ
き
ま
で
ぬ
る
る
袖
か
な

と
、
心
に
も
あ
ら
ず
独
り
ご
ち
た
ま
ふ
を
聞
き
て
、
い
と
ど
し
ぼ
る
ば
か
り
尼

君
の
袖
も
泣
き
濡
ら
す
を
、
若
き
人
、
あ
や
し
う
見
苦
し
き
世
か
な
、
心
ゆ
く

道
に
い
と
む
つ
か
し
き
こ
と
添
ひ
た
る
心
地
す
。
忍
び
が
た
げ
な
る
鼻
す
す
り

を
聞
き
た
ま
ひ
て
、
我
も
忍
び
や
か
に
う
ち
か
み
て
、

 

（
東
屋
六
―
九
五
）

浮
舟
を
車
に
乗
せ
た
薫
が
宇
治
へ
と
向
か
う
道
中
、
川
霧
の
湿
り
気
に
よ
っ
て
浮
舟

の
衣
の
紅
に
薫
の
直
衣
の
花
色
が
重
な
り
、
青
み
の
あ
る
紫
色
の
よ
う
に
見
え
る
場

面
で
あ
る）
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。
弁
の
尼
は
浮
舟
に
亡
き
大
君
を
重
ね
て
は
、
こ
ら
え
き
れ
ず
に
鼻
を
す

す
る
。
現
実
を
理
解
し
て
い
な
が
ら
も
、
感
情
が
つ
い
て
い
け
ず
に
コ
ン
ト
ロ
ー
ル

で
き
な
い
、
弁
の
尼
の
よ
う
す
が
う
か
が
え
る
。

内
側
に
再
び
抱
え
込
む
弁
の
尼
の
「
鼻
す
す
り
」
を
聞
い
た
薫
も
、
涙
管
に
涙
の

水
が
か
す
か
に
流
れ
る
感
覚
を
共
有
し
な
が
ら
、悲
し
み
に
呼
応
す
る
よ
う
に
し
て
、

そ
っ
と
鼻
を
か
む
。
川
霧
に
よ
る
濡
れ
と
色
の
移
り
と
と
も
に
、
鼻
に
流
れ
る
内
な

る
涙
の
水
が
描
き
出
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
両
方
の
水
が
表
象
さ
れ
て
い
る
点
も
特
徴

的
で
あ
る
。
車
と
い
う
狭
い
空
間
の
中
、
亡
き
大
君
を
偲
び
心
を
通
わ
せ
る
薫
と
弁

の
尼
の
、
聴
覚
を
介
し
た
二
人
の
連
帯
が
読
み
取
ら
れ
る
。
一
方
で
、
過
去
の
事
情

を
知
る
よ
し
も
な
い
、
浮
舟
と
侍
従
の
疎
外
が
浮
上
す
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、
弁
の
尼
に
は
「
鼻
す
す
り
」、
薫
に
は
「
鼻
を
か
む
」
と
、
鼻
を
介
す
る
涙

表
現
が
描
き
分
け
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
も
興
味
深
い
。
薫
は
身
分
が
高
い
ゆ
え
に
、

鼻
を
か
む
こ
と
が
許
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、「
し
の
び
や
か
」
に
鼻
を
か

む
。
こ
の
「
し
の
び
や
か
」
に
は
、
同
乗
し
て
い
る
浮
舟
に
対
す
る
遠
慮
が
垣
間
見

ら
れ
る
反
面
、
鼻
を
か
む
こ
と
の
で
き
る
薫
の
優
位
な
状
況
が
映
し
出
さ
れ
て
い
る

の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、「
鼻
を
か
む
」
は
涙
を
収
束
さ
せ
る
べ
く
気
持
ち
を
整
理
す
る
、
一

つ
の
決
心
に
も
似
た
行
為
で
あ
る
。『
源
氏
物
語
』
の
「
鼻
を
か
む
」
は
、
内
な
る
悲

し
み
と
外
に
対
す
る
抑
制
を
対
置
さ
せ
た
、
新
た
な
段
階
へ
と
つ
な
げ
よ
う
と
す
る

表
現
と
い
え
る
。
ぶ
ざ
ま
に
も
な
り
か
ね
な
い
悲
し
み
の
溢
出
を
、
身
体
表
現
に
即

し
て
異
化
す
る
手
段
で
あ
っ
た
。
繊
細
な
涙
表
現
に
こ
だ
わ
り
抜
い
た
『
源
氏
物
語
』

の
深
い
意
図
が
読
み
取
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

三
　『
大
鏡
』
の
鼻
を
か
む
語
り
手
た
ち

『
源
氏
物
語
』
は
鼻
に
ま
つ
わ
る
異
色
の
涙
表
現
を
登
場
さ
せ
る
こ
と
で
、
身
体

の
外
側
に
流
れ
る
涙
に
対
し
、内
側
に
流
れ
る
涙
の
回
路
を
も
描
き
出
し
て
い
っ
た
。

そ
れ
で
は
、『
大
鏡
』
に
お
い
て
「
鼻
を
か
む
」
は
、
ど
の
よ
う
な
場
面
に
描
か
れ
る

の
だ
ろ
う
か
。

よ
ろ
づ
の
こ
と
身
に
あ
ま
り
ぬ
る
人
の
、
唐
に
も
こ
の
国
に
も
あ
る
わ
ざ
に
ぞ

は
べ
る
な
る
。
昔
は
北
野
の
御
こ
と
ぞ
か
し
」

な
ど
言
ひ
て
、
鼻
う
ち
か
む
ほ
ど
も
あ
は
れ
に
見
ゆ
。 

（「
道
隆
」
―
二
六
二
）

大
宅
世
次
は
菅
原
道
真
を
例
に
、
自
分
の
過
失
の
み
な
ら
ず
学
才
が
優
れ
て
い
る
上

に
格
別
に
思
慮
深
い
、
何
事
に
お
い
て
も
人
の
身
に
過
ぎ
て
い
る
人
が
禍
を
受
け
る

こ
と
は
よ
く
あ
る
こ
と
だ
と
し
て
、
鼻
を
か
む
。
こ
こ
に
、
あ
り
余
る
才
能
を
兼
ね

備
え
た
人
々
に
対
す
る
世
次
の
同
情
が
垣
間
見
ら
れ
る
。

こ
と
殿
ば
ら
の
御
こ
と
よ
り
も
、
こ
の
殿
の
御
こ
と
申
す
は
、
か
た
じ
け
な
く

（7）

『大鏡』の鼻をかむ語り手たち

も
あ
は
れ
に
も
は
べ
る
か
な
」

と
て
、
音
う
ち
か
は
り
て
、
鼻
度
々
う
ち
か
む
め
り
。

 

（「
忠
平
・
実
頼
」
―
九
六
）

世
次
は
、夏
山
重
木
の
昔
の
主
君
で
も
あ
る
貞
信
公（
忠
平
）の
話
を
す
る
。
あ
る
時
、

鬼
に
捕
ま
り
か
け
た
忠
平
は
込
み
上
げ
る
恐
怖
を
堪
え
、
太
刀
を
引
き
抜
き
、
反
対

に
鬼
の
手
を
捉
え
る
こ
と
に
成
功
し
た
。
そ
の
剛
胆
さ
に
す
っ
か
り
狼
狽
え
た
鬼
は

忠
平
を
捉
え
て
い
た
手
を
放
し
、
鬼
門
の
東
北
の
隅
の
方
へ
と
退
散
し
、
事
な
き
を

得
た
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。

重
木
の
昔
の
主
君
で
も
あ
る
忠
平
の
話
を
す
る
の
は
勿
体
な
く
も
感
慨
無
量
で
あ

る
と
、
世
次
は
急
に
喉
に
枯
れ
た
音
が
混
じ
り
、
鼻
を
度
々
か
む
。
過
去
の
あ
ら
ゆ

る
出
来
事
を
客
観
的
に
話
す
こ
と
の
で
き
る
は
ず
の
世
次
が
言
葉
に
躓
く
と
こ
ろ

に
、当
時
の
悲
し
み
が
今
の
悲
し
み
と
な
っ
て
込
み
上
げ
る
さ
ま
が
読
み
取
ら
れ
る
。

抑
制
で
き
ず
に
込
み
上
げ
る
悲
し
み
は
、「
音
う
ち
か
は
り
て
」
と
変
化
す
る
声
に
加

え
、「
鼻
を
か
む
」
と
い
う
し
ぐ
さ
と
と
も
に
鮮
や
か
に
描
き
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

忠
平
に
関
す
る
場
面
に
お
い
て
「
鼻
を
か
む
」
用
例
は
、
も
う
一
例
見
ら
れ
る
。

「
い
で
あ
は
れ
、
か
く
さ
ま
ざ
ま
に
め
で
た
き
こ
と
ど
も
、
あ
は
れ
に
も
そ
こ

ら
多
く
見
聞
き
は
べ
れ
ど
、
な
ほ
、
わ
が
宝
の
君
に
後
れ
た
て
ま
つ
り
た
り
し

や
う
に
、
も
の
の
悲
し
く
思
う
た
ま
へ
ら
る
る
折
こ
そ
は
べ
ら
ね
。
八
月
十
日

あ
ま
り
の
こ
と
に
さ
ぶ
ら
ひ
し
か
ば
、折
さ
へ
こ
そ
あ
は
れ
に
、「
時
し
も
あ
れ
」

と
お
ぼ
え
は
べ
り
し
も
の
か
な
」
と
て
、
鼻
度
々
か
み
て
、
え
も
言
ひ
や
ら
ず
、

い
み
じ
と
思
ひ
た
る
さ
ま
、
ま
こ
と
に
そ
の
折
も
か
く
こ
そ
と
見
え
た
り
。　

 

（「
道
長
」
―
三
六
四
）

重
木
は
大
切
な
主
君
で
あ
る
忠
平
に
先
立
た
れ
た
時
ほ
ど
に
深
い
悲
し
み
を
感
じ
た

こ
と
は
な
い
と
、
度
々
鼻
を
か
み
、
沈
黙
す
る
。
繰
り
返
し
描
か
れ
、
強
調
さ
れ
る

「
あ
は
れ
」
と
「
折
」「
時
」
の
語
に
、
忠
平
の
死
を
受
け
止
め
き
れ
ず
に
悲
嘆
に
暮

れ
る
重
木
の
姿
が
浮
き
彫
り
と
な
る
。

こ
の
よ
う
に
、『
大
鏡
』
に
み
る
「
鼻
を
か
む
」
の
用
例
は
、
す
べ
て
語
り
手
の
し

ぐ
さ
と
し
て
、
死
者
を
想
起
す
る
場
面
に
描
か
れ
る
点
で
共
通
し
て
い
る
。
ま
た
、

三
例
の
う
ち
二
例
に
お
い
て
「
度
々
」
の
語
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
も
特
筆
す
べ
き
点

で
あ
る
。「
鼻
を
か
む
」
に
加
え
、「
度
々
」
の
語
に
は
死
者
を
悼
み
込
み
上
げ
る
悲
し

み
の
ほ
ど
が
顕
著
に
表
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
語
り
手
の
人
間
味
溢
れ
る
あ
り
よ
う

を
さ
ら
に
際
立
た
せ
る
も
の
と
い
え
よ
う
。

『
大
鏡
』
の
語
り
手
に
よ
る
独
特
な
身
体
表
現
は
、
扇
を
か
ざ
す
し
ぐ
さ
に
も
見

ら
れ
る
。
扇
を
手
に
す
る
の
は
主
に
世
次
で
あ
り
、
重
木
に
は
「
扇
う
ち
つ
か
ふ
顔

も
ち
、
こ
と
に
を
か
し
」（「
基
経
・
時
平
」
―
七
三
）
と
、
一
例
見
ら
れ
る
の
み
で

あ
る
。
九
本
の
黒
柿
の
骨
に
黄
色
の
紙
が
貼
ら
れ
た
蝙
蝠
扇
を
手
に
す
る
世
次
が
、

「
扇
を
さ
し
か
く
し
て
」（（
序
）―
二
一
）と
、扇
を
か
ざ
し
顔
を
隠
し
な
が
ら
気
取
っ

て
笑
う
よ
う
す
は
、滑
稽
に
描
か
れ
る
。ま
た
、世
次
が
「
扇
を
高
く
使
ひ
つ
つ
」（「
道

長
」
―
二
九
八
）
と
扇
を
誇
ら
し
げ
に
高
々
と
使
い
な
が
ら
自
信
を
持
っ
て
語
っ
た

よ
う
す
や
「
し
た
り
顔
に
扇
う
ち
つ
か
ひ
つ
つ
」（「
道
長
」（
雑
々
物
語
）
―
四
一
〇
）

と
、得
意
そ
う
な
顔
つ
き
で
扇
を
使
い
な
が
ら
重
木
と
顔
を
見
合
わ
せ
る
よ
う
す
が
、

生
き
生
き
と
描
か
れ
る
の
で
あ
る）
14
（

。
扇
を
手
に
す
る
世
次
の
姿
は
語
り
へ
の
自
信
と

余
裕
に
満
ち
溢
れ
、
扇
に
よ
っ
て
呼
び
込
ま
れ
る
風
は
語
り
に
勢
い
と
笑
い
を
も
た

ら
す
。
そ
こ
に
、長
寿
ゆ
え
の
風
格
と
豊
か
な
人
間
性
が
読
み
取
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、記
述
さ
れ
る
声
の
高
低
に
も
語
り
手
の
感
情
の
抑
揚
が
映
し
出
さ
れ
る
。

忠
平
の
次
男
で
あ
る
九
条
師
輔
に
関
し
て
世
次
が
語
る
場
面
で
は
、「
せ
め
て
さ
さ

や
く
も
の
か
ら
、
手
を
打
ち
て
あ
ふ
ぐ
」（「
師
輔
」
―
一
四
七
）
と
、
ひ
そ
ひ
そ
と

話
し
て
い
た
も
の
の
感
慨
に
堪
え
ら
れ
ず
に
手
を
打
ち
、
天
を
仰
ぐ
さ
ま
と
と
も
に

記
述
さ
れ
て
い
る
。
扇
と
い
う
モ
ノ
で
は
な
く
声
の
ト
ー
ン
と
手
を
伴
う
世
次
の
し

ぐ
さ
に
よ
っ
て
、
高
揚
す
る
感
情
が
描
き
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
他
に
も
、
重
木
の
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君
も
、
見
る
人
は
憎
か
ら
ね
ど
、
空
の
け
し
き
に
つ
け
て
も
、
来
し
方
の
恋
し

さ
ま
さ
り
て
、
山
深
く
入
る
ま
ま
に
も
、
霧
た
ち
わ
た
る
心
地
し
た
ま
ふ
。
う

ち
な
が
め
て
寄
り
ゐ
た
ま
へ
る
袖
の
、
重
な
り
な
が
ら
長
や
か
に
出
で
た
り
け

る
が
、
川
霧
に
濡
れ
て
、
御
衣
の
紅
な
る
に
、
御
直
衣
の
花
の
お
ど
ろ
お
ど
ろ

し
う
移
り
た
る
を
、
お
と
し
が
け
の
高
き
所
に
見
つ
け
て
、
引
き
入
れ
た
ま
ふ
。

　
　

か
た
み
ぞ
と
見
る
に
つ
け
て
は
朝
露
の
と
こ
ろ
せ
き
ま
で
ぬ
る
る
袖
か
な

と
、
心
に
も
あ
ら
ず
独
り
ご
ち
た
ま
ふ
を
聞
き
て
、
い
と
ど
し
ぼ
る
ば
か
り
尼

君
の
袖
も
泣
き
濡
ら
す
を
、
若
き
人
、
あ
や
し
う
見
苦
し
き
世
か
な
、
心
ゆ
く

道
に
い
と
む
つ
か
し
き
こ
と
添
ひ
た
る
心
地
す
。
忍
び
が
た
げ
な
る
鼻
す
す
り

を
聞
き
た
ま
ひ
て
、
我
も
忍
び
や
か
に
う
ち
か
み
て
、

 

（
東
屋
六
―
九
五
）

浮
舟
を
車
に
乗
せ
た
薫
が
宇
治
へ
と
向
か
う
道
中
、
川
霧
の
湿
り
気
に
よ
っ
て
浮
舟

の
衣
の
紅
に
薫
の
直
衣
の
花
色
が
重
な
り
、
青
み
の
あ
る
紫
色
の
よ
う
に
見
え
る
場

面
で
あ
る）
13
（

。
弁
の
尼
は
浮
舟
に
亡
き
大
君
を
重
ね
て
は
、
こ
ら
え
き
れ
ず
に
鼻
を
す

す
る
。
現
実
を
理
解
し
て
い
な
が
ら
も
、
感
情
が
つ
い
て
い
け
ず
に
コ
ン
ト
ロ
ー
ル

で
き
な
い
、
弁
の
尼
の
よ
う
す
が
う
か
が
え
る
。

内
側
に
再
び
抱
え
込
む
弁
の
尼
の
「
鼻
す
す
り
」
を
聞
い
た
薫
も
、
涙
管
に
涙
の

水
が
か
す
か
に
流
れ
る
感
覚
を
共
有
し
な
が
ら
、悲
し
み
に
呼
応
す
る
よ
う
に
し
て
、

そ
っ
と
鼻
を
か
む
。
川
霧
に
よ
る
濡
れ
と
色
の
移
り
と
と
も
に
、
鼻
に
流
れ
る
内
な

る
涙
の
水
が
描
き
出
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
両
方
の
水
が
表
象
さ
れ
て
い
る
点
も
特
徴

的
で
あ
る
。
車
と
い
う
狭
い
空
間
の
中
、
亡
き
大
君
を
偲
び
心
を
通
わ
せ
る
薫
と
弁

の
尼
の
、
聴
覚
を
介
し
た
二
人
の
連
帯
が
読
み
取
ら
れ
る
。
一
方
で
、
過
去
の
事
情

を
知
る
よ
し
も
な
い
、
浮
舟
と
侍
従
の
疎
外
が
浮
上
す
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、
弁
の
尼
に
は
「
鼻
す
す
り
」、
薫
に
は
「
鼻
を
か
む
」
と
、
鼻
を
介
す
る
涙

表
現
が
描
き
分
け
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
も
興
味
深
い
。
薫
は
身
分
が
高
い
ゆ
え
に
、

鼻
を
か
む
こ
と
が
許
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、「
し
の
び
や
か
」
に
鼻
を
か

む
。
こ
の
「
し
の
び
や
か
」
に
は
、
同
乗
し
て
い
る
浮
舟
に
対
す
る
遠
慮
が
垣
間
見

ら
れ
る
反
面
、
鼻
を
か
む
こ
と
の
で
き
る
薫
の
優
位
な
状
況
が
映
し
出
さ
れ
て
い
る

の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、「
鼻
を
か
む
」
は
涙
を
収
束
さ
せ
る
べ
く
気
持
ち
を
整
理
す
る
、
一

つ
の
決
心
に
も
似
た
行
為
で
あ
る
。『
源
氏
物
語
』
の
「
鼻
を
か
む
」
は
、
内
な
る
悲

し
み
と
外
に
対
す
る
抑
制
を
対
置
さ
せ
た
、
新
た
な
段
階
へ
と
つ
な
げ
よ
う
と
す
る

表
現
と
い
え
る
。
ぶ
ざ
ま
に
も
な
り
か
ね
な
い
悲
し
み
の
溢
出
を
、
身
体
表
現
に
即

し
て
異
化
す
る
手
段
で
あ
っ
た
。
繊
細
な
涙
表
現
に
こ
だ
わ
り
抜
い
た
『
源
氏
物
語
』

の
深
い
意
図
が
読
み
取
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

三
　『
大
鏡
』
の
鼻
を
か
む
語
り
手
た
ち

『
源
氏
物
語
』
は
鼻
に
ま
つ
わ
る
異
色
の
涙
表
現
を
登
場
さ
せ
る
こ
と
で
、
身
体

の
外
側
に
流
れ
る
涙
に
対
し
、内
側
に
流
れ
る
涙
の
回
路
を
も
描
き
出
し
て
い
っ
た
。

そ
れ
で
は
、『
大
鏡
』
に
お
い
て
「
鼻
を
か
む
」
は
、
ど
の
よ
う
な
場
面
に
描
か
れ
る

の
だ
ろ
う
か
。

よ
ろ
づ
の
こ
と
身
に
あ
ま
り
ぬ
る
人
の
、
唐
に
も
こ
の
国
に
も
あ
る
わ
ざ
に
ぞ

は
べ
る
な
る
。
昔
は
北
野
の
御
こ
と
ぞ
か
し
」

な
ど
言
ひ
て
、
鼻
う
ち
か
む
ほ
ど
も
あ
は
れ
に
見
ゆ
。 

（「
道
隆
」
―
二
六
二
）

大
宅
世
次
は
菅
原
道
真
を
例
に
、
自
分
の
過
失
の
み
な
ら
ず
学
才
が
優
れ
て
い
る
上

に
格
別
に
思
慮
深
い
、
何
事
に
お
い
て
も
人
の
身
に
過
ぎ
て
い
る
人
が
禍
を
受
け
る

こ
と
は
よ
く
あ
る
こ
と
だ
と
し
て
、
鼻
を
か
む
。
こ
こ
に
、
あ
り
余
る
才
能
を
兼
ね

備
え
た
人
々
に
対
す
る
世
次
の
同
情
が
垣
間
見
ら
れ
る
。

こ
と
殿
ば
ら
の
御
こ
と
よ
り
も
、
こ
の
殿
の
御
こ
と
申
す
は
、
か
た
じ
け
な
く

（7）

『大鏡』の鼻をかむ語り手たち

も
あ
は
れ
に
も
は
べ
る
か
な
」

と
て
、
音
う
ち
か
は
り
て
、
鼻
度
々
う
ち
か
む
め
り
。

 

（「
忠
平
・
実
頼
」
―
九
六
）

世
次
は
、夏
山
重
木
の
昔
の
主
君
で
も
あ
る
貞
信
公（
忠
平
）の
話
を
す
る
。
あ
る
時
、

鬼
に
捕
ま
り
か
け
た
忠
平
は
込
み
上
げ
る
恐
怖
を
堪
え
、
太
刀
を
引
き
抜
き
、
反
対

に
鬼
の
手
を
捉
え
る
こ
と
に
成
功
し
た
。
そ
の
剛
胆
さ
に
す
っ
か
り
狼
狽
え
た
鬼
は

忠
平
を
捉
え
て
い
た
手
を
放
し
、
鬼
門
の
東
北
の
隅
の
方
へ
と
退
散
し
、
事
な
き
を

得
た
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。

重
木
の
昔
の
主
君
で
も
あ
る
忠
平
の
話
を
す
る
の
は
勿
体
な
く
も
感
慨
無
量
で
あ

る
と
、
世
次
は
急
に
喉
に
枯
れ
た
音
が
混
じ
り
、
鼻
を
度
々
か
む
。
過
去
の
あ
ら
ゆ

る
出
来
事
を
客
観
的
に
話
す
こ
と
の
で
き
る
は
ず
の
世
次
が
言
葉
に
躓
く
と
こ
ろ

に
、当
時
の
悲
し
み
が
今
の
悲
し
み
と
な
っ
て
込
み
上
げ
る
さ
ま
が
読
み
取
ら
れ
る
。

抑
制
で
き
ず
に
込
み
上
げ
る
悲
し
み
は
、「
音
う
ち
か
は
り
て
」
と
変
化
す
る
声
に
加

え
、「
鼻
を
か
む
」
と
い
う
し
ぐ
さ
と
と
も
に
鮮
や
か
に
描
き
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

忠
平
に
関
す
る
場
面
に
お
い
て
「
鼻
を
か
む
」
用
例
は
、
も
う
一
例
見
ら
れ
る
。

「
い
で
あ
は
れ
、
か
く
さ
ま
ざ
ま
に
め
で
た
き
こ
と
ど
も
、
あ
は
れ
に
も
そ
こ

ら
多
く
見
聞
き
は
べ
れ
ど
、
な
ほ
、
わ
が
宝
の
君
に
後
れ
た
て
ま
つ
り
た
り
し

や
う
に
、
も
の
の
悲
し
く
思
う
た
ま
へ
ら
る
る
折
こ
そ
は
べ
ら
ね
。
八
月
十
日

あ
ま
り
の
こ
と
に
さ
ぶ
ら
ひ
し
か
ば
、折
さ
へ
こ
そ
あ
は
れ
に
、「
時
し
も
あ
れ
」

と
お
ぼ
え
は
べ
り
し
も
の
か
な
」
と
て
、
鼻
度
々
か
み
て
、
え
も
言
ひ
や
ら
ず
、

い
み
じ
と
思
ひ
た
る
さ
ま
、
ま
こ
と
に
そ
の
折
も
か
く
こ
そ
と
見
え
た
り
。　

 

（「
道
長
」
―
三
六
四
）

重
木
は
大
切
な
主
君
で
あ
る
忠
平
に
先
立
た
れ
た
時
ほ
ど
に
深
い
悲
し
み
を
感
じ
た

こ
と
は
な
い
と
、
度
々
鼻
を
か
み
、
沈
黙
す
る
。
繰
り
返
し
描
か
れ
、
強
調
さ
れ
る

「
あ
は
れ
」
と
「
折
」「
時
」
の
語
に
、
忠
平
の
死
を
受
け
止
め
き
れ
ず
に
悲
嘆
に
暮

れ
る
重
木
の
姿
が
浮
き
彫
り
と
な
る
。

こ
の
よ
う
に
、『
大
鏡
』
に
み
る
「
鼻
を
か
む
」
の
用
例
は
、
す
べ
て
語
り
手
の
し

ぐ
さ
と
し
て
、
死
者
を
想
起
す
る
場
面
に
描
か
れ
る
点
で
共
通
し
て
い
る
。
ま
た
、

三
例
の
う
ち
二
例
に
お
い
て
「
度
々
」
の
語
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
も
特
筆
す
べ
き
点

で
あ
る
。「
鼻
を
か
む
」
に
加
え
、「
度
々
」
の
語
に
は
死
者
を
悼
み
込
み
上
げ
る
悲
し

み
の
ほ
ど
が
顕
著
に
表
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
語
り
手
の
人
間
味
溢
れ
る
あ
り
よ
う

を
さ
ら
に
際
立
た
せ
る
も
の
と
い
え
よ
う
。

『
大
鏡
』
の
語
り
手
に
よ
る
独
特
な
身
体
表
現
は
、
扇
を
か
ざ
す
し
ぐ
さ
に
も
見

ら
れ
る
。
扇
を
手
に
す
る
の
は
主
に
世
次
で
あ
り
、
重
木
に
は
「
扇
う
ち
つ
か
ふ
顔

も
ち
、
こ
と
に
を
か
し
」（「
基
経
・
時
平
」
―
七
三
）
と
、
一
例
見
ら
れ
る
の
み
で

あ
る
。
九
本
の
黒
柿
の
骨
に
黄
色
の
紙
が
貼
ら
れ
た
蝙
蝠
扇
を
手
に
す
る
世
次
が
、

「
扇
を
さ
し
か
く
し
て
」（（
序
）―
二
一
）と
、扇
を
か
ざ
し
顔
を
隠
し
な
が
ら
気
取
っ

て
笑
う
よ
う
す
は
、滑
稽
に
描
か
れ
る
。ま
た
、世
次
が
「
扇
を
高
く
使
ひ
つ
つ
」（「
道

長
」
―
二
九
八
）
と
扇
を
誇
ら
し
げ
に
高
々
と
使
い
な
が
ら
自
信
を
持
っ
て
語
っ
た

よ
う
す
や
「
し
た
り
顔
に
扇
う
ち
つ
か
ひ
つ
つ
」（「
道
長
」（
雑
々
物
語
）
―
四
一
〇
）

と
、得
意
そ
う
な
顔
つ
き
で
扇
を
使
い
な
が
ら
重
木
と
顔
を
見
合
わ
せ
る
よ
う
す
が
、

生
き
生
き
と
描
か
れ
る
の
で
あ
る）
14
（

。
扇
を
手
に
す
る
世
次
の
姿
は
語
り
へ
の
自
信
と

余
裕
に
満
ち
溢
れ
、
扇
に
よ
っ
て
呼
び
込
ま
れ
る
風
は
語
り
に
勢
い
と
笑
い
を
も
た

ら
す
。
そ
こ
に
、長
寿
ゆ
え
の
風
格
と
豊
か
な
人
間
性
が
読
み
取
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、記
述
さ
れ
る
声
の
高
低
に
も
語
り
手
の
感
情
の
抑
揚
が
映
し
出
さ
れ
る
。

忠
平
の
次
男
で
あ
る
九
条
師
輔
に
関
し
て
世
次
が
語
る
場
面
で
は
、「
せ
め
て
さ
さ

や
く
も
の
か
ら
、
手
を
打
ち
て
あ
ふ
ぐ
」（「
師
輔
」
―
一
四
七
）
と
、
ひ
そ
ひ
そ
と

話
し
て
い
た
も
の
の
感
慨
に
堪
え
ら
れ
ず
に
手
を
打
ち
、
天
を
仰
ぐ
さ
ま
と
と
も
に

記
述
さ
れ
て
い
る
。
扇
と
い
う
モ
ノ
で
は
な
く
声
の
ト
ー
ン
と
手
を
伴
う
世
次
の
し

ぐ
さ
に
よ
っ
て
、
高
揚
す
る
感
情
が
描
き
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
他
に
も
、
重
木
の
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歌
に
心
動
か
さ
れ
た
世
次
が
何
度
も
声
に
出
し
、
口
ず
さ
む
よ
う
す
が
見
ら
れ
る
。

さ
ら
に
、
伊
周
に
関
し
て
語
り
終
え
た
世
次
が
伊
周
の
霊
を
恐
れ
た
よ
う
す
で
声

を
落
と
す
な
ど
、
語
り
終
え
た
後
か
ら
そ
の
内
容
に
恐
れ
を
抱
く
語
り
手
の
姿
も
描

か
れ
る
。
中
で
も
、
殺
生
戒
を
破
っ
た
出
来
事
に
感
銘
を
受
け
た
重
木
が
、
罪
を
得

る
こ
と
だ
と
言
い
、
爪
弾
き
を
す
る
場
面
に
は
独
特
の
趣
が
あ
る
。

さ
て
、
山
口
入
ら
せ
た
ま
ひ
し
ほ
ど
に
、
し
ら
せ
う
と
言
ひ
し
御
鷹
の
、
鳥
を

と
り
な
が
ら
、
御
輿
の
鳳
の
上
に
飛
び
ま
ゐ
り
て
居
て
さ
ぶ
ら
ひ
し
、
や
う
や

う
日
は
山
の
端
に
入
り
が
た
に
、
光
の
い
み
じ
う
さ
し
て
、
山
の
紅
葉
、
錦
を

は
り
た
る
や
う
に
、
鷹
の
色
は
い
と
白
く
、
雉
は
紺
青
の
や
う
に
て
、
羽
う
ち

ひ
ろ
げ
て
居
て
さ
ぶ
ら
ひ
し
ほ
ど
は
、
ま
こ
と
に
、
雪
少
し
う
ち
散
り
て
、
折

節
取
り
集
め
て
、
さ
る
こ
と
や
は
さ
ぶ
ら
ひ
し
と
よ
。
身
に
し
む
ば
か
り
思
ひ

た
ま
へ
し
か
ば
、
い
か
に
罪
得
は
べ
り
け
む
」

と
て
、
弾
指
は
た
は
た
と
す
。 

（「
道
長
（
雑
々
物
語
）」
―
三
七
四
）

醍
醐
天
皇
の
鷹
狩
の
行
幸
に
六
条
の
式
部
卿
の
宮
（
敦
実
親
王
）
が
供
奉
し
た
時
に
、

し
ら
せ
う
と
い
う
鷹
が
雉
を
捕
ま
え
た
ま
ま
で
、
御
輿
の
鳳
の
上
に
飛
ん
で
き
て
と

ま
っ
た
。
折
し
も
、
夕
日
に
照
ら
さ
れ
た
山
の
紅
葉
が
錦
を
張
っ
た
よ
う
に
美
し
い

と
こ
ろ
に
、
白
い
鷹
と
雉
の
紺
青
の
色
が
映
え
、
少
し
雪
ま
で
降
っ
て
い
た
そ
の
光

景
に
深
く
心
を
動
か
さ
れ
た
こ
と
を
話
す
。
そ
し
て
重
木
は
、
ぱ
ち
ぱ
ち
と
爪
弾
き

を
す
る
。

「
弾
指
は
た
は
た
と
す
」
と
は
禍
を
除
く
為
の
ま
じ
な
い
で
、
人
差
し
指
の
爪
を

親
指
に
か
け
て
強
く
は
じ
く
行
為
で
あ
り
、
爪
弾
き
を
意
味
す
る
。
い
つ
も
聞
き
役

に
徹
す
る
重
木
だ
が
、
こ
の
場
面
で
は
脳
裏
に
刻
ま
れ
た
美
し
い
残
像
が
情
熱
と
と

も
に
語
ら
れ
る
。語
り
終
え
た
後
に
爪
弾
き
を
忘
れ
な
い
冷
静
さ
を
保
ち
な
が
ら
も
、

し
か
し
爪
弾
き
を
し
て
ま
で
も
語
ら
ず
に
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
思
い
の
深
さ
が
、
浮

き
彫
り
と
な
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
後
半
に
至
る
に
伴
い
、
重
木
や
侍
と
の
や
り
と

り
も
増
え
て
い
く
。
世
次
と
重
木
が
互
い
に
顔
を
見
交
わ
せ
る
場
面
や
笑
う
よ
う
す

が
、
話
の
内
容
と
連
動
し
て
生
き
生
き
と
描
か
れ
る
の
で
あ
る
。

『
大
鏡
』
は
藤
原
氏
に
排
斥
さ
れ
た
犠
牲
者
た
ち
に
同
情
し
な
が
ら
も
、
重
木
の

主
君
で
あ
り
追
い
や
っ
た
側
に
立
つ
忠
平
を
も
よ
し
と
し
な
が
ら
語
る
。
敗
者
を
語

る
物
語
の
中
で
、
勝
者
を
も
語
る
の
で
あ
り
、
他
の
人
々
を
排
斥
し
栄
華
を
打
ち
立

て
る
し
か
な
か
っ
た
両
方
の
側
へ
の
矛
盾
し
た
思
い
を
描
き
出
す
。

鼻
を
か
む
語
り
手
た
ち
は
、
老
人
ゆ
え
の
感
情
失
禁
と
も
捉
え
ら
れ
る
。
だ
が
そ

こ
に
は
、
栄
華
の
中
に
悲
し
み
を
確
認
す
る
装
置
と
し
て
の
『
大
鏡
』
の
語
り
の
姿

勢
が
う
か
が
え
る
の
で
は
な
い
か
。
ど
の
よ
う
な
繁
栄
も
悲
し
み
の
感
情
と
無
縁
で

は
な
い
と
い
う
語
り
口
を
提
示
す
る
も
の
と
し
て
、
鼻
を
伝
っ
て
流
さ
れ
る
涙
の
感

覚
と
語
り
の
内
容
を
照
ら
し
合
わ
せ
る
よ
う
に
描
か
れ
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、『
大
鏡
』
の
独
特
な
身
体
表
現
を
交
え
た
語
り
は
、
話
し
の
内

容
を
明
ら
か
に
す
る
べ
く
描
き
出
さ
れ
て
い
る
の
だ
と
い
え
よ
う
。

四
　『
栄
花
物
語
』
の
「
鼻
」
の
語

『
栄
花
物
語
』
に
は
「
鼻
を
か
む
」
の
用
例
は
な
い
が
、「
鼻
」
の
語
は
二
例
描
か

れ
る）
15
（

。「
鼻
」
の
語
は
い
ず
れ
も
人
物
の
死
に
描
か
れ
る
点
で
共
通
し
て
お
り
、
見
過

ご
せ
な
い）
16
（

。

「
ま
こ
と
な
り
け
り
。
御
鼻
口
よ
り
血
あ
え
さ
せ
た
ま
ひ
て
、
た
だ
に
は
か
に

う
せ
た
ま
へ
る
な
り
」　

 

（
一
「
と
り
べ
野
」
―
三
五
八
）

藤
原
道
隆
の
女
で
あ
る
淑
景
舎
女
御
（
原
子
）
は
東
宮
（
居
貞
親
王
）
に
入
内
す
る

も
、
父
で
あ
る
道
隆
の
出
家
や
死
、
さ
ら
に
は
姉
で
あ
る
定
子
の
死
と
い
う
数
々
の

困
難
に
見
舞
わ
れ
る
。
居
貞
親
王
に
は
藤
原
済
時
の
女
で
あ
る
宣
耀
殿
女
御（
娍
子
）

（9）

『大鏡』の鼻をかむ語り手たち

と
の
間
に
た
く
さ
ん
の
皇
子
が
お
り
、
娍
子
と
の
間
柄
も
仲
睦
ま
じ
い
も
の
で
あ
っ

た
。
控
え
目
で
内
向
的
な
娍
子
に
対
し
、
原
子
は
は
な
や
か
で
現
代
風
な
人
物
と
し

て
描
か
れ
る
が
、居
貞
親
王
と
娍
子
と
の
間
に
原
子
の
参
上
す
る
余
地
は
な
か
っ
た
。

そ
し
て
、
原
子
は
口
や
「
鼻
」
か
ら
血
を
流
し
な
が
ら
急
死
す
る
。
異
常
な
死
の

あ
り
よ
う
が
人
々
の
噂
と
な
る
一
方
、
重
病
を
患
っ
て
い
た
娍
子
の
平
癒
に
、
娍
子

方
が
原
子
に
何
ら
か
の
形
で
手
を
下
し
た
の
で
は
な
い
か
と
す
る
人
々
の
疑
念
が
提

示
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

身
体
か
ら
流
れ
出
る
血
と
と
も
に
描
か
れ
る
原
子
の
死
は
、
悲
劇
的
な
側
面
が
強

調
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
中
関
白
家
の
相
次
ぐ
苦
境
を
浮
き
彫
り
に
す
る
。
ま
た
、

原
子
と
同
様
に
口
や
「
鼻
」
か
ら
血
を
流
し
な
が
ら
死
に
至
る
人
物
と
し
て
、
堀
河

の
女
御
（
延
子
）
が
挙
げ
ら
れ
る
。

御
風
に
や
と
て
、
茹
で
さ
せ
た
ま
ひ
て
上
ら
せ
た
ま
ふ
に
、
御
口
鼻
よ
り
血
あ

え
て
、
や
が
て
消
え
入
り
た
ま
ひ
ぬ
。
大
臣
御
声
を
さ
さ
げ
て
泣
き
の
の
し
り

た
ま
へ
ど
、
何
の
か
ひ
か
あ
ら
ん
。「
七
十
余
に
な
り
ぬ
る
身
を
召
せ
。
若
う

盛
り
な
る
人
の
行
く
末
遠
き
を
ば
、返
し
た
べ
」
と
泣
き
の
の
し
り
た
ま
へ
ど
、

か
か
る
道
は
術
な
き
わ
ざ
な
れ
ば
、
え
と
ど
め
た
て
ま
つ
ら
せ
た
ま
は
ず
な
り

ぬ
。 

（
二
「
も
と
の
し
づ
く
」
―
二
〇
五
）

左
大
臣
藤
原
顕
光
の
女
の
延
子
は
、
夫
で
あ
る
小
一
条
院
が
道
長
の
女
の
寛
子
に
婿

取
ら
れ
た
こ
と
に
、
明
け
暮
れ
涙
に
沈
ん
で
い
た
。
精
神
的
に
も
不
安
定
な
状
態
の

中
、
延
子
は
と
て
も
苦
し
い
気
分
に
な
り
、
風
邪
だ
ろ
う
か
と
身
体
を
温
め
、
の
ぼ

せ
た
。
そ
の
直
後
、
延
子
の
口
や
「
鼻
」
か
ら
血
が
流
れ
、
息
絶
え
る
の
で
あ
る
。

異
様
な
急
逝
に
、
父
で
あ
る
顕
光
は
声
を
張
り
上
げ
、
泣
き
の
の
し
る
。

小
一
条
院
と
寛
子
と
の
結
婚
が
成
立
し
道
長
家
に
婿
入
り
し
た
当
時
、
顕
光
は
悲

嘆
の
あ
ま
り
に
絶
え
入
り
そ
う
な
ほ
ど
で
あ
り
、
延
子
も
ま
た
悲
し
み
に
胸
が
つ
ま

り
、
薬
湯
さ
え
口
に
す
る
こ
と
な
く
臥
す
と
い
っ
た
あ
り
さ
ま
で
あ
っ
た
。
と
り
わ

け
正
気
も
失
せ
た
ま
ま
横
に
な
っ
て
い
る
顕
光
の
も
と
に
、
幼
い
一
の
宮
（
敦
貞
親

王
）
が
無
邪
気
に
戯
れ
、
遊
び
を
せ
が
む
場
面
は
印
象
的
で
あ
る
。

動
く
気
力
も
失
せ
た
中
、
顕
光
は
一
の
宮
の
願
い
を
叶
え
る
べ
く
馬
と
な
っ
て
這

い
回
る
。
だ
が
、
普
段
よ
り
も
動
き
が
鈍
い
馬
で
あ
る
こ
と
に
不
満
な
一
の
宮
は
顕

光
を
扇
で
打
つ
の
で
あ
り
、
そ
の
有
様
を
目
の
あ
た
り
に
し
た
延
子
は
思
い
乱
れ
、

衣
を
引
き
被
り
臥
す
。
悲
し
み
を
抱
え
る
年
老
い
た
顕
光
と
、
何
も
知
ら
ず
に
た
だ

遊
び
の
世
界
に
興
じ
る
幼
い
一
の
宮
が
対
照
的
に
描
か
れ
る
こ
と
で
、
顕
光
の
悲
哀

は
よ
り
鮮
明
に
浮
か
び
上
が
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、
寛
子
と
の
結
婚
と
い
う
苦
悩
の
果
て
に
死
に
至
っ
た
延
子
に
対
し
、
小
一

条
院
は
涙
し
な
が
ら
も
延
子
の
亡
骸
の
置
か
れ
た
床
上
へ
上
が
る
こ
と
な
く
、
庭
に

立
ち
偲
ぶ
に
と
ど
ま
る
。
死
の
穢
れ
を
忌
避
す
る
小
一
条
院
の
薄
情
な
態
度
が
う
か

が
い
知
ら
れ
よ
う
。

こ
の
よ
う
に
、『
栄
花
物
語
』
に
登
場
す
る
「
鼻
」
の
語
は
口
と
と
も
に
用
い
ら
れ
、

女
御
と
い
う
身
分
の
高
い
女
性
の
異
様
な
死
に
描
か
れ
る
。
そ
れ
で
は
な
ぜ
、
死
と

い
う
事
実
の
み
な
ら
ず
上
品
で
洗
練
さ
れ
た
ふ
る
ま
い
と
は
異
な
る
手
触
り
で
あ
る

生
理
的
な
生
々
し
さ
ま
で
も
描
か
れ
る
必
要
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

物
語
に
お
い
て
身
体
に
流
さ
れ
る
血
が
外
的
な
損
傷
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
、
内

側
か
ら
外
へ
と
流
れ
出
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
。
内
な
る
も
の
と
外
な

る
も
の
と
の
開
口
部
で
あ
る
口
と
「
鼻
」
は
、
逸
脱
し
た
内
な
る
も
の
が
溢
れ
る
よ

う
な
空
間
と
し
て
、
外
に
出
や
す
い
。
内
側
か
ら
流
れ
出
る
血
は
、
嘆
き
や
悲
し
み

と
い
っ
た
心
労
ゆ
え
の
心
的
損
傷
の
表
れ
で
あ
り
、
内
面
の
傷
を
視
覚
的
に
象
る
も

の
と
し
て
、
口
と
「
鼻
」
の
両
方
か
ら
の
出
血
が
描
か
れ
る
の
で
は
な
い
か
。
ま
た
、

呼
吸
が
塞
が
れ
る
よ
う
な
形
で
象
ら
れ
る
出
血
は
、
女
性
の
顔
か
ら
流
さ
れ
る
血
の

赤
色
の
イ
メ
ー
ジ
と
結
び
つ
く
こ
と
で
、
物
語
に
視
覚
的
な
衝
撃
を
も
た
ら
す
こ
と

に
成
功
し
て
い
る
。
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歌
に
心
動
か
さ
れ
た
世
次
が
何
度
も
声
に
出
し
、
口
ず
さ
む
よ
う
す
が
見
ら
れ
る
。

さ
ら
に
、
伊
周
に
関
し
て
語
り
終
え
た
世
次
が
伊
周
の
霊
を
恐
れ
た
よ
う
す
で
声

を
落
と
す
な
ど
、
語
り
終
え
た
後
か
ら
そ
の
内
容
に
恐
れ
を
抱
く
語
り
手
の
姿
も
描

か
れ
る
。
中
で
も
、
殺
生
戒
を
破
っ
た
出
来
事
に
感
銘
を
受
け
た
重
木
が
、
罪
を
得

る
こ
と
だ
と
言
い
、
爪
弾
き
を
す
る
場
面
に
は
独
特
の
趣
が
あ
る
。

さ
て
、
山
口
入
ら
せ
た
ま
ひ
し
ほ
ど
に
、
し
ら
せ
う
と
言
ひ
し
御
鷹
の
、
鳥
を

と
り
な
が
ら
、
御
輿
の
鳳
の
上
に
飛
び
ま
ゐ
り
て
居
て
さ
ぶ
ら
ひ
し
、
や
う
や

う
日
は
山
の
端
に
入
り
が
た
に
、
光
の
い
み
じ
う
さ
し
て
、
山
の
紅
葉
、
錦
を

は
り
た
る
や
う
に
、
鷹
の
色
は
い
と
白
く
、
雉
は
紺
青
の
や
う
に
て
、
羽
う
ち

ひ
ろ
げ
て
居
て
さ
ぶ
ら
ひ
し
ほ
ど
は
、
ま
こ
と
に
、
雪
少
し
う
ち
散
り
て
、
折

節
取
り
集
め
て
、
さ
る
こ
と
や
は
さ
ぶ
ら
ひ
し
と
よ
。
身
に
し
む
ば
か
り
思
ひ

た
ま
へ
し
か
ば
、
い
か
に
罪
得
は
べ
り
け
む
」

と
て
、
弾
指
は
た
は
た
と
す
。 

（「
道
長
（
雑
々
物
語
）」
―
三
七
四
）

醍
醐
天
皇
の
鷹
狩
の
行
幸
に
六
条
の
式
部
卿
の
宮
（
敦
実
親
王
）
が
供
奉
し
た
時
に
、

し
ら
せ
う
と
い
う
鷹
が
雉
を
捕
ま
え
た
ま
ま
で
、
御
輿
の
鳳
の
上
に
飛
ん
で
き
て
と

ま
っ
た
。
折
し
も
、
夕
日
に
照
ら
さ
れ
た
山
の
紅
葉
が
錦
を
張
っ
た
よ
う
に
美
し
い

と
こ
ろ
に
、
白
い
鷹
と
雉
の
紺
青
の
色
が
映
え
、
少
し
雪
ま
で
降
っ
て
い
た
そ
の
光

景
に
深
く
心
を
動
か
さ
れ
た
こ
と
を
話
す
。
そ
し
て
重
木
は
、
ぱ
ち
ぱ
ち
と
爪
弾
き

を
す
る
。

「
弾
指
は
た
は
た
と
す
」
と
は
禍
を
除
く
為
の
ま
じ
な
い
で
、
人
差
し
指
の
爪
を

親
指
に
か
け
て
強
く
は
じ
く
行
為
で
あ
り
、
爪
弾
き
を
意
味
す
る
。
い
つ
も
聞
き
役

に
徹
す
る
重
木
だ
が
、
こ
の
場
面
で
は
脳
裏
に
刻
ま
れ
た
美
し
い
残
像
が
情
熱
と
と

も
に
語
ら
れ
る
。語
り
終
え
た
後
に
爪
弾
き
を
忘
れ
な
い
冷
静
さ
を
保
ち
な
が
ら
も
、

し
か
し
爪
弾
き
を
し
て
ま
で
も
語
ら
ず
に
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
思
い
の
深
さ
が
、
浮

き
彫
り
と
な
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
後
半
に
至
る
に
伴
い
、
重
木
や
侍
と
の
や
り
と

り
も
増
え
て
い
く
。
世
次
と
重
木
が
互
い
に
顔
を
見
交
わ
せ
る
場
面
や
笑
う
よ
う
す

が
、
話
の
内
容
と
連
動
し
て
生
き
生
き
と
描
か
れ
る
の
で
あ
る
。

『
大
鏡
』
は
藤
原
氏
に
排
斥
さ
れ
た
犠
牲
者
た
ち
に
同
情
し
な
が
ら
も
、
重
木
の

主
君
で
あ
り
追
い
や
っ
た
側
に
立
つ
忠
平
を
も
よ
し
と
し
な
が
ら
語
る
。
敗
者
を
語

る
物
語
の
中
で
、
勝
者
を
も
語
る
の
で
あ
り
、
他
の
人
々
を
排
斥
し
栄
華
を
打
ち
立

て
る
し
か
な
か
っ
た
両
方
の
側
へ
の
矛
盾
し
た
思
い
を
描
き
出
す
。

鼻
を
か
む
語
り
手
た
ち
は
、
老
人
ゆ
え
の
感
情
失
禁
と
も
捉
え
ら
れ
る
。
だ
が
そ

こ
に
は
、
栄
華
の
中
に
悲
し
み
を
確
認
す
る
装
置
と
し
て
の
『
大
鏡
』
の
語
り
の
姿

勢
が
う
か
が
え
る
の
で
は
な
い
か
。
ど
の
よ
う
な
繁
栄
も
悲
し
み
の
感
情
と
無
縁
で

は
な
い
と
い
う
語
り
口
を
提
示
す
る
も
の
と
し
て
、
鼻
を
伝
っ
て
流
さ
れ
る
涙
の
感

覚
と
語
り
の
内
容
を
照
ら
し
合
わ
せ
る
よ
う
に
描
か
れ
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、『
大
鏡
』
の
独
特
な
身
体
表
現
を
交
え
た
語
り
は
、
話
し
の
内

容
を
明
ら
か
に
す
る
べ
く
描
き
出
さ
れ
て
い
る
の
だ
と
い
え
よ
う
。

四
　『
栄
花
物
語
』
の
「
鼻
」
の
語

『
栄
花
物
語
』
に
は
「
鼻
を
か
む
」
の
用
例
は
な
い
が
、「
鼻
」
の
語
は
二
例
描
か

れ
る）
15
（

。「
鼻
」
の
語
は
い
ず
れ
も
人
物
の
死
に
描
か
れ
る
点
で
共
通
し
て
お
り
、
見
過

ご
せ
な
い）
16
（

。

「
ま
こ
と
な
り
け
り
。
御
鼻
口
よ
り
血
あ
え
さ
せ
た
ま
ひ
て
、
た
だ
に
は
か
に

う
せ
た
ま
へ
る
な
り
」　

 

（
一
「
と
り
べ
野
」
―
三
五
八
）

藤
原
道
隆
の
女
で
あ
る
淑
景
舎
女
御
（
原
子
）
は
東
宮
（
居
貞
親
王
）
に
入
内
す
る

も
、
父
で
あ
る
道
隆
の
出
家
や
死
、
さ
ら
に
は
姉
で
あ
る
定
子
の
死
と
い
う
数
々
の

困
難
に
見
舞
わ
れ
る
。
居
貞
親
王
に
は
藤
原
済
時
の
女
で
あ
る
宣
耀
殿
女
御（
娍
子
）

（9）

『大鏡』の鼻をかむ語り手たち

と
の
間
に
た
く
さ
ん
の
皇
子
が
お
り
、
娍
子
と
の
間
柄
も
仲
睦
ま
じ
い
も
の
で
あ
っ

た
。
控
え
目
で
内
向
的
な
娍
子
に
対
し
、
原
子
は
は
な
や
か
で
現
代
風
な
人
物
と
し

て
描
か
れ
る
が
、居
貞
親
王
と
娍
子
と
の
間
に
原
子
の
参
上
す
る
余
地
は
な
か
っ
た
。

そ
し
て
、
原
子
は
口
や
「
鼻
」
か
ら
血
を
流
し
な
が
ら
急
死
す
る
。
異
常
な
死
の

あ
り
よ
う
が
人
々
の
噂
と
な
る
一
方
、
重
病
を
患
っ
て
い
た
娍
子
の
平
癒
に
、
娍
子

方
が
原
子
に
何
ら
か
の
形
で
手
を
下
し
た
の
で
は
な
い
か
と
す
る
人
々
の
疑
念
が
提

示
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

身
体
か
ら
流
れ
出
る
血
と
と
も
に
描
か
れ
る
原
子
の
死
は
、
悲
劇
的
な
側
面
が
強

調
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
中
関
白
家
の
相
次
ぐ
苦
境
を
浮
き
彫
り
に
す
る
。
ま
た
、

原
子
と
同
様
に
口
や
「
鼻
」
か
ら
血
を
流
し
な
が
ら
死
に
至
る
人
物
と
し
て
、
堀
河

の
女
御
（
延
子
）
が
挙
げ
ら
れ
る
。

御
風
に
や
と
て
、
茹
で
さ
せ
た
ま
ひ
て
上
ら
せ
た
ま
ふ
に
、
御
口
鼻
よ
り
血
あ

え
て
、
や
が
て
消
え
入
り
た
ま
ひ
ぬ
。
大
臣
御
声
を
さ
さ
げ
て
泣
き
の
の
し
り

た
ま
へ
ど
、
何
の
か
ひ
か
あ
ら
ん
。「
七
十
余
に
な
り
ぬ
る
身
を
召
せ
。
若
う

盛
り
な
る
人
の
行
く
末
遠
き
を
ば
、返
し
た
べ
」
と
泣
き
の
の
し
り
た
ま
へ
ど
、

か
か
る
道
は
術
な
き
わ
ざ
な
れ
ば
、
え
と
ど
め
た
て
ま
つ
ら
せ
た
ま
は
ず
な
り

ぬ
。 

（
二
「
も
と
の
し
づ
く
」
―
二
〇
五
）

左
大
臣
藤
原
顕
光
の
女
の
延
子
は
、
夫
で
あ
る
小
一
条
院
が
道
長
の
女
の
寛
子
に
婿

取
ら
れ
た
こ
と
に
、
明
け
暮
れ
涙
に
沈
ん
で
い
た
。
精
神
的
に
も
不
安
定
な
状
態
の

中
、
延
子
は
と
て
も
苦
し
い
気
分
に
な
り
、
風
邪
だ
ろ
う
か
と
身
体
を
温
め
、
の
ぼ

せ
た
。
そ
の
直
後
、
延
子
の
口
や
「
鼻
」
か
ら
血
が
流
れ
、
息
絶
え
る
の
で
あ
る
。

異
様
な
急
逝
に
、
父
で
あ
る
顕
光
は
声
を
張
り
上
げ
、
泣
き
の
の
し
る
。

小
一
条
院
と
寛
子
と
の
結
婚
が
成
立
し
道
長
家
に
婿
入
り
し
た
当
時
、
顕
光
は
悲

嘆
の
あ
ま
り
に
絶
え
入
り
そ
う
な
ほ
ど
で
あ
り
、
延
子
も
ま
た
悲
し
み
に
胸
が
つ
ま

り
、
薬
湯
さ
え
口
に
す
る
こ
と
な
く
臥
す
と
い
っ
た
あ
り
さ
ま
で
あ
っ
た
。
と
り
わ

け
正
気
も
失
せ
た
ま
ま
横
に
な
っ
て
い
る
顕
光
の
も
と
に
、
幼
い
一
の
宮
（
敦
貞
親

王
）
が
無
邪
気
に
戯
れ
、
遊
び
を
せ
が
む
場
面
は
印
象
的
で
あ
る
。

動
く
気
力
も
失
せ
た
中
、
顕
光
は
一
の
宮
の
願
い
を
叶
え
る
べ
く
馬
と
な
っ
て
這

い
回
る
。
だ
が
、
普
段
よ
り
も
動
き
が
鈍
い
馬
で
あ
る
こ
と
に
不
満
な
一
の
宮
は
顕

光
を
扇
で
打
つ
の
で
あ
り
、
そ
の
有
様
を
目
の
あ
た
り
に
し
た
延
子
は
思
い
乱
れ
、

衣
を
引
き
被
り
臥
す
。
悲
し
み
を
抱
え
る
年
老
い
た
顕
光
と
、
何
も
知
ら
ず
に
た
だ

遊
び
の
世
界
に
興
じ
る
幼
い
一
の
宮
が
対
照
的
に
描
か
れ
る
こ
と
で
、
顕
光
の
悲
哀

は
よ
り
鮮
明
に
浮
か
び
上
が
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、
寛
子
と
の
結
婚
と
い
う
苦
悩
の
果
て
に
死
に
至
っ
た
延
子
に
対
し
、
小
一

条
院
は
涙
し
な
が
ら
も
延
子
の
亡
骸
の
置
か
れ
た
床
上
へ
上
が
る
こ
と
な
く
、
庭
に

立
ち
偲
ぶ
に
と
ど
ま
る
。
死
の
穢
れ
を
忌
避
す
る
小
一
条
院
の
薄
情
な
態
度
が
う
か

が
い
知
ら
れ
よ
う
。

こ
の
よ
う
に
、『
栄
花
物
語
』
に
登
場
す
る
「
鼻
」
の
語
は
口
と
と
も
に
用
い
ら
れ
、

女
御
と
い
う
身
分
の
高
い
女
性
の
異
様
な
死
に
描
か
れ
る
。
そ
れ
で
は
な
ぜ
、
死
と

い
う
事
実
の
み
な
ら
ず
上
品
で
洗
練
さ
れ
た
ふ
る
ま
い
と
は
異
な
る
手
触
り
で
あ
る

生
理
的
な
生
々
し
さ
ま
で
も
描
か
れ
る
必
要
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

物
語
に
お
い
て
身
体
に
流
さ
れ
る
血
が
外
的
な
損
傷
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
、
内

側
か
ら
外
へ
と
流
れ
出
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
。
内
な
る
も
の
と
外
な

る
も
の
と
の
開
口
部
で
あ
る
口
と
「
鼻
」
は
、
逸
脱
し
た
内
な
る
も
の
が
溢
れ
る
よ

う
な
空
間
と
し
て
、
外
に
出
や
す
い
。
内
側
か
ら
流
れ
出
る
血
は
、
嘆
き
や
悲
し
み

と
い
っ
た
心
労
ゆ
え
の
心
的
損
傷
の
表
れ
で
あ
り
、
内
面
の
傷
を
視
覚
的
に
象
る
も

の
と
し
て
、
口
と
「
鼻
」
の
両
方
か
ら
の
出
血
が
描
か
れ
る
の
で
は
な
い
か
。
ま
た
、

呼
吸
が
塞
が
れ
る
よ
う
な
形
で
象
ら
れ
る
出
血
は
、
女
性
の
顔
か
ら
流
さ
れ
る
血
の

赤
色
の
イ
メ
ー
ジ
と
結
び
つ
く
こ
と
で
、
物
語
に
視
覚
的
な
衝
撃
を
も
た
ら
す
こ
と

に
成
功
し
て
い
る
。
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口
と
「
鼻
」
か
ら
流
さ
れ
る
血
は
、
無
念
を
抱
え
た
ま
ま
旅
立
っ
た
女
性
の
抑
圧

さ
れ
た
内
面
の
解
放
を
求
め
る
、
魂
の
叫
び
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か）
17
（

。
体
内
か
ら

身
体
の
外
へ
と
流
れ
出
る
血
は
、
命
と
引
き
換
え
に
発
せ
ら
れ
た
最
期
の
内
な
る
声

の
発
露
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

さ
ら
に
、
延
子
の
場
合
は
死
後
に
も
の
の
け
と
な
っ
て
再
び
登
場
す
る
。
延
子
が

も
の
の
け
と
し
て
登
場
す
る
直
前
の
場
面
に
は
、
危
篤
状
態
に
あ
る
寛
子
の
も
の
の

け
と
道
長
と
の
噛
み
合
わ
な
い
対
話
が
描
か
れ
て
い
る
点
も
看
過
で
き
な
い
。

「
何
ご
と
を
か
と
も
か
く
も
思
ひ
は
べ
ら
ん
。
た
だ
つ
ら
し
と
思
ひ
き
こ
え
さ

す
る
こ
と
は
、
こ
の
院
の
御
こ
と
を
、
か
か
ら
で
は
べ
ら
ば
や
と
思
ひ
は
べ
り

し
こ
と
を
せ
さ
せ
た
ま
ひ
て
、
身
の
い
た
づ
ら
に
な
り
は
べ
り
ぬ
る
こ
と
な
ん

あ
る
」
と
の
た
ま
は
せ
て
、
泣
か
せ
た
ま
へ
る
さ
ま
な
れ
ど
、
涙
も
出
で
さ
せ

た
ま
は
ず
。
殿
泣
く
泣
く
、「
さ
や
は
思
ひ
は
べ
り
し
。
今
は
限
り
に
こ
そ
お

は
し
ま
す
め
れ
」
と
て
、
御
髪
お
ろ
し
て
尼
に
な
し
た
て
ま
つ
ら
せ
た
ま
ふ
。

 

（
二
「
み
ね
の
月
」
―
四
八
一
）

道
長
が
小
一
条
院
を
東
宮
退
位
と
引
き
換
え
に
寛
子
に
婿
取
ら
せ
た
こ
と
に
端
を
発

し
、
生
前
の
恨
み
か
ら
も
の
の
け
と
な
っ
た
延
子
と
顕
光
が
、
寛
子
に
憑
り
つ
く
。

も
の
の
け
の
し
わ
ざ
に
よ
っ
て
危
篤
状
態
に
陥
り
な
が
ら
も
寛
子
は
道
長
と
対
面

し
、
死
の
淵
に
立
た
さ
れ
る
そ
も
そ
も
の
要
因
を
作
っ
た
、
道
長
の
過
去
の
行
い
を

責
め
て
は
泣
く
の
で
あ
る
。

寛
子
に
描
か
れ
る
泣
い
て
も
涙
の
出
な
い
現
象
は
不
吉
な
死
の
前
兆
と
し
て
機
能

す
る）
18
（

。
泣
い
て
も
涙
の
出
な
い
寛
子
に
対
し
、
道
長
は
涙
な
が
ら
に
弁
解
す
る
。
何

事
も
思
い
の
ま
ま
に
取
り
仕
切
っ
て
き
た
道
長
が
、
寛
子
の
発
言
に
は
衝
撃
を
隠
す

こ
と
が
で
き
ず
に
、
過
剰
な
涙
へ
と
傾
い
て
い
く
の
で
あ
り
、
傷
つ
け
た
と
い
う
加

害
意
識
が
反
転
し
て
、
自
ら
を
追
い
つ
め
て
い
く
の
だ
と
い
え
る
。

『
栄
花
物
語
』
に
お
い
て
、
泣
く
も
の
の
涙
が
出
な
い
場
面
の
違
和
感
を
強
調
し

た
用
例
は
二
例
の
み
で
あ
り
、
も
う
一
例
は
病
床
の
詮
子
に
描
か
れ
る
。『
源
氏
物

語
』
や
『
狭
衣
物
語
』
に
は
な
い
、『
栄
花
物
語
』
に
見
ら
れ
る
独
自
の
特
筆
す
べ
き

事
柄
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
泣
く
も
の
の
涙
の
出
な
い
用
例
は
、
死
の
迫
っ
た
女
性
、
し
か
も

も
の
の
け
が
憑
い
て
い
る
と
言
わ
れ
る
女
性
に
用
い
ら
れ
る
。
と
も
に
涙
し
て
い
れ

ば
、
涙
の
中
に
亡
く
な
る
者
と
見
送
る
者
が
融
和
し
て
い
る
と
い
え
る
が
、
そ
の
よ

う
に
美
し
く
は
な
ら
な
い
涙
の
ず
れ
が
、
効
果
的
に
描
き
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
共

感
す
る
こ
と
す
ら
で
き
な
い
デ
ィ
ス
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
残
さ
れ
た
人
々
の
孤

独
を
際
立
た
せ
、
よ
り
一
層
悲
し
み
を
募
ら
せ
る
の
で
あ
る
。

御
物
の
怪
ど
も
い
と
い
み
じ
う
、「
し
得
た
り
、し
得
た
り
」
と
、堀
河
の
大
臣
、

女
御
、
諸
声
に
「
今
ぞ
胸
あ
く
」
と
叫
び
の
の
し
り
た
ま
ふ
。　
　
　
　
　
　

 

（
二
「
み
ね
の
月
」
―
四
八
二
）

寛
子
が
臨
終
を
迎
え
、
邸
に
泣
き
声
が
響
き
渡
る
。
も
の
の
け
と
な
っ
た
延
子
は
、

同
じ
く
も
の
の
け
と
な
っ
た
父
の
顕
光
と
と
も
に
寛
子
に
憑
り
つ
き
、
死
へ
と
追
い

や
る
。
そ
し
て
、
人
々
が
寛
子
の
死
の
悲
し
み
に
沈
む
中
、
積
年
の
怨
み
を
晴
ら
し

た
二
人
の
も
の
の
け
は
声
を
合
わ
せ
、
大
声
で
叫
ぶ
。

も
の
の
け
と
な
っ
た
延
子
の
高
ら
か
な
叫
び
は
、
寛
子
を
死
に
至
ら
し
め
た
興
奮

を
物
語
る
。
そ
れ
は
、
心
に
受
け
た
数
々
の
傷
を
流
れ
出
る
血
に
託
す
よ
う
に
し
な

が
ら
も
、血
と
い
う
自
ら
の
心
の
傷
に
呑
ま
れ
る
か
の
よ
う
に
し
て
迎
え
た
延
子
の
、

終
焉
の
時
を
想
起
さ
せ
る
。
も
の
の
け
の
発
す
る
歓
喜
の
叫
び
は
、
延
子
の
死
の
場

面
に
お
い
て
身
体
か
ら
流
れ
る
血
を
介
し
て
発
せ
ら
れ
た
、
無
言
の
叫
び
に
呼
応
す

る
か
の
よ
う
で
あ
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
『
栄
花
物
語
』
に
見
ら
れ
る
「
鼻
」
の
語
は
、
高
貴
な
女
性
の
身

に
降
り
か
か
る
突
然
の
死
を
流
さ
れ
る
血
と
い
う
視
覚
的
な
衝
撃
と
と
も
に
、
痛
ま

し
く
も
禍
々
し
く
描
き
出
す
。
さ
ら
に
、
小
一
条
院
の
母
が
娍
子
で
あ
る
こ
と
も
見

（11）

『大鏡』の鼻をかむ語り手たち

逃
せ
な
い
。
娍
子
と
小
一
条
院
は
、
親
子
で
「
鼻
」
の
語
と
血
を
伴
う
女
性
の
死
に
、

深
く
関
係
し
て
い
る
こ
と
が
読
み
取
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

『
栄
花
物
語
』
に
見
ら
れ
る
「
鼻
」
の
象
徴
的
な
描
か
れ
方
は
、『
大
鏡
』
の
涙
す

る
身
体
を
暗
示
す
る
も
の
と
し
て
の
「
鼻
」
の
あ
り
よ
う
と
、
大
き
く
異
な
る
の
だ

と
い
え
よ
う
。

お
わ
り
に

『
大
鏡
』
で
は
語
り
手
に
よ
る
語
り
の
中
で
の
涙
は
描
か
れ
る
も
の
の
、
語
り
手

た
ち
が
涙
す
る
場
面
は
「
鼻
を
か
む
」
の
他
に
「
涙
を
拭
ふ
」
と
い
う
涙
表
現
で
描
か

れ
る
の
み
で
あ
り
、
特
有
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、「
涙
を
拭
ふ
」
は
『
大
鏡
』
に
お
い

て
ど
の
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
稿
を
閉
じ
る
に
あ
た
り
、
涙
を
拭
う

語
り
手
た
ち
の
あ
り
よ
う
を
考
察
し
て
お
き
た
い）
19
（

。

も
の
の
ゆ
ゑ
知
り
た
る
人
な
ど
も
、
む
げ
に
近
く
居
寄
り
て
外
目
せ
ず
、
見
聞

く
気
色
ど
も
を
見
て
、
い
よ
い
よ
は
え
て
も
の
を
繰
り
出
だ
す
や
う
に
言
ひ
つ

づ
く
る
ほ
ど
ぞ
、
ま
こ
と
に
稀
有
な
る
や
。
重
木
、
涙
を
の
ご
ひ
つ
つ
興
じ
ゐ

た
り
。 

（「
時
平
」
―
七
七
）

世
次
は
、
教
養
あ
る
人
な
ど
も
身
を
乗
り
出
し
、
脇
目
も
振
ら
ず
に
見
聞
き
す
る
聴

衆
を
前
に
、
ま
す
ま
す
興
に
の
る
。
そ
し
て
次
々
と
繰
り
出
さ
れ
る
そ
の
語
り
に
、

重
木
は
涙
を
拭
い
な
が
ら
面
白
が
る
の
で
あ
る
。

『
大
鏡
』
の
後
半
に
も
、
世
次
の
話
し
ぶ
り
に
心
動
か
さ
れ
る
重
木
が
「
か
つ
は

涙
を
お
し
の
ご
ひ
な
む
感
ず
る
」（「
道
長
（
藤
原
氏
物
語
）」
―
三
三
五
）
と
、
涙
を

押
し
拭
う
よ
う
す
が
見
ら
れ
る
。
こ
の
場
面
で
は
、「
涙
を
拭
ふ
」
に
加
え
「
お
し
」

と
記
述
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
さ
ら
に
力
強
さ
を
増
し
た
重
木
の
し
ぐ
さ
が
浮
き

彫
り
と
な
る
。
感
極
ま
り
涙
を
押
し
拭
う
重
木
の
姿
は
、
世
次
の
卓
越
し
た
語
り
を

証
明
す
る
か
の
よ
う
に
描
か
れ
る
。

一
方
、
世
次
に
お
い
て
は
涙
と
記
さ
れ
ず
に
、「
目
お
し
の
ご
ふ
に
」
と
描
か
れ
る

場
面
が
一
例
見
ら
れ
る
の
み
で
あ
る
。
時
平
の
娘
の
敦
敏
少
将
の
死
を
知
ら
ず
に
東

国
の
方
か
ら
馬
を
献
じ
て
き
た
際
、
敦
敏
少
将
の
父
で
あ
る
実
頼
が
そ
の
悲
し
み
を

和
歌
に
す
る
場
面
に
お
い
て
、
語
り
手
で
あ
る
世
次
の
感
想
が
記
述
さ
れ
る
。「
い

と
か
な
し
き
こ
と
な
り
」
と
記
さ
れ
た
そ
の
直
後
に
涙
を
押
し
拭
う
世
次
の
あ
り
よ

う
が
描
か
れ
、
再
び
世
次
の
語
り
へ
と
戻
る
の
で
あ
る
。

目
を
押
し
拭
う
世
次
の
姿
が
語
り
の
間
に
あ
え
て
差
し
挟
ま
れ
る
と
こ
ろ
に
、
語

り
手
の
息
遣
い
と
と
も
に
一
呼
吸
お
く
語
り
の
調
子
が
形
成
さ
れ
て
い
る
。
悲
し
み

を
喚
起
さ
せ
る
語
り
の
方
法
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
読
み
取
ら
れ
よ
う
。

本
稿
で
は
、『
栄
花
物
語
』
の
涙
や
『
源
氏
物
語
』
の
鼻
に
ま
つ
わ
る
涙
表
現
と
の

比
較
を
通
し
て
、『
大
鏡
』に
描
か
れ
る
涙
を
探
っ
た
。語
り
手
が
意
識
さ
れ
な
い
『
源

氏
物
語
』
に
対
し
、
語
り
手
が
明
示
さ
れ
る
『
大
鏡
』
で
は
扇
を
用
い
た
り
、「
鼻
を

か
む
」、「
涙
を
拭
ふ
」
と
い
っ
た
身
体
動
作
を
伴
い
記
述
さ
れ
る
こ
と
で
、
語
り
の

現
実
性
を
色
づ
け
る
役
割
を
担
う
。
身
体
を
伝
う
涙
を
手
の
し
ぐ
さ
と
と
も
に
捉
え

る
こ
と
に
よ
り
、
語
り
手
で
あ
る
翁
た
ち
の
躍
動
感
あ
ふ
れ
る
身
体
を
鮮
や
か
に
映

し
出
す
こ
と
に
成
功
し
た
の
で
あ
る
。

『
源
氏
物
語
』
に
見
ら
れ
る
袖
を
濡
ら
す
涙
と
い
っ
た
美
的
感
覚
と
し
て
の
涙
表

現
で
は
な
く
、
美
か
ら
逸
脱
す
る
よ
う
な
鼻
を
介
し
た
涙
表
現
を
選
び
取
っ
た
と
こ

ろ
に
、『
大
鏡
』
の
語
り
の
姿
勢
が
う
か
が
え
る
。「
鼻
す
す
り
」
が
涙
を
内
な
る
直
前

の
と
こ
ろ
で
留
め
て
お
き
た
い
と
す
る
感
覚
で
あ
る
の
に
対
し
、「
鼻
を
か
む
」
は
鼻

の
内
な
る
動
揺
を
外
に
放
つ
も
の
で
あ
る
。『
大
鏡
』
は
鼻
と
い
う
肉
体
的
な
記
述
を

通
し
て
、
鼻
の
内
側
と
外
側
の
境
界
線
に
あ
る
涙
の
感
覚
を
描
き
出
す
の
で
あ
り
、

語
り
手
の
身
体
表
現
は
語
り
と
響
き
合
っ
て
い
る
の
だ
と
い
え
よ
う
。

『
大
鏡
』
の
序
に
お
い
て
、「
あ
は
れ
に
言
ひ
語
ら
ひ
て
泣
く
め
れ
ど
、
涙
落
つ
と
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口
と
「
鼻
」
か
ら
流
さ
れ
る
血
は
、
無
念
を
抱
え
た
ま
ま
旅
立
っ
た
女
性
の
抑
圧

さ
れ
た
内
面
の
解
放
を
求
め
る
、
魂
の
叫
び
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か）
17
（

。
体
内
か
ら

身
体
の
外
へ
と
流
れ
出
る
血
は
、
命
と
引
き
換
え
に
発
せ
ら
れ
た
最
期
の
内
な
る
声

の
発
露
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

さ
ら
に
、
延
子
の
場
合
は
死
後
に
も
の
の
け
と
な
っ
て
再
び
登
場
す
る
。
延
子
が

も
の
の
け
と
し
て
登
場
す
る
直
前
の
場
面
に
は
、
危
篤
状
態
に
あ
る
寛
子
の
も
の
の

け
と
道
長
と
の
噛
み
合
わ
な
い
対
話
が
描
か
れ
て
い
る
点
も
看
過
で
き
な
い
。

「
何
ご
と
を
か
と
も
か
く
も
思
ひ
は
べ
ら
ん
。
た
だ
つ
ら
し
と
思
ひ
き
こ
え
さ

す
る
こ
と
は
、
こ
の
院
の
御
こ
と
を
、
か
か
ら
で
は
べ
ら
ば
や
と
思
ひ
は
べ
り

し
こ
と
を
せ
さ
せ
た
ま
ひ
て
、
身
の
い
た
づ
ら
に
な
り
は
べ
り
ぬ
る
こ
と
な
ん

あ
る
」
と
の
た
ま
は
せ
て
、
泣
か
せ
た
ま
へ
る
さ
ま
な
れ
ど
、
涙
も
出
で
さ
せ

た
ま
は
ず
。
殿
泣
く
泣
く
、「
さ
や
は
思
ひ
は
べ
り
し
。
今
は
限
り
に
こ
そ
お

は
し
ま
す
め
れ
」
と
て
、
御
髪
お
ろ
し
て
尼
に
な
し
た
て
ま
つ
ら
せ
た
ま
ふ
。

 

（
二
「
み
ね
の
月
」
―
四
八
一
）

道
長
が
小
一
条
院
を
東
宮
退
位
と
引
き
換
え
に
寛
子
に
婿
取
ら
せ
た
こ
と
に
端
を
発

し
、
生
前
の
恨
み
か
ら
も
の
の
け
と
な
っ
た
延
子
と
顕
光
が
、
寛
子
に
憑
り
つ
く
。

も
の
の
け
の
し
わ
ざ
に
よ
っ
て
危
篤
状
態
に
陥
り
な
が
ら
も
寛
子
は
道
長
と
対
面

し
、
死
の
淵
に
立
た
さ
れ
る
そ
も
そ
も
の
要
因
を
作
っ
た
、
道
長
の
過
去
の
行
い
を

責
め
て
は
泣
く
の
で
あ
る
。

寛
子
に
描
か
れ
る
泣
い
て
も
涙
の
出
な
い
現
象
は
不
吉
な
死
の
前
兆
と
し
て
機
能

す
る）
18
（

。
泣
い
て
も
涙
の
出
な
い
寛
子
に
対
し
、
道
長
は
涙
な
が
ら
に
弁
解
す
る
。
何

事
も
思
い
の
ま
ま
に
取
り
仕
切
っ
て
き
た
道
長
が
、
寛
子
の
発
言
に
は
衝
撃
を
隠
す

こ
と
が
で
き
ず
に
、
過
剰
な
涙
へ
と
傾
い
て
い
く
の
で
あ
り
、
傷
つ
け
た
と
い
う
加

害
意
識
が
反
転
し
て
、
自
ら
を
追
い
つ
め
て
い
く
の
だ
と
い
え
る
。

『
栄
花
物
語
』
に
お
い
て
、
泣
く
も
の
の
涙
が
出
な
い
場
面
の
違
和
感
を
強
調
し

た
用
例
は
二
例
の
み
で
あ
り
、
も
う
一
例
は
病
床
の
詮
子
に
描
か
れ
る
。『
源
氏
物

語
』
や
『
狭
衣
物
語
』
に
は
な
い
、『
栄
花
物
語
』
に
見
ら
れ
る
独
自
の
特
筆
す
べ
き

事
柄
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
泣
く
も
の
の
涙
の
出
な
い
用
例
は
、
死
の
迫
っ
た
女
性
、
し
か
も

も
の
の
け
が
憑
い
て
い
る
と
言
わ
れ
る
女
性
に
用
い
ら
れ
る
。
と
も
に
涙
し
て
い
れ

ば
、
涙
の
中
に
亡
く
な
る
者
と
見
送
る
者
が
融
和
し
て
い
る
と
い
え
る
が
、
そ
の
よ

う
に
美
し
く
は
な
ら
な
い
涙
の
ず
れ
が
、
効
果
的
に
描
き
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
共

感
す
る
こ
と
す
ら
で
き
な
い
デ
ィ
ス
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
残
さ
れ
た
人
々
の
孤

独
を
際
立
た
せ
、
よ
り
一
層
悲
し
み
を
募
ら
せ
る
の
で
あ
る
。

御
物
の
怪
ど
も
い
と
い
み
じ
う
、「
し
得
た
り
、し
得
た
り
」
と
、堀
河
の
大
臣
、

女
御
、
諸
声
に
「
今
ぞ
胸
あ
く
」
と
叫
び
の
の
し
り
た
ま
ふ
。　
　
　
　
　
　

 

（
二
「
み
ね
の
月
」
―
四
八
二
）

寛
子
が
臨
終
を
迎
え
、
邸
に
泣
き
声
が
響
き
渡
る
。
も
の
の
け
と
な
っ
た
延
子
は
、

同
じ
く
も
の
の
け
と
な
っ
た
父
の
顕
光
と
と
も
に
寛
子
に
憑
り
つ
き
、
死
へ
と
追
い

や
る
。
そ
し
て
、
人
々
が
寛
子
の
死
の
悲
し
み
に
沈
む
中
、
積
年
の
怨
み
を
晴
ら
し

た
二
人
の
も
の
の
け
は
声
を
合
わ
せ
、
大
声
で
叫
ぶ
。

も
の
の
け
と
な
っ
た
延
子
の
高
ら
か
な
叫
び
は
、
寛
子
を
死
に
至
ら
し
め
た
興
奮

を
物
語
る
。
そ
れ
は
、
心
に
受
け
た
数
々
の
傷
を
流
れ
出
る
血
に
託
す
よ
う
に
し
な

が
ら
も
、血
と
い
う
自
ら
の
心
の
傷
に
呑
ま
れ
る
か
の
よ
う
に
し
て
迎
え
た
延
子
の
、

終
焉
の
時
を
想
起
さ
せ
る
。
も
の
の
け
の
発
す
る
歓
喜
の
叫
び
は
、
延
子
の
死
の
場

面
に
お
い
て
身
体
か
ら
流
れ
る
血
を
介
し
て
発
せ
ら
れ
た
、
無
言
の
叫
び
に
呼
応
す

る
か
の
よ
う
で
あ
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
『
栄
花
物
語
』
に
見
ら
れ
る
「
鼻
」
の
語
は
、
高
貴
な
女
性
の
身

に
降
り
か
か
る
突
然
の
死
を
流
さ
れ
る
血
と
い
う
視
覚
的
な
衝
撃
と
と
も
に
、
痛
ま

し
く
も
禍
々
し
く
描
き
出
す
。
さ
ら
に
、
小
一
条
院
の
母
が
娍
子
で
あ
る
こ
と
も
見

（11）

『大鏡』の鼻をかむ語り手たち

逃
せ
な
い
。
娍
子
と
小
一
条
院
は
、
親
子
で
「
鼻
」
の
語
と
血
を
伴
う
女
性
の
死
に
、

深
く
関
係
し
て
い
る
こ
と
が
読
み
取
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

『
栄
花
物
語
』
に
見
ら
れ
る
「
鼻
」
の
象
徴
的
な
描
か
れ
方
は
、『
大
鏡
』
の
涙
す

る
身
体
を
暗
示
す
る
も
の
と
し
て
の
「
鼻
」
の
あ
り
よ
う
と
、
大
き
く
異
な
る
の
だ

と
い
え
よ
う
。

お
わ
り
に

『
大
鏡
』
で
は
語
り
手
に
よ
る
語
り
の
中
で
の
涙
は
描
か
れ
る
も
の
の
、
語
り
手

た
ち
が
涙
す
る
場
面
は
「
鼻
を
か
む
」
の
他
に
「
涙
を
拭
ふ
」
と
い
う
涙
表
現
で
描
か

れ
る
の
み
で
あ
り
、
特
有
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、「
涙
を
拭
ふ
」
は
『
大
鏡
』
に
お
い

て
ど
の
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
稿
を
閉
じ
る
に
あ
た
り
、
涙
を
拭
う

語
り
手
た
ち
の
あ
り
よ
う
を
考
察
し
て
お
き
た
い）
19
（

。

も
の
の
ゆ
ゑ
知
り
た
る
人
な
ど
も
、
む
げ
に
近
く
居
寄
り
て
外
目
せ
ず
、
見
聞

く
気
色
ど
も
を
見
て
、
い
よ
い
よ
は
え
て
も
の
を
繰
り
出
だ
す
や
う
に
言
ひ
つ

づ
く
る
ほ
ど
ぞ
、
ま
こ
と
に
稀
有
な
る
や
。
重
木
、
涙
を
の
ご
ひ
つ
つ
興
じ
ゐ

た
り
。 

（「
時
平
」
―
七
七
）

世
次
は
、
教
養
あ
る
人
な
ど
も
身
を
乗
り
出
し
、
脇
目
も
振
ら
ず
に
見
聞
き
す
る
聴

衆
を
前
に
、
ま
す
ま
す
興
に
の
る
。
そ
し
て
次
々
と
繰
り
出
さ
れ
る
そ
の
語
り
に
、

重
木
は
涙
を
拭
い
な
が
ら
面
白
が
る
の
で
あ
る
。

『
大
鏡
』
の
後
半
に
も
、
世
次
の
話
し
ぶ
り
に
心
動
か
さ
れ
る
重
木
が
「
か
つ
は

涙
を
お
し
の
ご
ひ
な
む
感
ず
る
」（「
道
長
（
藤
原
氏
物
語
）」
―
三
三
五
）
と
、
涙
を

押
し
拭
う
よ
う
す
が
見
ら
れ
る
。
こ
の
場
面
で
は
、「
涙
を
拭
ふ
」
に
加
え
「
お
し
」

と
記
述
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
さ
ら
に
力
強
さ
を
増
し
た
重
木
の
し
ぐ
さ
が
浮
き

彫
り
と
な
る
。
感
極
ま
り
涙
を
押
し
拭
う
重
木
の
姿
は
、
世
次
の
卓
越
し
た
語
り
を

証
明
す
る
か
の
よ
う
に
描
か
れ
る
。

一
方
、
世
次
に
お
い
て
は
涙
と
記
さ
れ
ず
に
、「
目
お
し
の
ご
ふ
に
」
と
描
か
れ
る

場
面
が
一
例
見
ら
れ
る
の
み
で
あ
る
。
時
平
の
娘
の
敦
敏
少
将
の
死
を
知
ら
ず
に
東

国
の
方
か
ら
馬
を
献
じ
て
き
た
際
、
敦
敏
少
将
の
父
で
あ
る
実
頼
が
そ
の
悲
し
み
を

和
歌
に
す
る
場
面
に
お
い
て
、
語
り
手
で
あ
る
世
次
の
感
想
が
記
述
さ
れ
る
。「
い

と
か
な
し
き
こ
と
な
り
」
と
記
さ
れ
た
そ
の
直
後
に
涙
を
押
し
拭
う
世
次
の
あ
り
よ

う
が
描
か
れ
、
再
び
世
次
の
語
り
へ
と
戻
る
の
で
あ
る
。

目
を
押
し
拭
う
世
次
の
姿
が
語
り
の
間
に
あ
え
て
差
し
挟
ま
れ
る
と
こ
ろ
に
、
語

り
手
の
息
遣
い
と
と
も
に
一
呼
吸
お
く
語
り
の
調
子
が
形
成
さ
れ
て
い
る
。
悲
し
み

を
喚
起
さ
せ
る
語
り
の
方
法
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
読
み
取
ら
れ
よ
う
。

本
稿
で
は
、『
栄
花
物
語
』
の
涙
や
『
源
氏
物
語
』
の
鼻
に
ま
つ
わ
る
涙
表
現
と
の

比
較
を
通
し
て
、『
大
鏡
』に
描
か
れ
る
涙
を
探
っ
た
。語
り
手
が
意
識
さ
れ
な
い
『
源

氏
物
語
』
に
対
し
、
語
り
手
が
明
示
さ
れ
る
『
大
鏡
』
で
は
扇
を
用
い
た
り
、「
鼻
を

か
む
」、「
涙
を
拭
ふ
」
と
い
っ
た
身
体
動
作
を
伴
い
記
述
さ
れ
る
こ
と
で
、
語
り
の

現
実
性
を
色
づ
け
る
役
割
を
担
う
。
身
体
を
伝
う
涙
を
手
の
し
ぐ
さ
と
と
も
に
捉
え

る
こ
と
に
よ
り
、
語
り
手
で
あ
る
翁
た
ち
の
躍
動
感
あ
ふ
れ
る
身
体
を
鮮
や
か
に
映

し
出
す
こ
と
に
成
功
し
た
の
で
あ
る
。

『
源
氏
物
語
』
に
見
ら
れ
る
袖
を
濡
ら
す
涙
と
い
っ
た
美
的
感
覚
と
し
て
の
涙
表

現
で
は
な
く
、
美
か
ら
逸
脱
す
る
よ
う
な
鼻
を
介
し
た
涙
表
現
を
選
び
取
っ
た
と
こ

ろ
に
、『
大
鏡
』
の
語
り
の
姿
勢
が
う
か
が
え
る
。「
鼻
す
す
り
」
が
涙
を
内
な
る
直
前

の
と
こ
ろ
で
留
め
て
お
き
た
い
と
す
る
感
覚
で
あ
る
の
に
対
し
、「
鼻
を
か
む
」
は
鼻

の
内
な
る
動
揺
を
外
に
放
つ
も
の
で
あ
る
。『
大
鏡
』
は
鼻
と
い
う
肉
体
的
な
記
述
を

通
し
て
、
鼻
の
内
側
と
外
側
の
境
界
線
に
あ
る
涙
の
感
覚
を
描
き
出
す
の
で
あ
り
、

語
り
手
の
身
体
表
現
は
語
り
と
響
き
合
っ
て
い
る
の
だ
と
い
え
よ
う
。

『
大
鏡
』
の
序
に
お
い
て
、「
あ
は
れ
に
言
ひ
語
ら
ひ
て
泣
く
め
れ
ど
、
涙
落
つ
と
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も
見
え
ず
」（（
序
）
―
一
九
）
と
、
世
次
と
重
木
が
し
み
じ
み
と
語
り
合
っ
て
泣
く

よ
う
に
見
え
る
が
、
涙
が
落
ち
る
と
も
見
え
な
い
こ
と
が
描
か
れ
て
い
た
。
だ
が
、

物
語
の
展
開
に
伴
い
、
語
り
手
た
ち
の
鼻
を
か
む
よ
う
す
が
描
か
れ
る
よ
う
に
変
化

し
て
い
く
の
で
あ
る
。
最
初
は
涙
し
な
か
っ
た
も
の
の
、
語
っ
て
い
く
う
ち
に
涙
が

出
て
く
る
と
い
う
涙
の
変
遷
の
効
果
を
狙
っ
た
、
語
り
手
た
ち
の
身
体
表
現
の
あ
り

よ
う
が
読
み
取
ら
れ
よ
う
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、『
大
鏡
』
に
お
け
る
語
り
の
内
容
を
彩
る
語
り
手
た
ち
の
身
体

表
現
は
、
物
語
の
枠
組
み
と
し
て
の
涙
を
巧
み
に
映
し
出
す
上
で
、
効
果
的
な
役
割

を
果
た
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

＊ 

本
文
は
、
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
『
枕
草
子
』、『
源
氏
物
語
』、『
大
鏡
』、『
栄
花
物
語
』（
小
学

館
）
に
よ
る
。

注（
1
）　

益
田
勝
実
「
虚
構
〈
同
時
代
史
〉
の
語
り
手
―
『
大
鏡
』
作
者
の
お
も
か
げ
―
」（『
国
文
学

解
釈
と
教
材
の
研
究
』
第
一
一
巻
第
二
号　

一
九
六
六
年
二
月
）
は
、
百
九
十
歳
と
い
う
世
次

の
年
齢
は
、
摂
関
政
治
の
年
齢
で
あ
っ
た
と
指
摘
す
る
。

（
2
）　

高
橋
亨
「
語
り
の
場
の
表
現
史
と
歴
史
物
語
」（『
王
朝
歴
史
物
語
の
世
界
』
山
中
裕
編　

吉

川
弘
文
館　

一
九
九
一
年
六
月
）。

（
3
）　

福
田
晃
「
世
継
の
伝
統
―
『
大
鏡
』
と
か
か
わ
っ
て
―
」（『
中
世
語
り
物
文
芸
―
そ
の
系
譜

と
展
開
―
』
三
弥
井
選
書
八　

三
弥
生
書
店　

一
九
八
一
年
五
月
）、
森
正
人
「
ヨ
ツ
ギ
の
物

語
化
―
大
鏡
と
そ
の
語
り
手
―
」（『
講
座
日
本
の
伝
承
文
学　

第
四
巻　

散
文
文
学
〈
説
話
〉

の
世
界
』
三
弥
井
書
店　

一
九
九
六
年
七
月
）。

（
4
）　

菊
地
真
「『
大
鏡
』
重
木
攷
―
「
昔
物
語
」
の
意
味
―
」（『
中
古
文
学
』
第
六
六
号　

二
〇
〇
〇
年
一
二
月
）、
桜
井
宏
徳
「
大
宅
世
次
と
そ
の
語
り
―
〈
書
か
れ
た
も
の
〉
と
し
て

の
語
り
と
語
り
手
―
」（『
物
語
文
学
と
し
て
の
大
鏡
』
新
典
社
研
究
叢
書
二
〇
三　

新
典
社　

二
〇
〇
九
年
一
〇
月
）、
稲
垣
智
花
「『
大
鏡
』
の
「
語
り
手
」
―
そ
の
表
現
方
法
―
」（『
源
氏

物
語
と
平
安
文
学
』
第
二
集　

早
稲
田
大
学
大
学
院　

中
古
文
学
研
究
会　

一
九
九
一
年
五

月
）。

（
5
）　
『
源
氏
物
語
』
の
涙
に
関
し
て
、小
林
澄
子
「
古
代
に
お
け
る
『
涙
』
を
め
ぐ
る
動
詞
に
つ
い
て
」

（『
文
芸
研
究
』
第
一
〇
六
号　

一
九
八
四
年
五
月
）
は
、「
涙
こ
ぼ
る
」
が
日
記
や
物
語
に
多
く
、

「
落
つ
る
涙
」
は
和
歌
に
集
中
し
、「
涙
を
流
す
」
は
説
話
や
軍
記
を
中
心
に
用
い
ら
れ
て
い
る

こ
と
を
説
き
、
涙
研
究
の
先
駆
け
と
な
っ
て
い
る
。
神
谷
か
を
る
「
涙
の
イ
メ
ジ
ャ
リ
―
万
葉

集
か
ら
古
今
集
へ
―
」（『
国
語
語
彙
史
の
研
究
』
一
三　

和
泉
書
院　

一
九
九
三
年
七
月
）
は
、

多
面
的
に
涙
と
こ
と
ば
の
連
関
を
説
き
、
鈴
木
宏
子
『
古
今
和
歌
集
表
現
論
』（
笠
間
書
院　

二
〇
〇
〇
年
一
二
月
）
は
和
歌
か
ら
涙
を
位
置
づ
け
、
恋
歌
の
表
現
を
支
え
る
語
彙
と
し
て
挙

げ
る
。

 
　

廬
享
美
「『
源
氏
物
語
』
に
お
け
る
『
涙
』
の
性
差
に
つ
い
て
」（『
日
本
女
子
大
学
大
学
院

文
学
研
究
科
紀
要
』
第
七
号　

二
〇
〇
一
年
三
月
）
は
涙
に
性
差
の
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
、
ツ

ベ
タ
ナ
・
ク
リ
ス
テ
ワ
『
涙
の
詩
学
―
王
朝
文
化
の
詩
的
言
語
―
』（
名
古
屋
大
学
出
版
会　

二
〇
〇
一
年
三
月
）は
、八
代
集
を
通
し
て
涙
の
喩
的
な
役
割
を
明
ら
か
に
す
る
。
中
村
一
夫「
源

氏
物
語
の
『
泣
く
』
表
現
の
諸
相
―
『
の
ご
ふ
』『
は
ら
ふ
』
―
」（『
源
氏
物
語
の
本
文
と
表
現
』

お
う
ふ
う　

二
〇
〇
四
年
一
一
月
）。

 
　

ま
た
、
岩
佐
美
代
子
「
源
氏
物
語
の
涙
―
表
現
の
種
々
相
―
」（『
涙
の
文
化
学
―
人
は
な
ぜ

泣
く
の
か
―
』
今
関
敏
子
編　

青
簡
舎　

二
〇
〇
九
年
二
月
）
は
涙
の
種
々
相
を
取
り
上
げ
る
。

榎
本
正
純
『
涙
の
美
学
―
日
本
の
古
典
と
文
化
へ
の
架
橋
―
』（
新
典
社
新
書
四
六　

二
〇
〇
九

年
一
二
月
）。

 
　

こ
れ
ら
の
先
行
研
究
は
、
涙
の
拡
が
り
と
そ
の
様
態
を
明
ら
か
に
し
、
涙
の
持
つ
豊
か
さ
と

深
さ
を
示
唆
す
る
意
見
を
も
た
ら
し
て
く
れ
た
。
そ
れ
ら
の
成
果
を
受
け
つ
つ
、鈴
木
貴
子
『
涙

か
ら
読
み
解
く
源
氏
物
語
』（
笠
間
書
院　

二
〇
一
一
年
三
月
）
は
、
人
物
の
関
係
構
造
の
中

で
の
涙
の
力
学
を
考
察
し
た
。
最
近
で
は
、
吉
村
研
一
「
感
情
表
現
と
し
て
の
『
泣
き
』
に
つ

い
て
」『『
源
氏
物
語
』
を
演
出
す
る
言
葉
』（
勉
誠
出
版　

二
〇
一
八
年
二
月
）
が
、「
泣
き
」

に
よ
る
登
場
人
物
の
演
出
に
関
し
て
論
じ
て
い
る
。

（
6
）　

鼻
に
ま
つ
わ
る
涙
表
現
に
関
し
て
は
、鈴
木
貴
子「『
源
氏
物
語
』の「
鼻
を
か
む
」、「
鼻
声
」、「
鼻

す
す
り
」
―
も
う
一
つ
の
涙
の
表
現
を
め
ぐ
っ
て
―
」（『
源
氏
物
語　

煌
め
く
こ
と
ば
の
世
界
』

（13）

『大鏡』の鼻をかむ語り手たち

原
岡
文
子
・
河
添
房
江
編　

翰
林
書
房　

二
〇
一
四
年
四
月
）。

（
7
）　

陶
山
裕
有
子
「
歴
史
物
語
の
身
体
―
語
り
の
視
線
―
」（『
日
本
文
学
』
第
六
三
巻
第
三
号　

二
〇
一
四
年
三
月
）
は
、「『
大
鏡
』
が
、
政
治
的
敗
者
に
属
す
る
女
性
の
身
体
を
、
文
字
通
り

晒
し
者
に
し
て
語
っ
た
の
に
対
し
、『
栄
花
物
語
』
で
は
、
政
治
的
勝
者
側
の
女
性
の
身
体
は
、

貴
人
の
視
線
を
用
い
る
こ
と
で
、
そ
の
名
声
に
は
瑕
を
つ
け
る
こ
と
な
く
語
り
得
て
い
る
」
と

論
じ
て
い
る
。
木
村
朗
子
『
女
た
ち
の
平
安
宮
廷
―
『
栄
花
物
語
』
に
よ
む
権
力
と
性
―
』（
講

談
社
選
書
メ
チ
エ
五
九
六　

二
〇
一
五
年
三
月
）
は
、
摂
関
政
治
の
最
大
の
関
心
事
が
閨
事
に

あ
っ
た
と
説
く
。

（
8
）　
『
栄
花
物
語
』
の
涙
に
関
し
て
は
、鈴
木
貴
子
「
身
体
の
共
有
と
違
和
―
『
栄
花
物
語
』
の
涙
―
」

（
加
藤
静
子
・
桜
井
宏
徳
編
『
王
朝
歴
史
物
語
史
の
構
想
と
展
望
』
新
典
社　

二
〇
一
五
年
三
月
）。

（
9
）　

花
山
天
皇
の
涙
の
用
例
は
、
以
前
ま
で
と
は
対
照
的
に
嘆
い
て
ば
か
り
い
る
忯
子
を
案
じ
る

場
面
や
、
為
光
の
訴
え
に
忯
子
の
退
出
を
許
可
す
る
場
面
に
も
見
ら
れ
る
。

（
10
）　
『
狭
衣
物
語
』
に
一
例
見
ら
れ
る
「
鼻
声
」
の
用
例
を
除
き
、『
う
つ
ほ
物
語
』、『
枕
草
子
』、『
夜

の
寝
覚
』、『
狭
衣
物
語
』
の
鼻
に
ま
つ
わ
る
涙
の
用
例
は
、「
鼻
を
か
む
」
が
用
い
ら
れ
る
。

 
　

『
枕
草
子
』
は
、
一
家
の
男
主
人
以
外
の
者
が
声
高
に
く
し
ゃ
み
を
す
る
こ
と
を
、「
い
と
に

く
し
」
と
描
く
。「
鼻
ひ
る
」
音
に
対
す
る
『
枕
草
子
』
の
鋭
い
関
心
が
垣
間
見
ら
れ
る
。

 
 

 

鼻
ひ
て
誦
文
す
る
。
お
ほ
か
た
、
人
の
家
の
男
主
な
ら
で
は
高
く
鼻
ひ
た
る
、
い
と
に

く
し
。　

 

　
（
第
二
六
段
―
六
九
）

（
11
） 　

『
源
氏
物
語
』
に
登
場
す
る
鼻
の
用
例
の
多
く
は
、末
摘
花
に
関
連
し
た
場
面
に
用
い
ら
れ
る
。

「
鼻
の
色
」
の
用
例
も
、
三
例
中
二
例
が
末
摘
花
に
描
か
れ
る
。
池
田
節
子
『
紫
式
部
日
記
を
読

み
解
く
│
源
氏
物
語
の
作
者
が
見
た
宮
廷
社
会
│
』（
日
記
で
読
む
日
本
史
六　

倉
本
一
宏
監
修　

　

臨
川
書
店　

二
〇
一
七
年
一
月
）
は
、『
源
氏
物
語
』
に
容
貌
の
意
と
し
て
登
場
す
る
「
鼻
」
に
関

し
て
、「
空
蟬
も
末
摘
花
も
美
し
く
な
い
と
い
う
描
写
」
で
あ
る
と
論
じ
て
い
る
。

（
12
）　

須
磨
の
暴
風
雨
の
絵
画
化
に
関
し
て
は
、
水
野
僚
子
「
描
か
れ
た
須
磨
の
暴
風
雨
」（
三
田
村

雅
子
・
河
添
房
江
編
『
源
氏
物
語
を
い
ま
読
み
解
く
四　

天
変
地
異
と
源
氏
物
語
』
翰
林
書
房

二
〇
一
三
年
六
月
）
に
詳
し
い
。

（
13
）　

三
田
村
雅
子
「
濡
れ
る
身
体
の
宇
治
―
水
の
感
覚
・
水
の
風
景
―
」（『
源
氏
研
究
』
第
二
号

翰
林
書
房　

一
九
九
七
年
四
月
）
は
、「
共
に
濡
れ
、
衣
の
色
を
移
し
合
う
こ
と
で
思
い
を
一

つ
に
し
た
か
の
よ
う
な
薫
の
一
方
的
な
錯
覚
・
幻
想
が
語
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
薫
と
浮
舟

の
宇
治
へ
の
道
行
き
は
、
す
れ
違
い
に
満
ち
た
道
行
き
と
し
て
、
二
人
の
不
吉
な
先
行
き
を
暗

示
し
て
い
る
」
と
指
摘
し
て
い
る
。

（
14
）　

長
年
連
れ
添
っ
た
妻
に
出
家
さ
れ
る
こ
と
を
心
細
く
思
う
世
次
が
、
も
の
悲
し
げ
な
よ
う
す

を
見
せ
る
場
面
も
見
ら
れ
る
。
軽
快
な
語
り
の
中
に
も
、
妻
と
離
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
心
細

さ
が
哀
愁
を
漂
わ
せ
る
の
で
あ
り
、
一
人
の
翁
と
し
て
の
悲
し
み
が
細
や
か
に
映
し
出
さ
れ
る
。

（
15
）　
『
大
鏡
』
の
「
鼻
」
の
語
の
用
例
は
、「
鼻
を
か
む
」
の
他
に
一
例
、
世
次
の
話
に
見
ら
れ
る
。

 
 

 

あ
は
れ
、
翁
ら
が
わ
ら
は
べ
の
さ
や
う
に
は
べ
ら
ま
し
か
ば
、
し
ら
が
髪
を
も
剃
り
、

鼻
を
も
か
き
落
と
し
は
べ
な
ま
し
。 

　
（『
大
鏡
』「
道
隆
」
―
二
七
〇
）

 

長
年
連
れ
添
っ
た
妻
に
限
り
、
夫
を
馬
鹿
に
し
て
世
間
の
笑
い
も
の
に
な
る
よ
う
な
扱
い
を
す

る
も
の
と
し
た
上
で
、
も
し
自
分
の
妻
が
そ
の
よ
う
な
真
似
で
も
し
た
ら
白
髪
を
剃
り
落
し
、

鼻
も
引
っ
掻
き
落
と
し
て
や
ろ
う
と
す
る
。

（
16
）　
『
栄
花
物
語
』
の
女
性
た
ち
の
死
に
関
し
て
は
、
加
藤
静
子
「『
栄
花
物
語
』
の
表
現
性
―
人

の
死
を
め
ぐ
る
叙
述
、
和
漢
の
地
平
―
」（『
王
朝
歴
史
物
語
の
生
成
と
方
法
』
風
間
書
房　

二
〇
〇
三
年
一
一
月
）。

（
17
）　

服
藤
早
苗
「『
栄
花
物
語
』
と
上
東
門
院
彰
子
」（『
平
安
王
朝
社
会
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
―
家
・
王
権
・

性
愛
―
』
歴
史
科
学
叢
書　

校
倉
書
房　

二
〇
〇
五
年
六
月
）
は
、
正
編
の
作
者
と
さ
れ
る
赤

染
衛
門
と
い
う
女
性
の
手
に
な
る
『
栄
花
物
語
』
が
「
個
」
と
し
て
の
女
性
を
発
見
し
、
豊
か

に
表
現
し
て
も
、
決
し
て
あ
り
の
ま
ま
の
女
性
像
を
提
示
し
た
わ
け
で
は
な
い
こ
と
を
説
く
。

（
18
）　

新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
『
栄
花
物
語
』（
一
「
と
り
べ
野
」
―
三
四
九
）
頭
注
に
よ
る
。

（
19
）　
『
大
鏡
』
に
描
か
れ
る
「
涙
を
拭
ふ
」
用
例
は
五
例
の
う
ち
三
例
が
語
り
手
に
描
か
れ
、
本
稿

で
取
り
上
げ
た
（「
時
平
」
―
七
七
）
の
用
例
を
除
き
、「
お
し
拭
ふ
」
と
描
か
れ
る
。『
源
氏
物
語
』

の
涙
を
「
押
し
拭
ふ
」
に
関
し
て
は
、
注
（
5
）
鈴
木
貴
子
に
同
じ
。
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も
見
え
ず
」（（
序
）
―
一
九
）
と
、
世
次
と
重
木
が
し
み
じ
み
と
語
り
合
っ
て
泣
く

よ
う
に
見
え
る
が
、
涙
が
落
ち
る
と
も
見
え
な
い
こ
と
が
描
か
れ
て
い
た
。
だ
が
、

物
語
の
展
開
に
伴
い
、
語
り
手
た
ち
の
鼻
を
か
む
よ
う
す
が
描
か
れ
る
よ
う
に
変
化

し
て
い
く
の
で
あ
る
。
最
初
は
涙
し
な
か
っ
た
も
の
の
、
語
っ
て
い
く
う
ち
に
涙
が

出
て
く
る
と
い
う
涙
の
変
遷
の
効
果
を
狙
っ
た
、
語
り
手
た
ち
の
身
体
表
現
の
あ
り

よ
う
が
読
み
取
ら
れ
よ
う
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、『
大
鏡
』
に
お
け
る
語
り
の
内
容
を
彩
る
語
り
手
た
ち
の
身
体

表
現
は
、
物
語
の
枠
組
み
と
し
て
の
涙
を
巧
み
に
映
し
出
す
上
で
、
効
果
的
な
役
割

を
果
た
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

＊ 

本
文
は
、
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
『
枕
草
子
』、『
源
氏
物
語
』、『
大
鏡
』、『
栄
花
物
語
』（
小
学

館
）
に
よ
る
。

注（
1
）　

益
田
勝
実
「
虚
構
〈
同
時
代
史
〉
の
語
り
手
―
『
大
鏡
』
作
者
の
お
も
か
げ
―
」（『
国
文
学

解
釈
と
教
材
の
研
究
』
第
一
一
巻
第
二
号　

一
九
六
六
年
二
月
）
は
、
百
九
十
歳
と
い
う
世
次

の
年
齢
は
、
摂
関
政
治
の
年
齢
で
あ
っ
た
と
指
摘
す
る
。

（
2
）　

高
橋
亨
「
語
り
の
場
の
表
現
史
と
歴
史
物
語
」（『
王
朝
歴
史
物
語
の
世
界
』
山
中
裕
編　

吉

川
弘
文
館　

一
九
九
一
年
六
月
）。

（
3
）　

福
田
晃
「
世
継
の
伝
統
―
『
大
鏡
』
と
か
か
わ
っ
て
―
」（『
中
世
語
り
物
文
芸
―
そ
の
系
譜

と
展
開
―
』
三
弥
井
選
書
八　

三
弥
生
書
店　

一
九
八
一
年
五
月
）、
森
正
人
「
ヨ
ツ
ギ
の
物

語
化
―
大
鏡
と
そ
の
語
り
手
―
」（『
講
座
日
本
の
伝
承
文
学　

第
四
巻　

散
文
文
学
〈
説
話
〉

の
世
界
』
三
弥
井
書
店　

一
九
九
六
年
七
月
）。

（
4
）　

菊
地
真
「『
大
鏡
』
重
木
攷
―
「
昔
物
語
」
の
意
味
―
」（『
中
古
文
学
』
第
六
六
号　

二
〇
〇
〇
年
一
二
月
）、
桜
井
宏
徳
「
大
宅
世
次
と
そ
の
語
り
―
〈
書
か
れ
た
も
の
〉
と
し
て

の
語
り
と
語
り
手
―
」（『
物
語
文
学
と
し
て
の
大
鏡
』
新
典
社
研
究
叢
書
二
〇
三　

新
典
社　

二
〇
〇
九
年
一
〇
月
）、
稲
垣
智
花
「『
大
鏡
』
の
「
語
り
手
」
―
そ
の
表
現
方
法
―
」（『
源
氏

物
語
と
平
安
文
学
』
第
二
集　

早
稲
田
大
学
大
学
院　

中
古
文
学
研
究
会　

一
九
九
一
年
五

月
）。

（
5
）　
『
源
氏
物
語
』
の
涙
に
関
し
て
、小
林
澄
子
「
古
代
に
お
け
る
『
涙
』
を
め
ぐ
る
動
詞
に
つ
い
て
」

（『
文
芸
研
究
』
第
一
〇
六
号　

一
九
八
四
年
五
月
）
は
、「
涙
こ
ぼ
る
」
が
日
記
や
物
語
に
多
く
、

「
落
つ
る
涙
」
は
和
歌
に
集
中
し
、「
涙
を
流
す
」
は
説
話
や
軍
記
を
中
心
に
用
い
ら
れ
て
い
る

こ
と
を
説
き
、
涙
研
究
の
先
駆
け
と
な
っ
て
い
る
。
神
谷
か
を
る
「
涙
の
イ
メ
ジ
ャ
リ
―
万
葉

集
か
ら
古
今
集
へ
―
」（『
国
語
語
彙
史
の
研
究
』
一
三　

和
泉
書
院　

一
九
九
三
年
七
月
）
は
、

多
面
的
に
涙
と
こ
と
ば
の
連
関
を
説
き
、
鈴
木
宏
子
『
古
今
和
歌
集
表
現
論
』（
笠
間
書
院　

二
〇
〇
〇
年
一
二
月
）
は
和
歌
か
ら
涙
を
位
置
づ
け
、
恋
歌
の
表
現
を
支
え
る
語
彙
と
し
て
挙

げ
る
。

 
　

廬
享
美
「『
源
氏
物
語
』
に
お
け
る
『
涙
』
の
性
差
に
つ
い
て
」（『
日
本
女
子
大
学
大
学
院

文
学
研
究
科
紀
要
』
第
七
号　

二
〇
〇
一
年
三
月
）
は
涙
に
性
差
の
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
、
ツ

ベ
タ
ナ
・
ク
リ
ス
テ
ワ
『
涙
の
詩
学
―
王
朝
文
化
の
詩
的
言
語
―
』（
名
古
屋
大
学
出
版
会　

二
〇
〇
一
年
三
月
）は
、八
代
集
を
通
し
て
涙
の
喩
的
な
役
割
を
明
ら
か
に
す
る
。
中
村
一
夫「
源

氏
物
語
の
『
泣
く
』
表
現
の
諸
相
―
『
の
ご
ふ
』『
は
ら
ふ
』
―
」（『
源
氏
物
語
の
本
文
と
表
現
』

お
う
ふ
う　

二
〇
〇
四
年
一
一
月
）。

 
　

ま
た
、
岩
佐
美
代
子
「
源
氏
物
語
の
涙
―
表
現
の
種
々
相
―
」（『
涙
の
文
化
学
―
人
は
な
ぜ

泣
く
の
か
―
』
今
関
敏
子
編　

青
簡
舎　

二
〇
〇
九
年
二
月
）
は
涙
の
種
々
相
を
取
り
上
げ
る
。

榎
本
正
純
『
涙
の
美
学
―
日
本
の
古
典
と
文
化
へ
の
架
橋
―
』（
新
典
社
新
書
四
六　

二
〇
〇
九

年
一
二
月
）。

 
　

こ
れ
ら
の
先
行
研
究
は
、
涙
の
拡
が
り
と
そ
の
様
態
を
明
ら
か
に
し
、
涙
の
持
つ
豊
か
さ
と

深
さ
を
示
唆
す
る
意
見
を
も
た
ら
し
て
く
れ
た
。
そ
れ
ら
の
成
果
を
受
け
つ
つ
、鈴
木
貴
子
『
涙

か
ら
読
み
解
く
源
氏
物
語
』（
笠
間
書
院　

二
〇
一
一
年
三
月
）
は
、
人
物
の
関
係
構
造
の
中

で
の
涙
の
力
学
を
考
察
し
た
。
最
近
で
は
、
吉
村
研
一
「
感
情
表
現
と
し
て
の
『
泣
き
』
に
つ

い
て
」『『
源
氏
物
語
』
を
演
出
す
る
言
葉
』（
勉
誠
出
版　

二
〇
一
八
年
二
月
）
が
、「
泣
き
」

に
よ
る
登
場
人
物
の
演
出
に
関
し
て
論
じ
て
い
る
。

（
6
）　

鼻
に
ま
つ
わ
る
涙
表
現
に
関
し
て
は
、鈴
木
貴
子「『
源
氏
物
語
』の「
鼻
を
か
む
」、「
鼻
声
」、「
鼻

す
す
り
」
―
も
う
一
つ
の
涙
の
表
現
を
め
ぐ
っ
て
―
」（『
源
氏
物
語　

煌
め
く
こ
と
ば
の
世
界
』

（13）

『大鏡』の鼻をかむ語り手たち

原
岡
文
子
・
河
添
房
江
編　

翰
林
書
房　

二
〇
一
四
年
四
月
）。

（
7
）　

陶
山
裕
有
子
「
歴
史
物
語
の
身
体
―
語
り
の
視
線
―
」（『
日
本
文
学
』
第
六
三
巻
第
三
号　

二
〇
一
四
年
三
月
）
は
、「『
大
鏡
』
が
、
政
治
的
敗
者
に
属
す
る
女
性
の
身
体
を
、
文
字
通
り

晒
し
者
に
し
て
語
っ
た
の
に
対
し
、『
栄
花
物
語
』
で
は
、
政
治
的
勝
者
側
の
女
性
の
身
体
は
、

貴
人
の
視
線
を
用
い
る
こ
と
で
、
そ
の
名
声
に
は
瑕
を
つ
け
る
こ
と
な
く
語
り
得
て
い
る
」
と

論
じ
て
い
る
。
木
村
朗
子
『
女
た
ち
の
平
安
宮
廷
―
『
栄
花
物
語
』
に
よ
む
権
力
と
性
―
』（
講

談
社
選
書
メ
チ
エ
五
九
六　

二
〇
一
五
年
三
月
）
は
、
摂
関
政
治
の
最
大
の
関
心
事
が
閨
事
に

あ
っ
た
と
説
く
。

（
8
）　
『
栄
花
物
語
』
の
涙
に
関
し
て
は
、鈴
木
貴
子
「
身
体
の
共
有
と
違
和
―
『
栄
花
物
語
』
の
涙
―
」

（
加
藤
静
子
・
桜
井
宏
徳
編
『
王
朝
歴
史
物
語
史
の
構
想
と
展
望
』
新
典
社　

二
〇
一
五
年
三
月
）。

（
9
）　

花
山
天
皇
の
涙
の
用
例
は
、
以
前
ま
で
と
は
対
照
的
に
嘆
い
て
ば
か
り
い
る
忯
子
を
案
じ
る

場
面
や
、
為
光
の
訴
え
に
忯
子
の
退
出
を
許
可
す
る
場
面
に
も
見
ら
れ
る
。

（
10
）　
『
狭
衣
物
語
』
に
一
例
見
ら
れ
る
「
鼻
声
」
の
用
例
を
除
き
、『
う
つ
ほ
物
語
』、『
枕
草
子
』、『
夜

の
寝
覚
』、『
狭
衣
物
語
』
の
鼻
に
ま
つ
わ
る
涙
の
用
例
は
、「
鼻
を
か
む
」
が
用
い
ら
れ
る
。

 
　

『
枕
草
子
』
は
、
一
家
の
男
主
人
以
外
の
者
が
声
高
に
く
し
ゃ
み
を
す
る
こ
と
を
、「
い
と
に

く
し
」
と
描
く
。「
鼻
ひ
る
」
音
に
対
す
る
『
枕
草
子
』
の
鋭
い
関
心
が
垣
間
見
ら
れ
る
。

 
 

 

鼻
ひ
て
誦
文
す
る
。
お
ほ
か
た
、
人
の
家
の
男
主
な
ら
で
は
高
く
鼻
ひ
た
る
、
い
と
に

く
し
。　

 

　
（
第
二
六
段
―
六
九
）

（
11
） 　

『
源
氏
物
語
』
に
登
場
す
る
鼻
の
用
例
の
多
く
は
、末
摘
花
に
関
連
し
た
場
面
に
用
い
ら
れ
る
。

「
鼻
の
色
」
の
用
例
も
、
三
例
中
二
例
が
末
摘
花
に
描
か
れ
る
。
池
田
節
子
『
紫
式
部
日
記
を
読

み
解
く
│
源
氏
物
語
の
作
者
が
見
た
宮
廷
社
会
│
』（
日
記
で
読
む
日
本
史
六　

倉
本
一
宏
監
修　

　

臨
川
書
店　

二
〇
一
七
年
一
月
）
は
、『
源
氏
物
語
』
に
容
貌
の
意
と
し
て
登
場
す
る
「
鼻
」
に
関

し
て
、「
空
蟬
も
末
摘
花
も
美
し
く
な
い
と
い
う
描
写
」
で
あ
る
と
論
じ
て
い
る
。

（
12
）　

須
磨
の
暴
風
雨
の
絵
画
化
に
関
し
て
は
、
水
野
僚
子
「
描
か
れ
た
須
磨
の
暴
風
雨
」（
三
田
村

雅
子
・
河
添
房
江
編
『
源
氏
物
語
を
い
ま
読
み
解
く
四　

天
変
地
異
と
源
氏
物
語
』
翰
林
書
房

二
〇
一
三
年
六
月
）
に
詳
し
い
。

（
13
）　

三
田
村
雅
子
「
濡
れ
る
身
体
の
宇
治
―
水
の
感
覚
・
水
の
風
景
―
」（『
源
氏
研
究
』
第
二
号

翰
林
書
房　

一
九
九
七
年
四
月
）
は
、「
共
に
濡
れ
、
衣
の
色
を
移
し
合
う
こ
と
で
思
い
を
一

つ
に
し
た
か
の
よ
う
な
薫
の
一
方
的
な
錯
覚
・
幻
想
が
語
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
薫
と
浮
舟

の
宇
治
へ
の
道
行
き
は
、
す
れ
違
い
に
満
ち
た
道
行
き
と
し
て
、
二
人
の
不
吉
な
先
行
き
を
暗

示
し
て
い
る
」
と
指
摘
し
て
い
る
。

（
14
）　

長
年
連
れ
添
っ
た
妻
に
出
家
さ
れ
る
こ
と
を
心
細
く
思
う
世
次
が
、
も
の
悲
し
げ
な
よ
う
す

を
見
せ
る
場
面
も
見
ら
れ
る
。
軽
快
な
語
り
の
中
に
も
、
妻
と
離
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
心
細

さ
が
哀
愁
を
漂
わ
せ
る
の
で
あ
り
、
一
人
の
翁
と
し
て
の
悲
し
み
が
細
や
か
に
映
し
出
さ
れ
る
。

（
15
）　
『
大
鏡
』
の
「
鼻
」
の
語
の
用
例
は
、「
鼻
を
か
む
」
の
他
に
一
例
、
世
次
の
話
に
見
ら
れ
る
。

 
 

 

あ
は
れ
、
翁
ら
が
わ
ら
は
べ
の
さ
や
う
に
は
べ
ら
ま
し
か
ば
、
し
ら
が
髪
を
も
剃
り
、

鼻
を
も
か
き
落
と
し
は
べ
な
ま
し
。 

　
（『
大
鏡
』「
道
隆
」
―
二
七
〇
）

 

長
年
連
れ
添
っ
た
妻
に
限
り
、
夫
を
馬
鹿
に
し
て
世
間
の
笑
い
も
の
に
な
る
よ
う
な
扱
い
を
す

る
も
の
と
し
た
上
で
、
も
し
自
分
の
妻
が
そ
の
よ
う
な
真
似
で
も
し
た
ら
白
髪
を
剃
り
落
し
、

鼻
も
引
っ
掻
き
落
と
し
て
や
ろ
う
と
す
る
。

（
16
）　
『
栄
花
物
語
』
の
女
性
た
ち
の
死
に
関
し
て
は
、
加
藤
静
子
「『
栄
花
物
語
』
の
表
現
性
―
人

の
死
を
め
ぐ
る
叙
述
、
和
漢
の
地
平
―
」（『
王
朝
歴
史
物
語
の
生
成
と
方
法
』
風
間
書
房　

二
〇
〇
三
年
一
一
月
）。

（
17
）　

服
藤
早
苗
「『
栄
花
物
語
』
と
上
東
門
院
彰
子
」（『
平
安
王
朝
社
会
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
―
家
・
王
権
・

性
愛
―
』
歴
史
科
学
叢
書　

校
倉
書
房　

二
〇
〇
五
年
六
月
）
は
、
正
編
の
作
者
と
さ
れ
る
赤

染
衛
門
と
い
う
女
性
の
手
に
な
る
『
栄
花
物
語
』
が
「
個
」
と
し
て
の
女
性
を
発
見
し
、
豊
か

に
表
現
し
て
も
、
決
し
て
あ
り
の
ま
ま
の
女
性
像
を
提
示
し
た
わ
け
で
は
な
い
こ
と
を
説
く
。

（
18
）　

新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
『
栄
花
物
語
』（
一
「
と
り
べ
野
」
―
三
四
九
）
頭
注
に
よ
る
。

（
19
）　
『
大
鏡
』
に
描
か
れ
る
「
涙
を
拭
ふ
」
用
例
は
五
例
の
う
ち
三
例
が
語
り
手
に
描
か
れ
、
本
稿

で
取
り
上
げ
た
（「
時
平
」
―
七
七
）
の
用
例
を
除
き
、「
お
し
拭
ふ
」
と
描
か
れ
る
。『
源
氏
物
語
』

の
涙
を
「
押
し
拭
ふ
」
に
関
し
て
は
、
注
（
5
）
鈴
木
貴
子
に
同
じ
。
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Narrators who clear the nose by blowing as seen in The Great Mirror: 

in contrast to tears as described in A Tale of Flowering Fortunes

SUZUKI Takako

［Abstract］ This paper, among the physical expressions of the narrators employed in The Great Mirror, 

focuses special attention on such explanations related to tears as “clear the nose by blowing” portrayed in the 

work. The expression “clear the nose by blowing” literally means to blow tears running through the nose ---- a 

graphic physical expression of tears.

 The Great Mirror has within itself such characteristics that by way of focusing attention on tears and 

analyzing them closely, therefore, this paper attempts to shed light on some new aspects of the stories.

 The Tale of Genji, including metaphorical expressions, has about 880 abundant examples associated 

with tears. However, such descriptions related to tears as “nasal voice”, “snivelling”, and “clear the nose by 

blowing” are quite limited. As regards the expression “clear the nose by blowing”, 7 examples can be found 

in The Tale of Genji, whereas in The Great Mirror as many as 3 such examples can be pointed out from about 

44 examples concerned with tears altogether. Besides, what characterizes The Great Mirror is the way in 

which they are drawn as the narrators’ gestures. In this paper I hope to explore the intention hidden behind the 

expressions regarding tears in The Great Mirror by analyzing and comparing, from a wide range of viewpoint, 

with the expression “clear the nose by blowing” in The Tale of Genji.

 Unlike The Great Mirror, in A Tale of Flowering Fortunes, which is contemporary with The Great Mirror, 

both the substantial narrative scenes and the substantial narrators remain rather inconspicuous. In other words, 

the text itself represents the narrative scenes instead. By comparing the description of tears in each work, I 

also hope to elucidate some differences between these two works.
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