
源
氏
物
語
の
倫
理
思
想
O

鼎
物
の
あ
わ
れ
」
を
中
心
と
し
て

重

松

信

弘

 
 
 
 
 
 
 
 
一

 
源
氏
物
語
の
倫
理
思
想
と
し
て
注
目
す
べ
き
も
の
に
は
、
 
「
物
の
あ
わ
れ
」

を
申
心
と
す
る
も
の
と
、
罪
の
意
識
を
中
心
と
す
る
も
の
と
が
あ
る
が
、
こ
こ

で
は
前
者
だ
け
を
考
察
す
る
。
．
平
安
時
代
は
口
答
の
思
想
史
上
か
ら
み
て
、
倫

理
道
徳
の
意
識
は
低
調
で
あ
っ
た
と
せ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
物
語
の
倫
理
思
想

も
低
調
で
あ
る
と
見
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
ば
か
り
で
な
く
、
背
徳
・
不
倫
の

こ
と
を
書
い
た
悪
書
と
す
る
思
想
も
あ
る
。
．
平
安
時
代
末
期
に
は
、
こ
の
物
語

は
好
色
・
虚
妄
の
こ
と
を
書
い
て
人
を
損
ず
る
の
で
、
作
者
紫
式
部
は
地
獄
へ

お
ち
た
と
す
る
説
が
起
っ
た
。
近
世
の
儒
者
に
も
、
好
色
・
虚
誕
の
物
語
で
あ

る
か
ら
、
読
む
べ
き
で
な
い
と
す
る
者
も
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
中
世
に
入

っ
て
か
ら
、
こ
の
物
語
は
人
を
儒
仏
の
道
に
導
く
教
戒
の
書
で
あ
る
と
す
る
説

が
起
り
、
大
い
に
勢
力
を
得
て
近
世
初
期
に
及
ん
だ
が
、
契
沖
や
本
居
宣
長
に

よ
っ
て
こ
の
教
戒
説
は
論
破
せ
ら
れ
た
。
そ
し
て
好
色
不
義
の
書
で
略
教
戒
の

書
で
も
な
く
、
陶
芸
書
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
せ
ら
れ
た
。
宣
長
の
畜
葉
を

借
り
て
い
え
ば
、
こ
の
物
語
は
「
物
の
あ
わ
れ
」
を
書
い
た
も
の
で
あ
る
。

「
物
の
あ
わ
れ
」
を
知
る
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
当
時
の
、
ま
た
こ
の
物
語
の

 
源
氏
物
語
の
倫
理
思
想
，

人
々
の
生
活
珊
想
で
あ
っ
た
。
そ
こ
か
ら
行
為
の
規
範
が
生
れ
、
そ
の
実
践
も

要
請
せ
ら
れ
て
、
 
「
物
の
あ
わ
れ
」
に
根
ざ
す
道
徳
が
生
ま
れ
た
。
 
「
物
の
あ

わ
れ
」
の
意
味
は
後
で
検
討
す
る
が
、
一
口
で
い
え
ば
、
人
間
の
情
感
に
立
つ

も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
倫
理
思
想
は
儒
仏
の
よ
う
な
崇
高
な
道
義
の
理
想
と

か
、
厳
粛
な
義
務
の
観
念
と
か
い
う
よ
う
な
、
理
知
的
・
意
志
的
な
も
の
で
は
な
．

い
。
洗
練
さ
れ
た
情
感
に
基
づ
く
優
に
や
さ
し
い
人
情
主
義
の
倫
瑚
で
あ
る
。

そ
れ
は
倫
理
的
意
義
が
低
い
と
見
る
よ
り
は
、
儒
仏
な
ど
と
は
範
曙
が
違
う
も

の
と
み
る
べ
き
で
あ
る
。
即
ち
「
物
の
あ
わ
れ
」
と
い
う
理
想
か
ら
生
み
出
さ

れ
た
独
自
の
倫
理
で
あ
る
。

 
宣
長
は
こ
の
物
語
は
「
人
の
感
ず
べ
転
と
と
の
限
り
を
さ
ま
ざ
ま
に
書
き
あ

ら
は
し
て
、
あ
は
れ
を
見
せ
た
る
も
の
」
 
（
玉
の
小
櫛
・
以
下
同
じ
）
だ
と
い

う
。
こ
の
「
感
ず
べ
き
こ
と
」
を
大
き
く
分
け
る
と
、
美
的
理
念
と
実
践
的
理

念
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
宣
長
は
前
者
に
つ
い
て

 
お
ほ
や
け
わ
た
く
し
、
お
も
し
ろ
く
め
で
た
く
、
い
か
め
し
き
事
の
か
ぎ
り

 
を
か
き
、
又
春
夏
秋
冬
を
り
を
り
の
、
花
鳥
月
雪
の
た
ぐ
び
を
、
お
か
し
き

 
さ
ま
に
書
あ
ら
は
せ
る
な
ど
、
み
な
こ
れ
人
の
心
を
う
ご
か
し
、
あ
は
れ
を

 
思
は
す
る
物
に
て
、
云
々
。
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と
い
う
。
こ
れ
は
「
あ
わ
れ
」
の
持
つ
美
的
感
動
に
つ
い
て
い
う
も
の
で
あ
っ

て
、
実
践
の
道
の
原
理
で
あ
る
倫
理
思
想
と
、
直
接
的
な
か
か
わ
り
は
な
い
。

後
者
に
つ
い
て
は
、

 
物
語
に
て
、
人
の
心
し
わ
ざ
の
よ
き
あ
し
き
は
、
い
か
な
る
ぞ
と
い
ふ
に
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
コ
コ
ロ

 
大
か
た
物
の
あ
は
れ
を
し
り
、
な
さ
け
湿
て
、
よ
の
中
の
人
の
情
に
か
な
へ

 
る
を
よ
し
と
し
、
物
の
あ
は
れ
を
知
ら
ず
、
な
さ
け
な
く
て
、
よ
の
人
の
こ

 
こ
ろ
に
か
な
は
ざ
る
を
、
わ
う
し
と
は
せ
り
。

と
い
う
。
即
ち
よ
し
あ
し
の
規
準
は
「
物
の
あ
わ
れ
」
を
、
知
る
と
知
ら
ぬ
と

に
あ
る
と
す
る
。
こ
の
「
物
の
あ
わ
れ
」
を
知
る
と
知
ら
ぬ
と
に
よ
っ
て
、
人

々
を
褒
疑
す
る
さ
ま
に
描
い
て
あ
る
。
但
し
物
語
の
よ
し
あ
し
は
「
入
の
心
七

わ
、
ざ
」
に
つ
い
て
い
う
だ
け
で
な
く
、
は
る
か
に
広
い
意
味
を
持
っ
て
い
る
。

例
え
ば
、
官
職
・
位
階
・
貧
富
・
容
姿
・
寿
命
・
健
康
・
衣
服
・
調
度
．
家
居

な
ど
に
つ
い
て
も
「
よ
し
あ
し
」
を
い
う
。
こ
の
よ
う
な
百
般
の
こ
と
に
つ
い

て
広
く
い
う
場
合
は
別
と
し
て
、
 
「
人
の
心
し
わ
ぎ
」
に
限
っ
て
も
、
な
お
そ

れ
は
必
ず
し
も
倫
理
的
意
味
の
善
悪
を
意
味
す
る
も
の
だ
け
で
は
な
い
。

 
も
と
よ
り
「
物
の
あ
わ
れ
」
を
知
る
心
で
は
、
 
「
な
さ
け
有
て
、
よ
の
人
の

情
に
か
な
へ
る
を
」
よ
し
と
す
る
か
ら
、
倫
理
的
善
悪
と
一
致
す
る
こ
と
は
多

い
。
し
か
し
そ
れ
は
人
間
自
然
の
情
に
協
う
こ
と
に
意
義
を
お
く
が
、
倫
理
的

で
あ
る
た
め
に
は
、
こ
の
自
然
の
情
を
制
御
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
も
あ

る
の
で
、
そ
の
よ
う
な
場
合
に
は
両
者
は
背
馳
す
る
。
宣
長
は
源
氏
が
空
蝉
．

朧
月
夜
・
藤
壼
な
ど
に
通
じ
た
の
は
、
 
「
儒
仏
な
ど
の
道
に
て
い
は
む
に
は
、

よ
に
う
へ
も
な
き
、
い
み
じ
き
不
義
悪
行
」
で
あ
る
か
ら
、
他
に
い
か
ほ
ど

よ
い
事
が
あ
っ
て
も
、
 
「
よ
き
人
」
と
は
言
い
が
た
い
は
ず
で
あ
る
が
、
そ
れ

r
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
不
義
悪
行
の
こ
と
は
殆
ど
い
わ
ず
、
た
だ
そ
の
間
の

「
物
の
あ
わ
れ
」
の
深
い
こ
と
を
、
返
す
返
す
書
い
て
、
源
氏
を
「
む
ね
と

 
 
 
 
ホ
ン

よ
き
人
の
本
」
と
し
、
ま
た
不
義
密
通
の
罪
を
犯
し
た
藤
壼
を
、
物
語
で
は
「

よ
き
人
の
た
め
し
」
と
し
て
ほ
め
、
そ
の
よ
う
な
不
義
の
行
い
の
な
い
弘
徽
殿

の
女
御
を
「
い
み
じ
く
あ
し
き
人
」
と
し
て
い
る
の
も
、
 
「
あ
わ
れ
」
を
知
る

の
を
専
ら
よ
い
こ
と
と
す
る
た
め
で
あ
る
と
し
て
、
物
語
の
「
よ
し
あ
し
」
ど
．

儒
仏
の
善
悪
と
の
違
い
を
明
ら
か
に
し
た
。
そ
し
て
物
語
で
も
不
義
を
よ
、
い
と

す
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
に
よ
っ
て
「
物
の
あ
わ
れ
」
を
深
く
す
る
の
だ
と
い

う
。
そ
の
場
合
不
義
の
罪
の
と
が
め
は
、
当
事
者
の
良
心
の
苛
責
と
は
な
っ
て

い
る
が
、
そ
の
苛
責
の
倫
理
的
意
味
は
甚
だ
寛
恕
で
あ
り
、
 
「
物
の
あ
わ
れ
」

の
情
調
が
専
ら
描
か
れ
て
い
る
。

 
源
氏
・
藤
壷
な
ど
の
事
例
を
み
て
も
、
倫
理
的
な
善
悪
よ
り
は
「
物
の
あ
わ

れ
」
 
の
「
よ
し
あ
し
」
を
描
く
こ
と
に
、
重
点
を
お
い
て
い
る
と
は
い
え
る

が
、
し
か
し
両
者
は
無
関
係
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
 
「
物
の
あ
わ
れ
」
に
協

い
さ
え
す
れ
ば
、
 
い
か
な
る
罪
悪
も
許
さ
れ
る
と
い
う
は
ず
の
も
の
で
は
な

い
。
そ
れ
で
は
社
会
の
綱
紀
が
な
く
な
る
。
両
者
の
関
係
に
つ
い
て
、
宣
長
は

直
接
的
に
は
論
じ
て
い
な
い
が
、
そ
の
説
く
所
に
よ
っ
て
“
お
の
ず
か
ら
こ
の

こ
と
の
答
と
な
る
も
の
が
あ
る
。
 
そ
の
第
一
は
、
 
「
物
の
あ
わ
れ
」
を
知
る

心
は
、
本
質
的
に
道
徳
的
で
あ
る
と
説
く
こ
と
で
あ
り
、
第
二
は
、
 
「
物
の
あ

わ
れ
」
を
知
る
心
に
対
し
て
は
、
規
制
を
加
え
ね
ば
な
ら
な
い
と
説
く
こ
と

で
あ
る
。
以
下
こ
の
二
点
に
つ
い
て
、
宣
長
の
説
を
手
が
か
り
と
し
て
、
 
「
物

の
あ
わ
れ
」
の
倫
理
思
想
を
考
察
す
る
。

コ
物
の
あ
わ

れ

L
は 二
入
間
自

然
の
情
感
を

本
質
と

す
る
痩・

黛

そ
の
心
の
発
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動
は
倫
理
的
に
は
善
悪
無
記
で
あ
る
。
 
「
あ
わ
れ
」
の
心
に
立
つ
実
践
に
は
、

倫
理
的
な
場
合
も
あ
れ
ば
、
反
倫
理
的
な
場
合
も
あ
る
。
そ
れ
で
一
人
の
人
間

の
「
あ
わ
れ
」
を
知
る
心
に
よ
る
行
動
も
、
善
悪
さ
ま
ざ
ま
と
な
る
。
契
沖
は

こ
の
こ
と
を
「
此
物
語
に
は
、
一
人
の
上
に
美
悪
相
ま
じ
は
れ
る
事
を
し
る
せ

り
」
と
も
、
「
此
物
語
は
人
々
の
上
に
、
美
悪
事
乱
せ
り
」
 
（
源
注
拾
遺
）
と

も
い
う
。
源
氏
に
つ
い
て
み
て
も
、
藤
豆
と
の
間
に
許
す
べ
か
ら
ぎ
る
不
義
の

行
い
が
あ
り
、
空
回
や
朧
月
夜
と
の
こ
と
も
許
さ
れ
な
い
こ
と
で
あ
る
。
し
か

し
そ
の
反
面
、
周
囲
の
人
々
に
対
し
て
、
温
か
い
思
い
や
り
の
心
が
あ
り
、
醜

女
末
摘
花
の
面
倒
を
見
て
や
る
ほ
ど
、
た
ぐ
い
ま
れ
な
人
間
味
が
あ
る
。
源
氏

が
比
類
の
な
い
偉
大
な
人
物
で
あ
り
・
得
た
原
因
に
は
、
種
姓
の
高
さ
や
、
美

貌
・
才
芸
な
ど
の
先
天
的
要
素
の
外
に
、
 
「
物
の
あ
わ
れ
」
を
知
る
豊
か
な
人

間
味
が
あ
る
。
源
氏
は
美
的
理
念
と
し
て
の
「
あ
わ
れ
」
も
、
実
践
的
理
念
と

し
て
の
「
あ
わ
れ
」
も
、
共
に
よ
く
体
得
し
た
理
想
的
人
物
の
よ
う
に
描
か
れ

て
い
る
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
好
色
・
不
義
の
悪
行
が
あ
る
の
は
、

「
あ
わ
れ
」
の
情
に
流
さ
れ
た
た
め
で
あ
り
、
源
氏
の
「
あ
わ
れ
」
を
知
る
心

は
時
と
場
合
に
よ
っ
て
、
倫
理
的
に
も
、
反
倫
理
的
に
も
動
い
て
い
る
。

 
倫
理
的
と
い
い
反
倫
理
的
と
い
う
の
は
、
社
会
の
規
範
か
ら
意
義
づ
け
る
こ

と
で
あ
っ
て
、
実
践
主
体
の
「
あ
わ
れ
」
の
心
は
か
か
わ
ら
な
い
。
し
か
し
も

し
主
体
の
「
あ
わ
れ
」
を
知
る
心
が
、
つ
ね
に
社
会
の
規
範
に
適
合
す
る
よ
う

な
一
定
の
傾
向
を
と
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
つ
ね
に
倫
理
的
に
動
く
と
い
う
こ
と

に
な
る
。
そ
の
場
・
合
「
あ
わ
れ
」
を
知
る
心
の
本
質
が
情
感
に
あ
る
た
め
、
そ

の
心
の
動
き
は
儒
仏
な
ど
の
よ
う
な
、
知
性
的
・
意
志
的
な
も
の
と
は
ち
が
っ

だ
、
独
自
の
性
格
を
も
つ
も
の
と
な
る
。
 
「
あ
わ
れ
」
を
知
る
心
の
倫
理
的
適

合
に
つ
い
て
、
宣
長
は
次
の
よ
う
に
い
う
。

源
氏
物
語
の
倫
理
思
想

 
儒
仏
の
教
と
は
、
お
も
む
き
か
は
り
て
こ
そ
あ
れ
、
物
の
あ
は
れ
を
し
る
と

 
い
う
こ
と
を
、
お
し
ひ
ろ
め
な
ば
、
身
を
を
さ
め
、
家
を
も
国
を
も
治
む
べ

 
き
道
に
も
わ
た
り
ぬ
べ
き
也
。
人
の
お
や
の
、
子
を
思
ふ
心
し
わ
ざ
を
、
あ

 
は
れ
と
思
ひ
し
ら
ば
、
不
孝
の
子
は
よ
に
あ
る
ま
じ
く
、
民
の
い
た
つ
き
、

 
奴
の
つ
と
め
を
、
あ
は
れ
と
思
ひ
し
ら
む
に
は
、
よ
に
不
仁
の
君
は
あ
る

 
ま
じ
き
を
、
不
仁
な
る
君
不
孝
な
る
子
も
、
よ
に
あ
る
は
、
い
ひ
も
て
ゆ
け

 
ば
、
も
の
の
あ
は
れ
を
し
ら
ね
ば
ぞ
か
し
。

「
あ
わ
れ
」
を
知
る
心
は
、
本
質
的
に
は
優
に
や
さ
し
く
、
暖
か
く
、
緩
や
か

な
、
優
雅
・
寛
恕
の
性
質
が
あ
る
。
こ
の
心
が
そ
の
ま
ま
発
動
す
る
な
ら
ば
、

人
々
を
あ
わ
れ
み
い
た
わ
る
こ
と
と
な
っ
て
、
当
然
倫
理
的
と
な
り
得
る
。
但

し
社
会
の
事
情
は
複
雑
で
あ
り
、
こ
の
主
体
的
善
意
も
客
観
的
に
は
、
社
会
の

慣
習
・
規
範
と
齪
齪
し
、
衝
突
す
る
事
も
あ
る
。
源
氏
の
不
義
も
そ
の
た
め
生

じ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
外
部
の
慣
習
・
規
範
に
よ
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
「
あ
わ

れ
」
知
る
心
そ
の
も
の
は
、
本
来
は
非
社
会
的
で
は
な
く
、
む
し
ろ
人
倫
相
睦

み
合
う
和
合
的
性
質
を
持
っ
て
い
る
。
も
と
よ
り
複
雑
な
現
世
の
こ
と
に
処
し

て
、
「
あ
わ
れ
」
を
知
る
主
観
的
な
心
の
は
た
ら
き
だ
け
で
、
事
足
る
も
の
で
は

な
い
が
、
少
く
と
も
そ
の
心
は
人
間
の
行
為
を
倫
理
的
た
ら
し
め
る
一
つ
の
力

と
な
り
得
る
。
但
し
そ
れ
は
あ
く
ま
で
主
観
的
な
感
情
に
お
け
る
善
美
で
あ
っ
'

て
、
具
体
的
な
実
践
に
お
い
て
、
そ
れ
に
よ
っ
て
客
観
的
善
美
が
実
現
せ
ら
れ

る
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
に
し
て
も
、
も
し
こ
の
物
語
に
お
い
て
、
倫
理
的
に

注
目
す
べ
き
も
の
を
求
め
る
な
ら
ば
、
こ
の
「
あ
わ
れ
」
の
本
質
に
根
ぎ
す
、

人
情
主
義
の
道
徳
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 
万
葉
集
の
時
代
に
は
、
質
実
剛
健
な
思
想
が
力
を
得
て
い
た
。
こ
の
傾
向
は

平
安
初
期
ま
で
も
続
い
て
い
た
が
、
中
期
に
な
る
と
、
大
き
く
変
っ
て
、
寛
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容
・
和
順
・
仁
慈
の
徳
が
尊
ば
れ
た
。
そ
の
こ
と
は
こ
の
物
語
に
よ
く
表
わ
れ

て
い
る
。
源
氏
は
末
摘
花
の
容
姿
が
醜
い
だ
け
で
な
く
、
挙
措
．
教
養
も
古
め

か
し
い
の
で
、
愛
情
を
感
じ
な
い
が
、
も
し
自
分
が
見
捨
て
た
ら
、
こ
の
よ
う

な
女
に
は
誰
も
見
向
か
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
た
め
故
父
親
王
が
自
分
に
引
合

せ
た
の
で
あ
ろ
う
と
思
っ
て
、
見
捨
て
ず
面
倒
を
み
る
が
、
こ
れ
は
実
に
仁
慈

の
直
下
愛
に
徹
し
た
心
で
あ
る
。
ま
た
花
筏
里
や
空
蝉
な
ど
を
最
後
ま
で
世
話

し
た
の
も
、
恋
情
で
は
な
く
て
、
温
い
人
間
愛
に
よ
る
。
こ
の
源
氏
の
温
い
「

あ
わ
れ
」
を
知
る
心
は
、
紫
式
部
が
源
氏
に
寄
せ
た
、
ま
た
当
時
の
女
．
性
一
般

が
男
性
に
求
め
た
、
理
想
性
で
あ
ろ
う
。
ま
た
源
氏
は
己
を
苦
し
め
た
弘
徽
殿

の
女
御
が
、
晩
年
失
意
の
中
に
あ
る
の
を
温
か
く
待
遇
し
て
、
仇
に
報
い
る
に

恩
を
以
て
し
た
。
ま
た
自
己
の
正
妻
女
三
宮
に
通
じ
て
、
薫
を
生
ま
せ
た
柏
木

を
、
膿
み
な
が
ら
も
そ
の
死
を
悼
み
、
死
後
こ
と
に
触
れ
て
温
か
く
思
い
や
っ

て
い
る
。
前
の
正
妻
葵
ヒ
の
母
大
宮
に
対
し
て
も
、
大
宮
の
実
子
頭
中
将
よ
り

も
よ
り
こ
ま
や
か
に
心
を
配
っ
て
い
た
わ
り
、
そ
の
死
後
も
渇
望
将
以
ヒ
に
、

心
を
つ
く
し
て
弔
っ
て
い
る
。
源
氏
の
偉
大
さ
の
最
も
重
要
な
点
が
、
こ
の
よ

う
な
「
あ
わ
れ
」
を
知
る
心
で
築
か
れ
て
い
る
。

 
こ
の
心
こ
ま
や
か
な
情
愛
は
、
薫
に
お
い
て
も
著
し
い
も
の
が
あ
る
。
八
宮

一
家
の
人
々
に
注
い
だ
温
か
い
思
い
や
り
は
、
終
始
変
ら
ず
、
更
に
愛
人
浮
舟

に
通
じ
た
匂
宮
に
対
し
て
さ
え
、
憤
怒
・
憎
悪
の
念
を
懐
か
ず
、
却
っ
て
浮
掲

と
結
ば
れ
て
も
、
ふ
さ
わ
し
い
な
ど
と
同
情
し
て
い
る
。
無
名
草
子
で
は
源
氏

に
あ
る
主
我
的
な
面
を
非
難
し
た
が
、
薫
に
対
し
て
は
「
初
よ
り
終
り
ま
で
、

さ
ら
で
も
と
思
ふ
ふ
し
一
つ
見
え
ず
。
返
す
返
す
め
で
た
き
暇
な
ん
め
り
。
云

々
。
す
べ
て
物
語
の
申
に
も
、
ま
し
て
う
つ
つ
の
人
の
中
に
も
、
昔
も
今
も
か

ば
か
り
の
人
は
あ
り
が
た
く
こ
そ
」
と
激
賞
し
て
い
る
。
草
子
の
作
者
は
心
の

や
さ
し
い
女
性
と
思
わ
れ
る
の
で
、
薫
の
「
物
の
あ
わ
れ
」
に
徹
し
た
心
の
や

さ
し
さ
、
温
か
さ
に
、
深
く
同
感
し
て
賞
讃
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

 
し
か
し
ま
た
全
般
的
に
み
れ
ば
、
こ
の
や
さ
し
く
、
温
か
く
、
こ
ま
や
か
な

心
情
は
、
男
性
よ
り
も
む
し
ろ
女
性
の
方
が
勝
っ
て
い
る
。
男
性
に
は
右
大

臣
・
頭
中
将
・
髭
黒
な
ど
の
や
う
な
、
心
の
こ
ま
や
か
で
な
い
人
も
少
く
な
い

が
、
女
性
に
は
弘
玉
殿
女
御
の
外
に
は
、
そ
の
よ
う
な
人
は
な
い
。
紫
ヒ
・
藤

壼
・
明
石
長
・
花
散
里
・
空
蝉
・
朝
顔
な
ど
の
正
篇
の
主
要
な
女
性
も
、
宇
治

十
帖
の
大
君
・
申
君
も
「
物
の
あ
わ
れ
」
を
知
る
女
と
し
て
造
型
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
物
語
の
よ
き
男
女
が
表
わ
す
寛
恕
・
温
潤
・
愛
憐
・
仁
慈
な
ど
の
よ
う
な

温
か
く
・
や
さ
し
く
・
心
こ
ま
や
か
な
倫
理
思
想
は
、
ま
さ
し
く
「
あ
わ
れ
」

を
知
る
心
情
に
よ
っ
て
、
培
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
 
「
あ
わ
れ
」
を
知
る
心
情

は
、
往
々
に
し
て
過
誤
を
犯
し
、
人
々
を
し
て
背
徳
不
義
の
行
為
に
も
陥
ら
し

め
る
が
、
そ
れ
と
共
に
、
日
本
の
道
徳
史
上
、
た
ぐ
い
の
な
い
独
自
の
道
徳
を

培
っ
た
の
で
あ
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
三

 
「
あ
わ
れ
」
の
本
質
は
心
の
感
動
で
あ
る
か
ら
、
さ
ま
ざ
ま
な
機
縁
に
触
れ

て
さ
ま
ぎ
ま
に
動
く
が
、
そ
れ
自
身
の
力
で
そ
れ
を
規
制
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
。
そ
れ
は
自
然
発
動
的
で
あ
る
か
ら
、
社
会
の
慣
習
・
規
範
か
ら
、
規
制
せ

ね
ば
な
ら
な
い
場
合
も
あ
り
、
ま
た
「
あ
わ
れ
」
の
一
面
で
あ
る
優
雅
な
美
的

情
趣
か
ら
も
、
規
制
せ
ら
れ
る
べ
き
場
合
も
あ
る
。
し
か
し
「
あ
わ
れ
」
は
こ

の
よ
う
な
規
制
に
か
か
わ
ら
な
い
で
、
動
く
こ
と
も
少
く
な
い
。
宣
長
は
こ
の

よ
う
な
「
あ
わ
れ
」
を
、
真
の
「
あ
わ
れ
」
と
は
い
え
な
い
と
い
う
。
そ
し
て

そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
、
e
「
あ
わ
れ
」
を
知
り
す
ぐ
し
て
、
そ
れ
を
軽
々
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し
く
、
は
し
た
な
く
表
わ
す
も
の
と
、
口
「
あ
わ
れ
」
に
強
く
引
か
れ
て
、
そ

れ
に
囚
わ
れ
る
も
の
と
が
あ
る
と
し
た
。
e
は
雨
夜
の
品
定
の
、
木
枯
の
女
の

よ
う
な
振
舞
を
い
う
。
そ
れ
は
「
物
の
あ
わ
れ
」
を
知
り
す
ぐ
し
て
、
「
物
の
あ

は
れ
し
り
が
ほ
っ
く
り
」
人
に
見
せ
よ
う
と
す
る
も
の
で
、
け
し
き
だ
っ
、
よ

し
ば
む
、
な
さ
け
だ
っ
な
ど
と
い
う
た
ぐ
い
で
あ
る
。
．
口
は
朧
月
夜
の
よ
う
に

た
易
く
人
の
愛
情
に
靡
く
、
あ
だ
な
る
さ
ま
な
の
を
い
う
。
e
の
場
合
は
「
あ

わ
れ
」
を
知
る
心
の
表
わ
し
方
が
は
し
た
な
い
の
で
あ
っ
て
、
表
現
の
面
か
ら

 
み
た
も
の
、
口
の
場
合
は
「
あ
わ
れ
」
に
囚
わ
れ
て
靡
き
や
す
い
の
で
、
心
の

持
ち
方
か
ら
み
た
も
の
で
あ
る
。
共
に
「
あ
わ
れ
」
を
知
り
す
ぐ
し
て
、
心
が

'
軽
々
し
く
動
く
の
で
あ
っ
て
、
両
者
は
根
本
的
に
は
同
じ
で
あ
る
。
宣
長
は
こ

 
の
よ
う
に
心
が
軽
々
し
く
動
く
の
は
「
ま
こ
と
は
も
の
の
あ
は
れ
」
を
知
ら
な

い
の
だ
と
い
う
。
こ
の
人
か
の
人
に
心
を
移
す
の
は
、
そ
の
い
ず
れ
を
も
「
あ

わ
れ
」
と
思
わ
な
い
の
で
あ
っ
て
、
「
も
し
一
入
を
あ
は
れ
と
思
は
ば
、
こ
と
人

に
心
う
つ
す
べ
き
に
は
あ
ら
ず
」
と
い
っ
て
、
朧
月
夜
な
ど
を
産
す
。
し
か
し

多
く
の
女
に
心
・
を
移
し
た
源
氏
に
対
し
て
は
、
「
あ
わ
れ
」
を
す
ぐ
し
が
た
い
た

め
で
あ
っ
て
、
あ
だ
で
は
な
い
と
弁
護
し
て
い
る
。
多
く
の
女
に
通
じ
た
源
氏

 
 
 
ゆ

は
、
あ
だ
で
は
な
く
、
二
人
前
男
に
通
じ
た
朧
月
夜
は
、
あ
だ
で
あ
る
と
い
う

こ
と
は
、
人
々
を
十
分
納
得
さ
す
こ
と
は
で
き
ま
い
。
源
氏
に
も
時
に
は
あ
だ

な
る
心
が
あ
っ
た
と
、
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

 
宣
長
は
あ
だ
な
る
「
あ
わ
れ
」
と
、
ま
こ
と
の
「
あ
わ
れ
」
と
を
区
別
し
、

前
者
は
浮
薄
な
心
、
後
者
は
真
実
の
心
と
す
る
が
、
こ
の
区
分
は
倫
理
的
立
場

か
ら
な
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
。
源
氏
の
「
あ
わ
れ
」
が
深
い
心
の
真
実
を
表

わ
す
と
し
て
も
、
 
そ
れ
が
倫
理
的
に
は
不
倫
・
不
義
と
も
な
っ
て
い
る
。
宣

長
の
区
分
は
文
芸
的
に
深
い
「
あ
わ
れ
」
が
あ
る
も
の
と
、
な
い
も
の
と
を
、

 
源
氏
物
語
の
倫
理
思
想

区
別
す
る
も
の
で
あ
る
。
倫
理
的
立
場
か
ら
は
あ
だ
な
る
「
あ
わ
れ
」
は
勿
論

 
の
こ
と
、
真
実
の
「
あ
わ
れ
」
で
も
規
制
せ
ね
ば
な
ら
な
い
場
合
が
あ
る
。
宣

長
は
「
あ
わ
れ
」
知
る
心
は
あ
だ
な
る
方
に
流
れ
や
す
い
か
ら
、
 
「
心
に
深
く

思
ひ
し
り
て
、
 
そ
の
よ
き
ほ
ど
を
思
ひ
め
ぐ
ら
し
て
、
顕
は
し
ふ
る
ま
ふ
べ

き
」
で
あ
る
と
い
う
。
こ
れ
は
「
あ
わ
れ
」
を
知
る
心
の
動
き
だ
け
に
は
、
任

し
て
お
け
な
い
も
の
で
あ
り
、
 
「
よ
き
ほ
ど
に
思
ひ
め
ぐ
ら
し
て
」
と
い
う

よ
う
に
、
知
性
の
は
た
ら
き
で
規
制
ぜ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
い
う
も
の
で

あ
る
。

 
宣
長
は
「
あ
わ
れ
」
に
流
さ
れ
な
い
女
と
し
・
て
、
空
蝉
と
朝
顔
と
を
あ
げ
て
、

そ
の
深
い
思
い
を
ほ
め
て
い
る
（
こ
の
立
場
か
ら
は
宇
治
の
大
君
も
ほ
め
る

べ
き
人
と
な
る
）
。
朝
顔
に
つ
い
て
は
、
「
物
の
あ
は
れ
を
よ
く
し
り
て
、
よ
き
ほ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ホ
ン

ど
に
も
て
な
し
て
、
や
み
給
ひ
し
人
に
て
、
ま
こ
と
に
有
り
が
た
く
、
女
の
本

と
す
べ
き
人
に
ぞ
お
は
し
け
る
」
と
ほ
め
る
。
朝
顔
が
「
あ
わ
れ
」
知
る
心
を

'
制
し
て
源
氏
に
靡
か
な
か
っ
た
の
は
、
賢
い
思
慮
と
、
強
い
意
志
と
に
よ
る
。

鎌
倉
時
代
初
期
に
出
た
無
名
草
子
で
は
、
朝
顔
を
「
心
強
き
人
」
と
い
う
が
、

そ
れ
は
朝
顔
が
心
強
く
源
氏
の
求
婚
を
拒
否
し
て
、
 
「
あ
わ
れ
」
の
思
い
を
絶

 
つ
た
こ
と
を
い
う
。
宣
長
が
朝
顔
を
ほ
め
る
の
は
、
 
「
あ
わ
れ
」
の
心
を
賢
い

，
思
慮
と
、
強
い
意
志
と
で
抑
制
し
た
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
賢
さ
強
さ
を

ほ
め
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
れ
を
「
あ
わ
れ
」
知
る
心
が
深
い
と
し
て
ほ
め
る
の

は
、
見
当
違
い
で
あ
る
。
 
「
あ
わ
れ
」
を
知
る
心
の
深
さ
豊
か
さ
で
は
藤
壼
・

紫
上
。
明
石
上
・
宇
治
の
大
君
な
ど
が
、
朝
顔
に
ま
さ
る
と
も
劣
ら
な
い
で
あ

ろ
う
。
 
「
あ
わ
れ
」
の
実
践
的
意
義
を
完
成
さ
す
も
の
は
、
 
「
あ
わ
れ
」
の
深

さ
、
豊
か
さ
で
は
な
く
て
、
，
そ
れ
を
規
制
す
る
知
性
と
意
志
と
の
力
で
あ
る
。

そ
れ
が
欠
け
る
時
に
は
、
木
枯
の
女
や
朧
月
夜
の
よ
ヶ
に
あ
だ
に
な
る
だ
け
で
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な
く
、
源
氏
や
柏
木
の
よ
う
に
破
倫
の
過
誤
を
犯
す
こ
と
と
も
な
る
。

 
こ
の
物
語
で
は
、
法
師
は
「
物
の
あ
わ
れ
」
を
知
ら
ぬ
と
い
う
。
こ
の
こ
と

に
つ
い
て
、
宣
長
は
仏
の
道
は
困
難
な
の
で
、
心
弱
く
物
の
あ
わ
れ
を
知
っ
て

は
行
い
に
く
い
の
で
、
「
し
い
て
心
づ
よ
く
、
あ
わ
れ
し
ら
ぬ
も
の
に
な
り
て
」

行
う
た
め
で
あ
る
と
い
い
、
更
に
そ
れ
も
人
々
が
長
夜
の
闇
に
惑
う
の
を
悲
し

ん
で
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
 
「
其
道
よ
り
い
へ
ば
、
ま
こ
と
は
物
の
あ
は
れ
を

深
く
し
れ
る
也
。
儒
の
を
し
へ
な
ど
も
そ
の
心
ば
へ
は
同
じ
こ
と
そ
か
し
」
と

も
い
う
。
仏
の
道
は
深
く
人
の
「
あ
わ
れ
」
を
知
り
な
が
ら
、
そ
れ
を
否
定
す

る
が
、
そ
の
否
定
は
深
い
知
識
と
強
い
意
志
と
に
よ
る
。
 
「
物
の
あ
わ
れ
」
の

実
践
的
意
義
を
完
成
さ
す
場
合
も
、
そ
の
原
理
は
そ
れ
と
変
ら
な
い
。
仏
の
道

ほ
ど
強
く
人
倫
の
自
然
を
否
定
し
な
い
に
し
て
も
、
そ
れ
に
似
た
苦
渋
一
知
性

や
意
志
に
よ
る
あ
わ
れ
の
思
い
を
否
定
す
る
苦
渋
1
を
心
に
味
わ
わ
ね
ば
な
ら

な
い
。
朝
顔
も
空
蝉
も
大
君
も
こ
の
苦
渋
を
味
わ
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
「
あ
わ

れ
」
の
情
感
と
は
異
質
的
な
も
の
に
よ
る
「
あ
わ
れ
」
の
圧
殺
で
あ
る
。
宣
長

の
よ
う
に
「
あ
わ
れ
」
だ
け
を
見
詰
め
て
、
よ
き
ほ
ど
に
思
い
め
ぐ
ら
す
な
ど

と
い
う
だ
け
で
は
、
考
察
が
精
し
く
な
い
。

 
知
性
と
意
志
と
の
規
制
に
よ
っ
て
成
就
す
る
「
あ
わ
れ
」
の
実
践
は
、
倫
理

的
意
味
だ
け
の
も
の
で
は
な
い
。
 
倫
理
を
超
越
し
、
 
倫
理
と
範
疇
を
異
に
す

る
生
き
て
行
く
道
の
あ
り
方
に
関
す
る
場
合
が
あ
る
。
前
者
は
空
蝉
に
お
い

て
、
後
者
は
朝
顔
に
お
い
て
、
そ
の
適
例
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
空
蝉
が
源

氏
の
愛
情
に
靡
か
な
か
っ
た
の
は
、
自
己
の
容
姿
・
年
齢
・
身
の
上
な
ど
を
思

う
賢
い
思
慮
に
よ
る
が
、
そ
の
思
慮
の
中
で
は
、
夫
の
あ
る
身
と
い
う
身
の
上

の
こ
と
が
、
決
定
的
要
素
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
明
ら
か
に
倫
理
論
意
昧
を

考
え
る
知
性
に
よ
っ
て
、
 
「
あ
わ
れ
」
を
規
制
し
た
の
で
あ
る
。
朝
顔
の
場
合

は
事
情
が
違
う
。
未
婚
で
あ
り
、
源
氏
の
愛
情
を
受
入
れ
る
上
で
、
空
蝉
の
よ

う
な
倫
理
的
障
害
は
な
い
。
源
氏
の
愛
情
を
拒
否
し
た
の
は
、
源
氏
の
多
情
を

知
り
、
六
条
御
息
所
の
苦
悩
を
現
前
に
み
て
、
源
氏
に
靡
い
た
後
の
悩
み
や
、

人
笑
わ
れ
の
恐
れ
な
ど
を
思
っ
た
た
め
で
あ
る
。
そ
れ
は
倫
理
的
意
味
で
は
な

く
て
、
 
わ
が
身
の
あ
り
方
、
 
生
存
の
方
途
と
も
い
う
べ
き
問
題
の
た
め
で
あ

る
。
「
あ
わ
れ
」
の
心
に
流
さ
れ
て
、
悩
み
の
多
い
身
の
上
と
な
る
こ
と
を
嫌

い
、
安
ら
か
な
道
を
選
ん
だ
賢
い
女
と
は
い
え
る
が
、
宣
長
の
い
う
よ
う
な
、

深
く
「
物
の
あ
わ
れ
」
を
知
る
女
の
手
本
と
す
べ
き
女
で
は
な
い
。
ま
た
細
流

抄
の
い
う
よ
う
な
「
貞
女
の
お
も
む
き
」
 
（
葵
）
 
「
貞
心
あ
る
由
」
 
「
真
実
の

貞
女
」
 
「
貞
節
な
る
心
」
 
（
朝
顔
）
な
ど
と
倫
理
的
に
賞
讃
す
る
の
も
筋
違
い

で
あ
る
。
朝
顔
の
よ
う
な
女
を
描
い
た
の
は
、
作
者
が
さ
ま
ざ
ま
な
境
遇
・
個

性
の
女
を
描
く
に
当
っ
て
、
恋
愛
の
「
あ
わ
れ
」
を
知
り
、
そ
れ
を
受
入
れ
て

も
よ
い
立
場
に
あ
り
な
が
ら
、
そ
れ
を
拒
否
し
た
特
異
な
女
人
像
を
描
い
て
、

特
異
な
「
あ
わ
れ
」
を
創
り
出
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
人
間
像
の
特
質
は
深

く
「
あ
わ
れ
」
を
尽
く
す
と
い
う
よ
り
も
、
 
「
あ
わ
れ
」
に
流
さ
れ
な
い
で
、

安
ら
か
な
自
己
の
道
を
選
ん
だ
、
賢
い
女
と
い
う
点
に
あ
る
で
あ
ろ
う
。

 
自
己
の
生
き
る
道
の
た
め
「
あ
わ
れ
」
を
抑
制
し
た
点
で
は
、
宇
治
の
大
君

も
朝
顔
と
同
じ
で
あ
る
。
ま
た
頸
上
が
そ
の
晩
年
、
出
家
を
望
ん
だ
心
も
同
じ

で
あ
る
。
た
だ
浮
舟
の
場
合
は
少
し
他
と
違
っ
て
、
や
や
複
雑
で
あ
る
。
薫
に

か
く
ま
わ
れ
な
が
ら
、
匂
宮
に
も
愛
情
を
懐
い
た
時
期
は
、
 
「
あ
わ
れ
」
に
流

さ
れ
て
あ
だ
め
い
て
お
り
、
朧
月
夜
に
も
似
て
い
る
。
・
自
殺
を
図
っ
て
助
け
ら

れ
、
出
家
し
た
後
の
心
で
は
、
匂
宮
を
「
あ
わ
れ
」
と
思
っ
た
心
に
対
す
る
罪

の
意
識
が
強
く
て
、
倫
理
的
な
自
責
・
反
省
の
心
が
み
ら
れ
る
。
藤
野
と
女
三

宮
と
が
出
家
し
た
の
は
、
 
「
あ
わ
れ
」
に
流
さ
れ
て
密
通
の
罪
を
犯
し
た
た
め
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で
あ
る
か
ら
、
当
然
倫
理
的
反
省
が
あ
る
べ
き
は
ず
で
あ
る
。
物
語
の
表
面
で

は
、
藤
壷
は
秘
密
の
発
覚
を
恐
れ
る
心
が
強
く
、
女
三
宮
は
源
氏
を
恐
れ
る
思
い

が
強
く
て
、
そ
の
出
家
の
動
機
に
倫
理
的
反
省
は
殆
ど
出
て
い
な
い
。
し
か
し

強
く
恐
れ
る
こ
と
自
体
が
、
破
倫
に
対
す
る
負
目
の
た
め
で
あ
る
か
ら
、
心
の

中
に
は
、
強
い
倫
理
的
自
責
の
念
が
あ
る
と
み
て
よ
い
。
も
し
そ
れ
が
な
い
と

す
る
な
ら
ば
、
出
家
し
た
こ
と
が
便
宜
的
な
も
の
と
な
っ
て
、
精
神
的
意
味
が

な
く
な
り
、
出
家
の
意
義
を
黒
身
す
る
ば
か
り
で
な
く
、
仏
の
道
を
冒
漬
す
る

こ
と
と
も
な
る
が
、
紫
式
部
に
そ
の
よ
う
な
心
が
あ
る
と
は
思
え
な
い
。
「
あ

わ
れ
」
の
心
が
倫
理
的
意
味
で
強
く
規
制
せ
ら
れ
た
の
は
、
前
の
空
蝉
の
場
合

と
、
密
通
し
て
出
家
し
た
藤
壷
・
女
三
宮
・
浮
舟
の
場
合
と
で
あ
る
。
こ
れ
に

対
し
て
、
朝
顔
の
「
あ
わ
れ
」
の
抑
制
に
は
、
倫
理
的
意
味
は
な
く
、
紫
上
の

出
家
の
希
望
に
も
、
そ
れ
は
な
い
が
、
大
君
に
は
父
の
遺
言
に
背
く
ま
い
と
す

る
思
い
も
あ
る
の
で
、
倫
理
的
意
味
も
含
ま
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
「
あ
わ

れ
」
規
制
の
心
は
、
人
情
の
自
然
に
背
く
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
い
ず
れ
の
場
合

も
苦
悩
が
伴
い
、
深
い
「
あ
わ
れ
」
が
創
出
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
人
間
自
然

の
性
情
を
喜
び
、
事
物
の
善
美
を
喜
ぶ
「
あ
わ
れ
」
と
は
ち
が
っ
て
、
自
然
の

情
を
圧
殺
す
る
苦
渋
・
悲
哀
の
「
あ
わ
れ
」
で
あ
る
。

四

 
「
物
の
あ
わ
れ
」
に
立
つ
倫
理
と
し
て
、
二
種
類
を
考
察
し
た
が
、
次
に
具

体
的
な
倫
理
的
事
例
の
主
要
な
も
の
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
そ
れ
は
主
従
の
間

に
み
ら
れ
る
も
の
と
、
親
子
の
問
に
み
ら
れ
る
も
の
と
で
あ
る
。
先
ず
前
者
で

あ
る
が
、
 
こ
れ
は
従
者
・
乳
母
・
侍
女
な
ど
の
、
 
主
人
に
対
す
る
倫
理
で
あ

る
。
源
氏
の
従
者
翼
々
は
源
氏
に
対
し
て
、
よ
く
気
を
配
っ
て
忠
実
に
奉
仕
す

源
氏
物
語
の
倫
理
思
想

る
が
、
そ
れ
よ
り
も
五
言
を
育
て
た
乳
母
一
家
の
忠
誠
に
は
、
注
目
す
べ
き
も

の
が
あ
る
。

 
母
夕
顔
が
失
踪
し
た
後
、
そ
の
子
玉
髭
は
乳
母
が
養
育
す
る
が
、
そ
の
夫
が

太
宰
の
小
武
と
な
っ
た
の
で
、
玉
書
四
才
の
時
連
れ
て
九
州
に
赴
任
す
る
。
小

試
は
い
ず
れ
は
京
へ
h
っ
て
、
父
頭
中
将
に
引
合
わ
す
考
え
で
、
大
切
に
養
育

す
る
。
六
年
の
任
を
終
え
て
、
玉
量
十
才
の
時
帰
京
し
よ
う
と
し
て
重
病
に
か

か
り
、
三
人
の
男
子
に
「
た
だ
こ
の
姫
君
、
京
に
み
て
奉
る
べ
き
こ
と
を
思

へ
。
わ
が
身
の
孝
を
ば
な
思
ひ
そ
」
と
遺
言
し
て
死
ぬ
る
。
男
女
の
子
供
た
ち

は
急
い
で
帰
京
で
き
な
い
事
情
が
あ
っ
て
、
そ
の
後
滞
留
が
十
年
に
も
な
り
、

そ
の
間
に
男
は
妻
子
を
持
ち
、
女
は
夫
を
持
つ
。
 
玉
鷺
が
二
十
才
に
な
っ
て

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
げ
ん

も
、
な
お
上
京
し
か
ね
て
い
る
と
、
土
地
の
豪
族
大
夫
の
監
な
る
無
骨
・
粗
雑

な
田
舎
者
が
、
力
を
笠
に
着
て
強
く
玉
量
を
要
求
す
る
。
二
人
の
弟
は
監
に
語

ら
い
取
ら
れ
、
遺
言
を
守
ろ
う
と
す
る
乳
母
と
長
男
の
豊
後
介
は
心
を
痛
め
、
．

女
た
ち
は
泣
き
悲
し
む
。
豊
後
介
は
玉
藻
が
ひ
ど
く
心
痛
し
て
い
る
の
が
、
心

苦
し
く
、
「
生
き
た
ら
じ
と
思
ひ
沈
み
給
へ
る
、
こ
と
わ
り
と
浮
け
れ
ば
、
い

み
じ
き
こ
と
を
思
ひ
構
へ
て
」
、
監
の
留
守
を
見
計
ら
っ
て
、
乳
母
や
妹
と
心

を
合
せ
て
、
夜
逃
げ
を
す
る
。
に
わ
か
に
ひ
そ
か
に
事
を
運
ん
だ
の
で
、
豊
後

介
は
妻
子
を
捨
て
、
妹
た
ち
も
年
頃
連
れ
そ
う
た
夫
を
捨
て
て
出
る
。
船
の
上

で
豊
後
介
は
、
心
の
利
い
た
従
者
は
引
連
れ
て
来
た
の
で
、
後
に
残
っ
た
妻
子

が
、
監
に
悪
く
ま
れ
て
、
ひ
ど
い
目
に
会
わ
さ
れ
は
し
な
い
か
と
心
配
し
、
無

分
別
な
こ
と
を
し
た
と
思
っ
て
泣
く
。
妹
の
兵
衛
も
夫
に
背
い
て
急
に
逃
げ
出

し
た
の
で
、
そ
の
こ
と
が
気
に
な
っ
て
物
思
い
に
ふ
け
る
。
そ
し
て

 
帰
る
か
た
と
て
も
 
（
京
の
こ
と
）
、
そ
の
所
と
い
き
つ
く
べ
き
古
里
も
な

 
し
。
知
れ
る
人
と
、
 
い
ひ
よ
る
べ
き
頼
も
し
き
人
も
覚
え
ず
。
た
だ
一
所
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（
玉
覧
）
の
御
た
め
に
よ
り
、
こ
こ
ら
の
年
月
（
十
六
年
に
な
る
）
住
み
な

 
れ
つ
る
世
界
を
は
な
れ
て
、
浮
べ
る
波
風
に
た
だ
よ
ひ
て
、
思
ひ
め
ぐ
ら
す

 
か
た
な
し
（
黒
髭
）
。

と
心
を
痛
め
る
の
で
あ
る
。
思
う
に
事
の
始
め
、
父
の
南
武
が
自
分
に
対
す
る

孝
も
い
ら
ぬ
、
姫
君
を
上
京
さ
せ
よ
と
遺
言
し
た
の
は
、
わ
が
妻
の
養
い
君
へ

の
、
ひ
た
す
ら
な
奉
仕
の
ま
こ
と
を
表
す
も
の
で
あ
る
。
豊
後
介
が
妻
子
を
捨

て
、
妹
た
ち
が
夫
を
捨
て
て
、
玉
量
を
守
っ
て
上
京
す
る
の
も
、
父
の
遺
言
を

守
る
た
め
で
あ
る
が
、
そ
れ
と
共
に
、
他
方
で
は
死
ぬ
ま
で
に
心
を
痛
め
て
い

る
美
し
い
養
い
君
に
対
す
る
同
情
の
心
も
動
い
て
い
る
。
そ
れ
は
養
い
君
に
対

す
る
道
義
の
思
い
と
共
に
、
 
「
物
の
あ
わ
れ
」
を
知
る
温
か
い
人
情
に
よ
る
も

の
で
あ
る
。
こ
の
両
者
の
結
合
が
心
を
強
く
動
か
し
、
犠
牲
的
な
奉
仕
の
行
い

を
し
た
の
で
あ
る
。

 
わ
が
身
を
犠
牲
に
し
て
、
献
身
的
に
主
に
対
し
て
ま
こ
と
を
つ
く
す
事
例
は

他
に
は
な
い
。
た
だ
犠
牲
的
と
ま
で
は
い
え
な
い
に
し
て
も
、
乳
母
が
養
い
君

に
、
侍
女
が
仕
え
る
主
に
、
ま
こ
と
を
つ
く
す
事
例
は
少
く
な
い
。
夕
顔
の
乳

母
子
の
右
近
が
、
夕
顔
と
そ
の
子
玉
蜜
に
変
ら
ぬ
ま
こ
と
の
心
を
懐
き
つ
づ

け
、
中
君
・
大
君
に
仕
え
た
弁
も
、
親
身
に
な
っ
て
二
人
に
つ
く
し
、
大
君
が

死
ん
で
は
、
生
ふ
・
・
て
行
く
力
も
な
く
な
っ
た
と
い
う
。
浮
舟
の
乳
母
も
浮
舟
に

対
し
て
、
一
所
懸
命
で
あ
り
、
そ
の
侍
女
の
右
近
も
侍
従
も
心
を
傾
け
て
仕
え

て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
主
に
対
す
る
奉
仕
の
ま
こ
と
は
、
儒
教
の
よ
う
な
主
従

の
義
理
の
観
念
に
よ
る
と
い
う
よ
り
は
、
親
し
く
仕
え
る
こ
と
か
ら
く
る
、
親

泥
と
か
敬
愛
と
か
い
う
よ
う
な
情
憤
に
よ
る
で
あ
ろ
う
。
玉
蟹
を
二
十
年
に
な

ん
な
ん
と
し
て
あ
が
め
、
い
つ
く
し
み
、
育
て
て
も
、
そ
の
間
報
酬
を
受
け
た

わ
け
で
は
な
い
。
 
後
に
玉
髭
は
源
氏
に
引
取
ら
れ
、
 
豊
後
介
も
用
い
ら
れ
る

が
、
初
か
ら
そ
れ
を
目
当
て
に
、
小
倉
や
豊
後
介
が
玉
船
に
つ
く
し
た
と
す
る

の
は
、
賎
し
い
推
測
に
す
ぎ
な
い
で
あ
ろ
う
。
豊
後
介
一
族
を
最
上
と
し
、
そ

の
他
に
も
み
ら
れ
る
主
に
対
す
る
う
る
わ
し
い
奉
仕
は
、
中
の
品
と
い
う
よ
り

も
、
む
し
ろ
下
の
品
の
人
々
に
多
く
み
ら
れ
る
。
上
の
品
の
倫
理
が
寛
恕
・
仁

愛
に
あ
る
と
す
れ
ば
、
下
の
品
の
倫
理
は
こ
れ
に
応
え
る
か
の
如
く
、
奉
仕
・

敬
愛
・
親
睨
と
も
い
う
べ
き
思
い
と
な
っ
て
お
り
、
こ
れ
も
多
分
に
「
あ
わ
れ

」
を
知
る
心
に
基
礎
づ
け
ら
れ
て
い
る
。

 
以
上
の
よ
う
な
主
に
対
す
る
心
か
ら
の
奉
仕
と
は
反
対
に
、
従
者
は
時
に
主

の
意
志
に
反
す
る
こ
と
も
す
る
。
王
命
婦
が
源
氏
を
手
引
き
し
た
の
は
、
藤
壼

の
心
に
反
し
た
こ
と
で
あ
り
、
髭
黒
を
弁
の
お
も
と
が
導
い
た
の
も
、
玉
蟹
の

意
志
に
背
い
た
こ
と
で
あ
る
。
 
小
侍
従
は
柏
木
の
頼
み
を
再
三
断
っ
て
い
た

が
、
執
拗
な
頼
み
に
つ
い
に
負
け
て
、
女
三
宮
に
手
引
き
す
る
が
、
こ
れ
は
主

の
心
に
背
い
た
重
大
な
こ
と
で
、
こ
の
結
果
は
宮
と
柏
木
と
の
身
の
破
滅
を
招

い
た
。
ま
た
源
氏
が
始
め
て
末
摘
花
に
会
っ
た
時
、
薫
が
一
夜
大
君
に
近
づ
い

た
時
、
ま
た
薫
が
浮
舟
を
手
に
入
れ
た
時
な
ど
も
、
本
人
は
知
ら
ず
、
侍
女
た

ち
が
は
か
ら
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
前
の
言
忌
の
場
合
と
共
に
、
当
時

未
婚
の
女
に
男
が
求
婚
す
る
場
合
、
往
々
に
し
て
み
ら
れ
る
や
り
方
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
藤
壷
と
女
三
宮
と
の
場
合
は
、
朋
ら
か
に
破
倫
・
不
義
で
あ

り
、
い
か
に
頼
ま
れ
た
と
し
て
も
、
手
引
き
す
べ
き
は
ず
の
も
の
で
は
な
い
。

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
よ
う
な
手
引
き
が
な
さ
れ
た
の
は
、
熱
心
に
た

の
ま
れ
て
情
に
ほ
だ
さ
れ
、
断
り
き
れ
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
間
の
事

情
は
小
侍
従
が
柏
木
に
頼
ま
れ
る
場
合
に
、
よ
く
描
か
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
し

て
も
そ
れ
は
明
ら
か
に
、
思
慮
分
別
を
欠
い
た
や
り
方
で
あ
る
。
他
の
諸
例
は

こ
の
二
例
ほ
ど
重
大
で
は
な
い
に
し
て
も
、
主
の
心
に
反
す
る
点
で
は
同
じ
で
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あ
る
。
す
べ
て
の
場
合
、
主
の
心
を
無
視
し
て
も
、
悪
し
か
れ
と
図
っ
て
い
る

の
で
は
な
い
。
玉
量
に
今
週
が
、
末
摘
花
に
源
氏
が
結
ば
れ
た
こ
と
な
ど
は
、

結
果
的
に
は
悪
い
こ
と
で
は
な
か
っ
た
。
浮
舟
と
薫
の
場
合
も
そ
う
い
え
る
。

し
か
し
た
と
え
結
果
的
に
は
主
の
た
め
よ
い
場
合
が
あ
る
と
し
て
も
、
動
機
は

「
あ
わ
れ
」
 
に
流
さ
れ
た
の
で
あ
っ
て
、
 
こ
れ
ら
す
べ
て
の
場
合
、
 
「
あ
わ

れ
」
の
欠
陥
が
露
呈
し
た
も
の
と
す
べ
き
で
あ
る
。

五

 
物
語
で
は
、
親
に
対
す
る
孝
の
こ
と
も
取
扱
わ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
も
儒
教

の
よ
う
な
、
ご
と
ご
と
し
い
道
理
に
立
つ
の
で
は
な
く
、
心
こ
ま
や
か
な
愛
情

に
立
っ
て
い
る
。
ひ
ど
い
野
分
の
日
、
源
氏
と
夕
霧
と
は
大
宮
（
葵
上
の
母
、

夕
霧
の
祖
母
）
 
の
身
の
上
を
案
じ
、
夕
霧
が
源
氏
の
消
息
を
持
っ
て
訪
ね
る

と
、
大
宮
は
涙
を
流
し
て
喜
ぶ
。
実
子
の
頭
中
将
は
現
在
も
孫
の
雲
井
雁
と
夕

霧
と
の
仲
を
割
い
て
、
 
大
宮
を
悲
し
ま
せ
て
い
る
が
、
 
平
常
も
大
宮
に
対
し

て
、
心
こ
ま
や
か
に
世
話
を
せ
ず
馬
こ
の
野
分
に
も
見
舞
に
来
な
い
。
源
氏
は

夕
霧
に
「
今
い
く
ば
く
も
お
は
せ
じ
。
ま
め
や
か
に
仕
う
ま
つ
り
見
奉
れ
」
と

教
え
、
頭
中
将
に
つ
い
て
は
「
親
な
ど
の
御
母
を
も
、
い
か
め
し
き
方
ぎ
ま
を

ば
立
て
て
、
人
に
も
見
驚
か
さ
む
の
心
あ
り
。
誠
に
し
み
て
深
き
所
は
な
き
人

」
 
（
野
分
）
で
あ
る
と
い
う
。
大
宮
が
亡
く
な
っ
た
時
も
、
頭
中
将
は
「
お
ほ

や
け
お
ほ
や
け
し
き
作
法
ば
か
り
を
孝
じ
」
た
の
で
、
夕
霧
は
辛
く
心
づ
き
な

く
思
う
が
、
源
氏
が
実
母
で
も
な
い
の
に
、
 
「
な
か
な
か
ね
ん
ご
ろ
に
後
の
御

事
」
 
（
夕
霧
）
を
営
ん
だ
の
で
、
嬉
し
く
思
う
。
大
宮
の
死
後
頭
中
将
は
雲
井

雁
の
処
櫃
に
窮
し
、
，
つ
い
に
折
れ
て
夕
霧
に
許
す
こ
と
と
し
、
長
男
の
柏
木
に

文
を
持
た
せ
て
迎
え
に
や
る
。
源
氏
は
頭
中
将
が
折
れ
て
出
た
の
で
、
 
「
過
ぎ

源
氏
物
語
の
倫
理
思
想

に
し
方
の
孝
な
か
り
し
恨
」
も
解
け
よ
う
と
い
っ
て
夕
霧
を
や
る
。
 
「
過
ぎ
に

し
方
の
孝
な
か
り
し
恨
」
と
は
、
夕
霧
と
雲
井
雁
と
を
隔
て
て
、
母
大
官
を
悲

し
ま
せ
た
こ
と
を
頭
中
将
の
不
孝
と
し
、
今
二
人
の
仲
を
許
し
た
の
で
、
そ
の

不
孝
に
対
す
る
恨
み
も
と
け
よ
う
と
い
う
の
で
あ
る
。
源
氏
と
夕
霧
と
は
大
宮

に
対
し
て
、
生
前
死
後
と
も
心
こ
ま
や
か
な
孝
養
を
つ
く
し
た
が
、
頭
中
将
は

実
母
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
表
面
的
・
形
式
的
な
こ
と
は
し
て
も
、
心
の

こ
も
っ
た
孝
養
を
し
な
い
ば
か
り
か
、
母
の
心
に
さ
か
ら
っ
て
、
悲
し
ま
せ
る

不
孝
な
人
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
で
こ
の
物
語
に
お
け
る
孝
の
あ
る
べ
き
す
が

た
は
、
お
の
ず
か
ら
分
か
る
で
あ
ろ
う
。

 
源
氏
が
実
父
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
た
冷
泉
帝
は
、
源
氏
を
厚
遇
す
る
だ
け
で

な
く
、
 
位
を
ゆ
ず
ろ
う
と
す
る
が
、
 
こ
れ
も
親
子
の
情
愛
に
基
づ
く
孝
の
思

い
の
表
わ
れ
で
あ
ろ
う
。
夕
霧
も
つ
ね
に
父
源
氏
の
心
に
背
か
な
い
よ
う
に
努

め
、
 
心
を
つ
く
し
て
よ
く
仕
え
て
い
る
。
 
置
上
の
死
を
前
に
し
た
法
華
経
供

養
、
死
後
の
法
事
な
ど
も
夕
霧
が
引
受
け
て
行
い
、
紫
上
に
死
別
し
た
源
氏
の

淋
し
さ
を
思
っ
て
は
時
々
父
の
許
に
泊
っ
て
、
そ
の
心
を
慰
め
て
い
る
。
ま
た

白
上
と
養
女
の
明
石
中
宮
と
の
間
も
、
温
か
く
美
し
い
心
の
通
い
が
あ
っ
た
。

紫
上
は
明
石
申
宮
を
そ
の
幼
時
か
ら
引
取
っ
て
、
心
か
ら
い
つ
く
し
み
育
て
た

の
で
、
実
母
の
明
石
上
は
中
宮
に
、
「
対
の
上
（
野
上
）
の
御
心
お
ろ
か
に
思
ひ

聞
え
さ
せ
給
ふ
な
」
と
訓
戒
し
た
。
紫
蘇
が
病
気
に
な
る
と
、
女
御
の
身
で
あ

っ
た
が
、
そ
れ
を
悲
し
ん
で
親
し
く
看
病
を
つ
づ
け
た
。
紫
上
は
一
旦
回
復
す

る
が
、
五
年
の
後
ま
た
重
病
と
な
っ
て
亡
く
な
る
。
こ
の
時
は
中
宮
に
な
っ
て

い
た
が
、
夏
か
ら
宮
中
を
退
出
し
て
倉
庫
を
見
舞
っ
て
、
秋
に
な
っ
て
亡
く
な

る
時
に
は
、
紫
上
の
手
を
握
っ
て
、
泣
く
泣
く
見
送
っ
た
。
夕
霧
が
源
氏
に
対

す
る
思
い
も
、
明
石
中
宮
が
塗
上
に
対
す
る
思
い
も
、
儒
教
の
孝
行
と
い
う
よ
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う
な
、
ご
と
ご
と
し
い
教
義
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
、
父
に
対
し
、
養
母
に
対

す
る
自
然
の
情
憤
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
 
「
あ
わ
れ
」
を
知
る
心
に
基
づ
く
も

の
で
あ
る
。
．

 
な
お
亡
き
人
に
対
す
る
追
善
供
養
の
法
事
は
、
一
般
に
忌
日
々
々
に
行
わ
れ

て
い
る
が
、
父
母
に
対
し
て
は
、
特
に
法
華
鼠
講
の
よ
う
な
、
臨
時
の
大
き
な

法
会
が
行
わ
れ
て
い
る
。
重
量
は
父
母
と
桐
壼
院
の
た
め
に
、
源
氏
は
父
桐
壼

院
の
た
め
に
行
っ
て
、
極
め
て
豪
華
な
さ
ま
に
描
か
れ
て
い
る
。
秋
好
中
宮
は

（
源
氏
も
助
け
て
）
母
六
条
御
息
所
の
た
め
、
明
石
中
宮
は
源
氏
と
紫
上
と
の

た
め
に
行
っ
て
い
る
。
八
講
と
い
う
大
き
な
法
会
が
、
父
母
の
冥
福
の
た
め
だ

け
に
行
わ
れ
て
い
る
の
は
、
孝
養
の
道
が
重
ん
ぜ
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
表
わ
す

も
の
で
あ
ろ
う
。
但
し
こ
の
外
に
、
女
三
宮
が
「
月
ご
と
に
御
念
仏
、
年
に
二

度
の
御
八
講
」
 
（
匂
宮
）
を
行
う
と
あ
る
が
、
こ
れ
は
年
二
回
目
い
う
定
時
で

あ
っ
て
、
上
記
の
八
号
や
、
枕
草
子
な
ど
に
も
み
え
る
、
臨
時
の
大
規
模
な
八

講
と
は
違
う
で
あ
ろ
う
。

 
な
お
物
語
に
は
儒
教
の
道
義
的
な
孝
の
観
念
も
、
一
度
だ
け
は
っ
き
り
と
描

か
れ
て
い
る
。
夜
居
の
僧
が
冷
泉
帝
に
、
 
「
よ
う
つ
の
事
、
親
の
御
世
よ
り
始

ま
る
に
こ
そ
侍
る
な
れ
。
 
何
の
罪
と
も
謡
う
し
召
さ
組
が
、
 
怖
ろ
し
き
に
よ

り
」
、
源
氏
が
帝
の
実
父
で
あ
る
こ
と
を
、
密
奏
す
る
と
い
う
。
帝
は
源
氏
が

実
父
で
あ
る
こ
と
を
知
ら
ず
、
人
の
道
、
ま
た
帝
王
の
道
の
根
本
で
あ
る
父

に
対
す
る
孝
の
道
を
つ
く
さ
な
い
た
め
、
現
に
天
変
地
異
が
頻
発
し
て
、
帝
は

天
か
ら
と
が
め
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
ま
こ
と
に
怖
ろ
し
い
こ
と
な
の
で
、

幽
事
実
を
申
上
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
場
合
の
親
に
対
す
る
倫
理
思
想
は
、

儒
教
の
天
人
感
応
の
政
治
思
想
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
政
治
に
関
す
る
公
的
な

場
合
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
儒
教
の
思
想
が
用
い
ら
れ
た
の
で
あ
る
が
、
こ
れ

は
僧
が
奏
上
し
た
抽
象
的
な
思
想
で
あ
っ
て
、
物
語
の
人
々
の
生
活
の
上
に
、

生
き
て
は
た
ら
い
て
い
る
現
実
的
な
思
想
で
は
な
い
。
物
語
の
人
々
が
具
体

的
・
現
実
的
に
懐
く
孝
の
思
い
は
、
 
「
あ
わ
れ
」
を
知
る
心
に
基
礎
づ
け
ら
れ

た
情
感
的
性
格
の
強
い
も
の
で
あ
る
。

 
こ
の
物
語
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
「
物
の
あ
わ
れ
」
に
基
づ
く
倫
理
思
想
の
問

題
と
し
て
、
大
き
く
二
つ
に
分
け
、
更
に
そ
の
各
を
分
け
て
考
察
し
た
。
第
一

は
「
あ
わ
れ
」
の
本
質
と
倫
理
的
意
義
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
e
「
あ
わ
れ
」

に
随
順
す
る
倫
理
と
、
⇔
「
あ
わ
れ
」
の
規
制
に
立
つ
，
倫
理
と
を
考
察
し
、
第

二
は
具
体
的
な
実
践
の
事
例
に
つ
い
て
、
e
主
従
の
道
と
、
口
親
子
の
道
と
を

考
察
し
た
。
第
一
は
通
論
的
な
も
の
、
第
二
は
各
論
的
な
も
の
で
あ
る
が
、
そ

の
い
ず
れ
の
場
合
に
お
い
て
も
、
 
「
あ
わ
れ
」
の
特
質
が
著
し
く
み
ら
れ
る
。

そ
し
て
そ
れ
は
儒
仏
ま
た
は
西
洋
の
倫
理
思
想
の
よ
う
に
、
学
問
的
に
思
索
・

練
成
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
当
時
の
歴
史
的
現
実
か
ら
自
然
発
生
的
に
出
現

し
て
、
 
そ
の
現
実
へ
の
適
合
（
若
し
く
は
要
請
）
 
を
表
わ
す
も
の
で
あ
る
か

ら
、
そ
れ
は
甚
だ
し
《
限
定
さ
れ
た
も
の
で
、
当
然
欠
陥
も
少
く
な
い
。
そ
れ

に
し
て
も
こ
の
「
物
の
あ
わ
れ
」
の
倫
理
思
想
は
、
当
時
の
美
的
主
情
主
義
の

時
代
精
神
を
表
わ
し
て
、
他
に
比
類
の
な
い
顕
著
な
特
色
を
も
っ
て
い
る
。
そ

れ
が
現
代
に
お
い
て
い
か
に
評
価
さ
れ
よ
う
と
、
そ
れ
に
か
か
わ
り
な
く
、
わ

が
国
の
倫
理
思
想
史
上
豊
か
な
存
在
意
義
を
も
つ
も
の
で
あ
る
。
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