
源
氏
物
語
の
倫
理
思
想
日

1
宿
世
の
意
識
を
中
心
と
し
て
一

重

松

信

弘

 
人
間
の
行
為
が
倫
理
的
で
あ
る
た
め
に
は
、
行
為
者
に
自
由
意
志
が
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
が
な
い
な
ら
ば
、
行
為
に
対
す
る
倫
理
的
責
任
は
問
え
な

い
。
源
氏
物
語
に
多
く
み
ら
れ
る
宿
世
は
、
人
間
の
意
識
を
超
越
し
た
冥
々
の

力
が
、
人
間
の
行
動
を
制
約
し
、
そ
の
運
命
に
力
を
及
ぼ
す
よ
う
に
描
か
れ
て

い
る
。
こ
れ
は
行
為
者
の
自
由
意
志
を
拘
束
す
る
も
の
で
あ
り
、
人
間
の
行
為

の
倫
理
的
意
義
に
大
き
な
疑
問
を
投
げ
か
け
る
。
本
稿
で
は
こ
の
物
語
の
宿
世

を
検
討
し
て
、
そ
れ
が
人
間
の
自
由
意
志
に
加
え
る
規
制
が
、
い
か
な
る
も
の

で
あ
る
か
を
明
ら
か
に
し
」
宿
世
と
の
関
係
に
お
け
る
人
間
の
行
為
の
倫
理
的
．

意
義
を
考
察
す
る
。

 
仏
教
に
お
け
る
宿
世
の
原
義
は
「
宿
昔
の
世
」
即
ち
「
前
世
」
の
意
味
で
あ

り
、
経
典
に
は
「
宿
世
ノ
因
縁
」
「
宿
世
ノ
所
行
」
「
宿
世
ノ
善
根
」
「
宿
世

ノ
絵
殊
」
な
ど
と
あ
る
。
平
安
時
代
に
は
前
世
の
業
因
、
前
世
の
因
縁
、
前
世
の

報
い
な
ど
の
意
に
も
用
い
ら
れ
た
が
、
こ
れ
は
経
典
に
み
え
る
「
宿
業
」
 
「
宿

因
」
 
「
宿
縁
」
 
「
宿
報
」
な
ど
の
意
で
、
宿
世
の
因
縁
・
宿
世
の
業
因
な
ど
を

暑
し
た
も
の
で
あ
る
。
更
に
進
ん
で
は
、
宿
世
の
因
縁
が
招
来
す
る
現
在
果
の

意
味
に
も
用
い
ら
れ
た
。
宿
世
が
め
で
た
い
と
い
っ
て
喜
び
、
ま
た
拙
な
い
と

い
っ
て
悲
し
む
の
は
、
実
は
現
在
果
を
喜
び
、
悲
し
む
の
で
あ
る
。
前
世
の
因

縁
か
ら
現
在
果
が
招
来
さ
れ
る
の
で
、
両
者
は
一
体
関
係
に
あ
る
と
い
う
考
え

方
か
ら
、
現
在
果
を
宿
世
（
前
世
の
因
縁
）
と
同
じ
よ
う
に
用
い
る
こ
と
に
な

っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
要
す
る
に
、
宿
世
に
は
O
前
世
、
口
前
世
の
因
縁
、
旬
現

在
果
の
三
義
が
あ
り
、
源
氏
物
語
で
は
⇔
と
㊨
と
の
意
味
に
用
い
て
い
る
。

 
宿
世
の
思
想
は
三
世
因
果
の
教
理
に
基
づ
く
が
、
こ
の
教
理
は
十
二
因
縁
説

に
基
づ
ぐ
。
根
本
仏
教
で
は
、
無
名
・
行
・
識
な
ど
の
十
二
支
を
以
て
、
一
切

の
事
物
事
象
が
因
縁
相
生
の
理
に
よ
る
こ
と
を
説
い
た
が
、
こ
れ
が
発
展
し
て

い
ろ
い
ろ
な
説
が
生
じ
、
特
に
人
間
が
過
去
・
現
在
・
未
来
に
わ
た
っ
て
、
六

道
に
輪
廻
す
る
次
第
を
説
く
と
す
る
説
が
、
広
く
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

輪
廻
は
業
に
基
づ
き
、
業
は
煩
悩
に
基
づ
く
。
煩
悩
が
は
た
ら
い
て
業
を
作

り
、
善
業
は
善
因
と
な
っ
て
、
楽
果
を
伴
い
、
悪
業
は
悪
因
と
な
っ
て
、
苦
果

を
招
く
。
輪
廻
は
煩
悩
の
存
す
る
限
り
存
続
す
る
が
、
こ
の
輪
廻
生
の
中
で
、

現
世
苦
楽
の
因
を
過
去
に
さ
か
の
ぼ
っ
て
考
え
れ
ば
、
宿
世
の
思
い
と
な
り
、

現
世
の
行
為
の
果
を
将
来
に
対
し
て
考
え
れ
ば
、
応
報
の
思
い
と
な
る
。

 
輪
廻
の
思
想
は
一
切
の
事
物
事
象
に
わ
た
る
因
縁
相
生
の
思
想
に
、
道
徳
的

・
宗
教
的
要
請
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
。
も
し
善
悪
の
業
に
楽
苦
の
果
が
伴
わ
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な
い
と
す
る
な
ら
ば
、
人
間
は
善
業
を
積
み
、
悪
業
を
排
す
る
心
も
鈍
っ
て
、

自
利
の
わ
ざ
に
走
り
や
す
く
な
り
、
社
会
に
は
無
法
弓
邪
悪
が
行
わ
れ
る
こ
と

と
も
な
り
か
ね
な
い
。
人
間
を
救
う
仏
教
と
し
て
は
、
善
悪
の
業
に
楽
苦
の
果

が
伴
う
と
い
う
こ
と
を
、
要
請
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
し
か
し
人
間
社
会
の
現
実

を
み
れ
ば
、
善
悪
の
業
に
対
す
る
楽
苦
の
果
は
、
必
ず
し
も
現
世
に
お
い
て
充

足
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
、
他
生
に
わ
た
っ
て
そ
れ
が
充
足
さ
れ
る
も
の

と
し
て
、
六
道
輪
廻
の
思
想
が
生
じ
た
。
こ
の
六
道
輪
廻
の
思
想
は
人
々
を
善

道
に
入
れ
る
た
め
の
教
理
で
あ
っ
て
、
人
々
が
因
縁
に
繋
縛
せ
ら
れ
る
こ
と
の

厳
し
さ
、
恐
ろ
し
さ
を
説
く
の
が
目
的
で
は
な
い
。
従
っ
て
、
人
々
が
過
去
生

の
悪
因
に
よ
っ
て
、
現
世
で
苦
果
を
負
い
持
つ
と
し
て
も
、
人
々
に
は
そ
れ
か

ら
逃
れ
て
善
因
を
作
り
、
楽
果
を
獲
得
す
る
こ
と
の
で
き
る
自
由
と
、
そ
の
力

と
が
あ
る
と
す
る
。
も
し
そ
れ
が
な
い
な
ら
ば
、
仏
道
は
成
立
し
な
い
。

 
宿
作
外
道
の
説
に
よ
れ
ば
、
現
世
一
切
の
苦
楽
は
宿
世
に
よ
る
が
、
持
戒
精

進
し
て
苦
を
受
け
れ
ば
、
よ
く
宿
世
の
果
を
噛
し
て
、
浬
盤
に
入
り
得
る
と
す

る
。
こ
の
説
が
外
道
の
邪
執
と
さ
れ
る
の
は
、
現
世
の
苦
楽
を
す
べ
て
宿
世
に

帰
し
、
現
在
の
功
力
果
を
認
め
な
い
た
め
で
あ
る
。
仏
教
で
は
、
善
悪
の
業
に

対
す
る
果
に
は
、
現
世
で
受
け
る
順
走
受
業
（
順
現
業
）
、
次
生
で
受
け
る
愛

冠
受
業
（
順
生
業
）
、
二
生
以
後
で
受
け
る
霊
鳥
受
業
（
順
訳
業
）
が
あ
る
と

す
る
。
順
現
受
業
は
現
世
で
作
っ
た
善
悪
業
の
果
を
、
現
世
で
受
け
る
と
い
う

の
で
あ
り
、
行
為
者
の
責
任
が
現
世
で
問
わ
れ
て
い
る
。
ご
の
こ
と
は
源
氏
物

語
に
も
約
十
回
み
え
る
。
例
え
ば
、
源
氏
は
某
院
で
夕
顔
を
死
な
せ
た
時
「
わ

れ
な
が
ら
か
か
る
す
ぢ
に
、
お
ほ
け
な
く
、
あ
る
ま
じ
き
心
の
報
い
」
 
（
継
母

藤
壼
恋
慕
の
報
い
）
で
、
こ
ん
な
痛
苦
に
会
う
の
か
と
思
い
、
ま
た
須
磨
で
暴

風
に
あ
っ
て
、
死
ぬ
る
思
い
を
し
て
い
た
時
、
夢
に
二
君
帝
が
現
わ
れ
て
「
こ

れ
は
た
だ
い
さ
～
か
な
る
物
の
報
い
な
り
」
と
告
げ
、
ま
た
女
三
の
宮
に
柏
木

が
密
通
し
て
、
薫
が
生
れ
た
時
、
源
氏
は
「
わ
が
世
と
共
に
、
恐
ろ
し
と
思
ひ

し
こ
と
の
報
い
な
め
り
」
と
、
六
親
と
密
通
し
て
、
冷
泉
院
を
生
ま
せ
た
報
い

を
思
っ
て
い
る
。

 
仏
教
の
精
神
は
人
を
善
行
に
す
す
め
て
、
輪
廻
の
因
縁
を
絶
た
せ
、
仏
道
を

成
ぜ
し
め
る
に
あ
る
か
ら
、
人
間
に
は
当
然
宿
世
の
因
縁
を
絶
っ
て
、
善
業
を

作
る
力
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。
源
氏
物
語
よ
り
二
十
余
年
早
く
で
き
た
源
信
の

往
生
要
集
で
は
、
五
逆
重
罪
の
悪
人
で
も
、
ま
た
幾
億
萬
年
罪
欲
に
囚
わ
れ
て

い
る
者
で
も
、
仏
の
教
を
聞
い
て
至
心
に
仏
を
観
じ
、
善
を
行
ず
る
な
ら
ば
、

罪
障
は
悉
く
滅
ぶ
と
説
く
。
紫
式
部
と
同
時
代
の
安
平
親
王
の
詩
に
も
「
十
悪

と
錐
も
な
ほ
引
摂
す
。
疾
風
の
雲
霧
を
苦
く
よ
り
も
甚
だ
し
。
一
念
と
錐
も
必

ず
感
応
す
。
こ
れ
を
浅
海
の
泪
露
を
叢
る
る
に
喩
ふ
」
 
（
和
漢
朗
詠
集
）
と
あ

る
。
た
と
え
宿
世
の
因
縁
（
宿
縁
）
が
あ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
が
善
悪
の
業
を

行
う
自
由
を
束
縛
し
て
、
身
動
き
の
で
き
な
い
よ
う
に
す
る
も
の
で
は
な
い
。

そ
れ
な
ら
ば
宿
世
の
力
は
い
か
に
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。

 
例
え
ば
、
因
と
縁
と
が
合
し
て
業
を
成
ず
と
す
れ
ば
、
宿
世
の
力
は
因
の
如

く
で
は
あ
っ
て
も
、
縁
ま
で
は
含
ま
な
い
も
の
と
す
べ
き
で
あ
る
。
因
は
あ
る

と
し
て
も
、
そ
の
上
に
縁
を
加
え
て
事
を
参
じ
、
ま
た
は
成
ぜ
し
め
な
い
選
択

の
自
由
と
、
実
行
す
る
力
と
が
、
人
間
に
は
与
え
ら
れ
て
い
る
。
因
は
一
種
の

力
と
し
て
、
人
間
の
心
を
促
が
す
で
あ
ろ
う
が
、
人
聞
は
自
主
的
に
行
動
し
得

る
の
で
あ
り
、
ま
た
功
力
果
（
士
用
果
）
の
理
を
思
え
ば
、
更
に
新
た
な
因
を

作
る
こ
と
も
で
き
る
。
こ
の
よ
う
な
自
由
と
力
と
が
あ
る
た
め
、
人
間
は
自
己

の
行
為
に
対
す
る
倫
理
的
責
任
が
生
ず
る
。
し
か
し
宿
世
が
因
の
如
き
力
を
、

人
間
の
上
に
及
ぼ
す
こ
と
も
、
否
定
で
き
な
い
。
例
え
ば
、
悪
い
宿
世
を
絶
つ

（14）



'

た
め
に
は
、
特
別
な
努
力
精
進
を
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
を
し
な
い
限
り
、

お
の
ず
か
ら
そ
れ
に
引
か
れ
て
、
輪
廻
の
絆
を
た
つ
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
の

意
味
で
は
や
は
り
宿
世
は
恐
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
恐
る
べ
き
も
の
で
あ
る
と

し
て
、
そ
れ
か
ら
脱
出
す
る
善
道
修
行
を
す
す
め
る
の
が
、
仏
教
の
精
神
で
あ

る
。
仏
教
の
宿
世
の
意
味
を
以
上
の
よ
う
に
考
え
て
お
い
て
、
源
氏
物
語
に
お

け
る
宿
世
を
検
討
す
る
。

二

 
こ
の
物
語
で
宿
世
の
意
味
を
表
わ
す
も
の
に
、
 
「
宿
世
」
百
二
十
、
 
「
契

り
」
百
七
、
「
さ
る
べ
き
」
三
十
九
、
前
の
世
の
報
い
な
ど
と
い
う
「
報
い
」

七
、
「
逃
れ
が
た
き
」
二
で
、
合
計
約
二
百
七
十
七
の
用
例
が
あ
る
。
 
「
契
り
」

は
「
前
の
世
の
契
り
」
 
「
昔
の
契
り
」
な
ど
の
省
暑
、
 
「
さ
る
べ
き
」
も
「
さ

る
べ
き
契
り
」
「
さ
る
べ
き
宿
世
」
な
ど
の
省
署
で
あ
り
、
「
逃
れ
が
た
き
」

も
同
じ
で
あ
る
。
「
報
い
」
は
前
の
世
と
か
、
前
世
の
罪
ま
た
は
功
徳
な
ど
の

報
い
と
せ
ら
れ
て
い
て
、
意
味
は
宿
世
と
変
ら
な
い
。
但
し
「
契
り
」
の
用
例

は
約
言
四
十
、
 
「
さ
る
べ
き
」
は
約
二
百
五
十
、
 
「
逃
れ
が
た
き
」
は
八
あ

り
、
そ
の
中
か
ら
宿
世
の
意
の
汲
め
る
も
の
を
取
り
出
レ
た
の
で
あ
る
か
ら
、

解
釈
に
よ
っ
て
は
上
記
の
数
も
多
少
出
入
す
る
で
あ
ろ
う
。

 
宿
世
の
表
現
に
こ
の
よ
う
な
種
々
の
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
は
意
昧

が
あ
る
。
用
例
を
み
る
と
、
 
「
宿
世
」
は
男
女
・
親
子
な
ど
の
人
聞
関
係
に
つ

い
て
約
七
十
あ
り
、
そ
の
他
は
一
般
の
人
々
の
身
の
上
に
つ
い
て
で
あ
る
。
「

契
り
」
は
男
女
の
縁
に
つ
い
て
七
十
余
、
そ
の
他
親
子
・
兄
弟
・
友
人
な
ど
の

人
間
関
係
が
自
余
で
、
合
計
九
十
余
回
あ
り
、
一
般
の
人
々
の
身
の
上
に
つ
い

て
は
二
十
回
弱
で
あ
る
。
人
間
関
係
を
表
す
も
の
を
み
る
と
、
 
「
宿
世
」
は
約

源
氏
物
語
の
倫
理
思
想
⇔
1
宿
世
の
意
識
を
中
心
と
し
て
一

五
割
七
分
、
 
「
契
り
」
は
約
八
割
二
分
と
か
な
り
違
っ
て
い
る
。
 
「
契
り
」
に

は
誓
約
・
約
束
の
意
味
が
あ
り
、
人
間
相
互
特
に
男
女
が
前
世
で
誓
約
し
た
こ

と
、
即
ち
因
縁
を
結
ん
だ
こ
と
を
表
す
の
に
、
極
め
て
適
切
な
意
味
が
あ
る
。

「
前
の
世
の
契
り
や
深
か
り
け
む
。
世
に
な
く
清
ら
な
る
玉
の
御
子
さ
へ
生
れ

給
ひ
ぬ
」
 
（
野
老
）
 
「
か
く
お
ぞ
ま
し
く
ば
、
い
み
じ
き
契
り
深
く
と
も
、
絶

え
て
ま
た
見
じ
」
 
（
帯
木
）
な
ど
と
、
男
女
の
宿
縁
を
表
す
も
の
が
、
用
例
の

約
三
分
の
二
に
及
ん
で
い
る
。
こ
れ
を
「
宿
世
」
と
置
代
え
る
こ
と
も
不
可
能

で
は
な
い
が
、
そ
れ
で
は
宿
縁
緊
密
の
感
じ
が
弱
く
な
る
。
次
に
「
さ
る
べ

き
」
は
因
縁
関
係
を
確
定
的
な
も
の
の
よ
う
に
表
す
点
に
特
色
が
あ
る
。
 
「
も

し
聞
え
あ
り
て
び
ん
な
か
る
べ
き
こ
と
な
り
と
も
、
さ
る
べ
き
に
こ
そ
は
」
 
（

夕
顔
）
「
今
更
に
人
の
も
ど
き
負
は
む
は
、
さ
る
べ
き
に
こ
そ
は
あ
ら
め
」
（
手

習
）
な
ど
の
よ
う
に
、
宿
縁
の
力
を
強
く
出
し
て
、
逃
れ
ら
れ
な
い
運
命
の
よ

う
な
思
い
を
表
わ
す
。
 
「
逃
れ
が
た
き
」
も
ζ
れ
と
同
じ
で
あ
る
。
 
「
宿
世
」

は
広
く
一
般
的
に
用
い
ら
れ
、
 
「
契
り
」
は
主
と
し
て
男
女
関
係
に
、
 
「
さ
る

べ
き
」
と
「
逃
れ
が
た
き
」
と
は
拘
東
力
の
確
定
的
表
現
に
用
い
ら
れ
て
お

り
、
そ
れ
ぞ
れ
に
よ
っ
て
、
ニ
ュ
ア
ン
ス
の
違
う
こ
ま
や
か
な
心
持
の
表
現
が

な
さ
れ
て
い
る
。

 
こ
れ
ら
の
語
に
よ
っ
て
表
わ
さ
れ
て
い
る
内
容
を
、
拙
著
「
源
氏
物
語
の
仏

教
思
想
」
で
は
四
種
に
分
け
て
説
い
た
。
そ
の
第
一
は
宿
縁
に
対
す
る
深
浅
・

強
弱
な
ど
の
思
い
、
第
二
は
宿
世
に
対
す
る
明
暗
・
喜
悲
な
ど
の
思
い
、
第
三

は
宿
世
が
知
ら
れ
る
、
知
ら
れ
な
い
な
ど
と
い
う
思
い
、
第
四
は
宿
世
か
ら
逃

れ
ら
れ
る
、
逃
れ
ら
れ
な
い
な
ど
と
い
う
思
い
と
し
た
。
こ
こ
で
問
題
と
な
る

の
は
、
主
と
し
て
第
四
で
あ
る
。
こ
れ
は
宿
世
拘
束
の
力
を
思
う
も
の
で
、
そ

の
用
例
は
多
く
は
な
い
。
倫
理
思
想
の
問
題
と
な
る
の
は
、
そ
の
拘
束
の
力
を

（15）



い
か
に
考
え
る
か
と
い
う
点
に
あ
る
。
極
め
て
強
く
絶
対
的
な
も
の
と
考
え
る

か
、
軽
く
考
え
る
か
、
ま
た
変
更
し
得
る
と
考
え
る
か
、
な
ど
の
違
い
に
よ
っ

F
て
、
行
為
に
対
す
る
倫
理
的
責
任
の
意
味
が
違
っ
で
く
る
。

 
 
「
さ
る
べ
き
」
の
用
例
は
殆
ど
全
部
、
拘
束
の
意
味
を
強
く
表
わ
し
、
 
「
契

り
」
と
「
宿
世
」
と
は
そ
れ
ほ
ど
で
は
な
い
が
、
な
お
か
な
り
強
い
も
の
が
あ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
む
 
 
む
 
 
む
 
 
む
 
 
む
 
 
む
 
 
り
 
 
む

る
。
 
「
過
ち
な
け
れ
ど
、
さ
る
べ
き
に
て
こ
そ
、
か
か
る
事
も
あ
め
れ
と
思
ふ

に
」
 
（
須
磨
・
源
氏
が
自
己
の
無
実
の
罪
を
語
る
）
「
今
更
に
人
の
も
ど
き
負

 
 
 
 
む
 
 
む
 
 
む
 
 
む
 
 
む
 
 
む
 
 
む
 
 
 

は
む
は
、
さ
る
べ
き
に
こ
そ
は
あ
ら
め
」
 
（
手
習
・
横
川
の
僧
都
が
浮
舟
加
持

に
下
山
す
る
時
の
言
）
な
ど
の
「
さ
る
べ
き
」
は
、
宿
世
の
拘
束
を
殆
ど
絶
対

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O
O
O
O
O
O
O
O
O
Q
O
O
O
む
じ
ん

，
的
と
す
る
表
現
で
あ
る
。
ま
た
「
今
は
い
ふ
か
ひ
な
き
宿
世
な
り
け
れ
ば
無
心

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
む
 
 
む
 
 
 
 
 
 

に
心
づ
き
な
き
に
て
や
み
な
む
」
 
（
帯
木
・
空
蝉
の
思
い
）
「
か
う
逃
れ
ざ
り

む
 
 
む
 
む
 
む
 
む

け
る
御
宿
世
に
こ
そ
あ
り
け
れ
。
人
の
し
た
る
わ
ぎ
か
は
」
 
（
浮
舟
・
匂
宮
が

浮
舟
の
所
へ
濫
悲
し
た
時
の
女
房
達
の
思
い
）
な
ど
の
「
宿
世
」
に
も
、
ま
た

 
む
 
 
む
 
 
む
 
 
む
 
 
む
 
 
む
 
 
む
 
 
む
 
 
む
 
 
む

 
「
命
を
か
け
て
何
の
契
り
に
、
か
か
る
目
を
見
る
ら
む
」
 
（
夕
顔
・
某
院
で
夕

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
む
 
 
む
 
 
む
 
 
む
 
 
む
 
 
む
 
 
 
 
 
む
 
 
む
 
 
む

顔
が
死
ん
だ
時
の
源
氏
の
思
い
）
、
 
「
前
の
世
の
契
り
拙
な
く
て
こ
そ
、
か
く

口
惜
し
き
山
が
つ
と
な
り
侍
り
け
め
」
 
（
明
石
・
源
氏
に
明
石
入
道
が
自
己
の

不
運
を
語
る
）
な
ど
の
「
契
り
」
に
も
、
宿
縁
か
ら
は
逃
れ
ら
れ
な
い
と
す
る

思
い
が
あ
る
。

 
宿
縁
か
ら
逃
れ
ら
れ
る
と
す
る
思
い
は
、
甚
だ
弱
く
、
か
つ
事
例
も
少
く
、

や
～
も
す
れ
ば
見
落
さ
れ
る
。
さ
れ
ば
「
宿
世
の
因
縁
か
ら
人
間
は
量
れ
る
こ

と
が
で
き
ず
、
ま
し
て
変
更
す
る
こ
と
な
ど
は
思
い
も
及
ば
な
い
。
云
々
。
過

去
の
業
が
決
定
的
に
人
聞
の
運
命
を
支
配
す
る
。
云
々
。
源
氏
物
語
で
は
、

一
、
二
の
場
合
を
除
い
て
は
、
ほ
と
ん
ど
絶
対
的
宿
命
論
と
し
て
受
け
と
っ
て

い
る
と
み
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
」
 
（
池
田
亀
鑑
編
、
源
氏
物
語
事
典
上
）
と
い

う
見
方
も
生
ず
る
。
ま
た
源
氏
と
葵
上
・
夕
霧
・
藤
壼
・
冷
泉
院
・
明
石
上
な

ど
と
の
関
係
も
、
須
磨
・
明
石
へ
の
流
浪
も
、
準
太
上
天
皇
の
殊
遇
も
、
 
「
宿

世
の
因
縁
に
よ
っ
て
、
予
め
決
ま
っ
て
い
た
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
決
ま
っ
て

い
る
道
筋
お
辿
っ
て
ゆ
く
に
つ
れ
て
、
物
語
わ
展
開
す
る
と
い
う
よ
う
に
、
物

語
が
組
織
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
わ
、
疑
お
容
れ
な
い
事
で
あ
る
」
 
（
多
屋
頼
俊

著
・
源
氏
物
語
の
思
想
）
と
い
う
見
方
も
で
き
る
。
こ
の
物
語
を
卒
爾
に
み
れ

ば
、
以
上
の
よ
う
な
見
方
が
成
立
す
る
と
思
う
。

 
し
か
し
人
間
が
す
べ
て
、
宿
縁
で
支
配
さ
れ
て
い
る
と
い
う
宿
命
論
で
は
、

仏
教
は
成
り
立
た
な
い
。
そ
こ
で
多
屋
頼
俊
氏
は
次
に
「
今
生
に
於
け
る
一
切

の
こ
と
わ
、
す
べ
て
過
去
世
の
因
縁
の
然
ら
し
め
る
所
で
、
今
生
に
於
け
る
努

力
（
善
悪
と
も
）
わ
全
く
認
め
ら
れ
な
い
、
と
ゆ
う
事
に
な
る
と
、
そ
れ
は
運

命
論
的
な
考
え
方
に
な
り
、
釈
尊
が
排
斥
せ
ら
れ
た
宿
命
外
道
の
考
え
方
に
な

る
」
と
も
、
源
氏
の
須
磨
引
退
は
宿
世
の
因
縁
の
然
ら
し
め
る
所
で
あ
る
が
、

「
将
来
の
こ
と
が
悉
く
宿
世
の
因
縁
に
よ
っ
て
、
決
定
し
て
い
る
と
言
う
の
で

は
な
い
」
と
も
い
う
。
し
か
し
多
屋
氏
は
第
一
説
と
第
二
説
と
の
間
隙
を
物
語

に
即
し
て
埋
め
て
は
い
な
い
。
第
二
の
説
の
立
場
で
は
、
第
一
の
説
の
よ
う

に
、
宿
世
に
よ
っ
て
こ
の
物
語
の
筋
道
が
構
成
さ
れ
て
い
る
と
は
い
え
な
い
。

具
体
的
に
い
う
な
ら
ば
、
源
氏
・
藤
壼
・
明
石
入
道
・
八
宮
な
ど
の
多
く
の
人

々
が
、
ず
い
ぶ
ん
「
今
生
に
お
け
る
努
力
」
を
し
て
い
る
か
ら
、
そ
の
道
筋
は

そ
れ
で
変
え
ら
れ
た
こ
と
に
な
る
。
氏
は
源
氏
だ
け
に
は
、
努
力
し
た
の
で
満

足
す
べ
き
結
果
を
も
た
ら
し
た
と
い
う
が
、
そ
れ
な
ら
ば
、
そ
の
努
力
で
物
語

の
進
行
の
筋
は
、
宿
世
の
ま
、
で
は
な
く
な
っ
た
こ
と
に
な
る
。
他
の
人
々
も

同
様
で
あ
り
、
第
一
の
説
は
成
立
し
な
い
。

 
ま
た
物
語
の
道
筋
は
「
宿
世
の
因
縁
に
よ
っ
て
予
め
決
っ
て
い
た
も
の
」
と
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し
、
 
「
源
氏
や
明
石
の
入
道
わ
霊
夢
や
相
人
の
占
に
よ
っ
て
、
宿
縁
お
予
知
す

る
こ
と
が
で
き
た
」
と
い
う
が
、
こ
の
物
語
に
は
再
三
再
四
宿
世
は
知
ら
れ
な

い
も
の
と
述
べ
て
あ
る
。
宿
命
師
な
ど
の
予
言
は
宿
世
で
は
な
い
。
こ
の
こ
と

は
拙
著
「
源
氏
物
語
の
仏
教
思
想
」
で
述
べ
た
か
ら
再
説
は
し
な
い
が
、
宿
門

鑑
は
仏
教
か
ら
み
れ
ば
異
端
で
あ
り
、
仏
教
で
は
知
ら
れ
な
い
も
の
が
、
異
端

の
宿
詩
道
や
世
俗
の
観
相
な
ど
で
、
知
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
は
あ
り
得
な
い
。

こ
の
物
語
に
は
、
あ
た
か
も
宿
世
の
力
が
絶
対
で
あ
る
か
の
如
く
、
ま
た
宿
世

が
知
ら
れ
る
か
の
如
く
、
描
い
て
あ
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
が
、
深
く
読
む
な

ら
ば
、
そ
う
で
な
い
こ
と
が
分
か
る
。
源
氏
物
語
事
典
や
多
屋
氏
の
第
一
説
の

起
る
理
由
は
分
る
が
、
そ
れ
は
こ
の
物
語
の
真
意
で
も
な
い
し
、
ま
た
そ
れ
で

は
行
為
者
の
倫
理
的
責
任
も
分
ら
な
く
な
る
。
人
々
が
自
己
の
意
志
で
行
っ
た

行
動
（
業
）
に
対
し
て
、
責
任
を
感
じ
て
い
る
こ
と
は
、
前
の
燕
脂
受
業
の
幾

つ
か
の
事
例
で
も
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
の
問
題
は
人
間
の
行
為
の
倫
理
的
意
義

を
定
め
る
上
に
重
大
で
あ
る
か
ら
、
具
体
的
な
事
例
に
つ
い
て
精
し
く
考
察
す

る
が
、
そ
の
こ
と
に
入
る
前
に
、
こ
の
物
語
の
仏
教
思
想
に
お
け
る
宿
世
思
想

の
位
置
・
性
質
な
ど
に
つ
い
て
、
考
え
て
お
き
た
い
。

 
宿
世
観
の
特
質
は
他
の
無
常
・
罪
業
な
ど
と
の
比
較
に
お
い
て
考
え
ね
ば
な

ら
な
い
。
宿
世
観
を
無
常
観
・
罪
業
観
に
比
べ
る
と
、
そ
の
特
質
の
第
一
は
、

両
者
よ
り
は
浅
近
で
あ
っ
て
、
世
俗
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
無
常
と

罪
業
と
の
思
い
は
、
主
と
し
て
心
あ
る
人
・
道
心
の
あ
る
人
に
よ
っ
て
起
こ
さ

れ
（
但
し
罪
業
も
他
の
人
の
そ
れ
を
思
う
も
の
は
別
）
物
語
に
お
け
る
総
数
は

共
に
百
回
前
後
で
あ
り
、
そ
の
人
数
も
延
べ
で
、
無
常
は
二
十
数
人
、
罪
業
は

三
十
余
人
（
但
し
そ
の
半
数
は
他
の
罪
を
語
る
も
の
で
、
自
己
の
罪
を
思
う
も

の
は
十
数
人
）
で
あ
る
が
、
宿
世
は
一
般
の
人
々
が
一
寸
し
た
機
会
に
も
、
極

源
氏
物
語
の
倫
理
思
想
国
-
宿
世
の
意
識
を
申
心
と
し
て
一

め
て
簡
単
に
思
う
こ
と
が
あ
っ
て
、
約
二
百
八
十
回
に
も
及
び
、
人
数
も
八
十

余
人
に
及
ん
で
い
る
。
ま
た
無
常
と
罪
業
と
の
思
い
に
は
、
暗
く
、
悲
し
い
も

の
が
多
く
、
か
つ
思
念
的
・
内
省
的
傾
向
が
あ
る
が
、
宿
世
観
の
約
三
分
の
一

指
は
明
る
く
、
喜
ば
し
い
も
の
で
あ
り
、
ま
た
無
常
観
・
罪
業
観
に
比
べ
れ

ば
、
一
般
に
い
っ
て
、
そ
の
感
動
は
浅
く
て
、
散
文
的
で
あ
る
。
無
常
と
罪
業

と
は
思
う
心
に
も
、
思
う
機
縁
に
も
、
心
の
打
た
れ
る
も
の
が
あ
る
が
、
宿
世

は
思
う
機
縁
に
も
散
漫
な
も
の
が
あ
り
、
思
う
主
体
も
切
実
な
現
実
感
を
持
た

な
い
も
の
が
少
く
な
い
。
例
え
ば
、
明
石
の
上
の
母
の
尼
君
が
源
氏
の
住
吉
詣

に
伴
わ
れ
た
時
、
立
派
な
御
馳
走
を
提
供
さ
れ
た
の
を
み
た
女
房
達
が
、
 
「
め

ざ
ま
し
き
女
の
御
宿
世
か
な
」
と
蔭
口
を
た
＼
く
が
、
こ
こ
で
は
何
も
宿
世
な

ど
持
出
す
ほ
ど
の
こ
と
で
は
な
い
。
こ
れ
は
一
例
で
あ
る
が
、
無
常
や
罪
業
に

比
べ
て
、
極
め
て
手
軽
に
、
簡
単
に
思
わ
れ
る
一
面
が
あ
る
の
で
、
そ
れ
ら
の

約
三
倍
に
近
い
用
例
と
も
な
っ
た
の
で
あ
る
。
仏
教
と
し
て
は
、
無
常
と
罪
業

と
は
教
理
と
し
て
、
深
く
考
究
・
思
念
さ
れ
て
い
る
が
、
宿
世
は
一
少
く
と
も

こ
の
物
語
に
表
わ
れ
て
い
る
意
味
で
の
宿
世
は
1
殆
ど
考
究
・
思
念
さ
れ
て
い

な
い
。
宿
世
思
想
は
仏
教
の
教
理
か
ら
み
て
も
、
正
統
と
は
し
が
た
く
、
こ
の

物
語
で
も
世
俗
的
で
あ
り
、
浅
近
で
あ
る
。

 
第
二
に
、
宿
世
の
性
質
と
し
て
注
目
す
べ
き
も
の
は
、
確
実
な
心
証
が
な
い

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
無
常
や
罪
業
の
思
い
に
は
、
切
実
な
心
証
が
あ
る
。
無

常
の
場
合
は
生
老
病
死
と
か
、
世
の
中
の
変
化
と
か
、
ま
た
個
人
の
運
命
の
転

変
と
か
い
う
、
現
実
の
事
態
が
契
…
機
と
な
っ
て
、
 
「
常
な
き
世
な
り
」
 
「
世
の
，

申
は
平
な
き
も
の
を
」
 
「
世
の
中
定
め
な
き
に
つ
け
て
も
」
 
「
命
こ
そ
定
め
な

き
世
な
れ
」
な
ど
と
い
う
断
定
的
な
思
い
を
引
起
こ
す
。
罪
業
の
場
合
も
身
に

覚
え
が
あ
っ
て
、
「
わ
が
御
寮
の
ほ
ど
恐
ろ
し
う
」
「
こ
の
世
な
ら
ぬ
罪
な
り
」
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「
罪
を
だ
に
失
は
む
」
 
「
罪
深
き
身
」
な
ど
と
い
う
切
実
な
思
い
を
起
こ
す
。

無
常
観
や
罪
業
観
に
は
確
か
な
契
機
が
あ
っ
て
、
確
実
な
心
証
の
裏
付
け
が
あ

る
が
、
宿
世
観
に
は
そ
れ
が
な
い
。
宿
世
が
分
ら
な
い
、
知
ら
れ
な
い
と
再

三
、
再
四
い
わ
れ
て
い
る
の
も
、
こ
の
心
証
が
な
い
た
め
で
あ
る
。
前
の
明
石

の
尼
君
を
そ
し
っ
た
女
房
達
も
、
尼
君
の
宿
世
に
つ
い
て
、
何
の
心
証
の
支
え

が
あ
る
わ
け
で
も
な
い
。
こ
の
よ
う
な
性
質
の
た
め
、
そ
れ
は
推
測
の
域
を
出

ず
、
無
常
観
や
罪
業
観
の
よ
う
な
、
切
実
・
深
刻
な
思
い
と
は
な
り
得
な
い
の

で
あ
る
。

 
第
三
に
、
宿
世
観
に
も
契
機
が
な
い
の
で
は
な
く
、
何
か
異
常
と
思
わ
れ
る

事
を
契
機
と
し
て
起
こ
り
、
そ
の
異
常
事
の
原
因
を
宿
世
で
解
釈
す
る
の
で
あ

る
。
前
の
明
石
の
尼
君
に
し
て
も
、
異
常
に
厚
遇
さ
れ
て
い
る
と
思
う
こ
と
か

ら
起
こ
っ
て
い
る
。
ま
た
源
氏
は
夕
顔
に
対
し
て
、
わ
れ
な
が
ら
不
思
議
と
思

う
ほ
ど
心
が
引
か
れ
、
更
に
そ
の
異
常
な
死
に
会
っ
て
、
し
ば
し
ば
宿
世
を
思

い
、
ま
た
須
磨
へ
の
退
転
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
は
、
自
他
に
よ
っ
て
度
々
宿
世

が
思
わ
れ
て
い
る
。
源
氏
と
藤
壼
、
柏
木
と
女
三
宮
、
匂
宮
と
浮
舟
と
の
よ
う

な
密
通
事
件
、
そ
の
他
異
常
と
思
わ
れ
る
事
に
は
、
当
事
者
や
他
の
者
が
し
ば

し
ば
宿
世
を
思
っ
て
、
宿
世
で
異
常
の
解
釈
を
し
て
い
る
。
し
か
し
匂
宮
と
浮

舟
と
の
場
合
、
浮
舟
方
は
異
常
で
あ
る
た
め
、
再
三
宿
世
の
思
い
を
起
こ
す

が
、
匂
宮
は
計
画
的
に
行
っ
」
た
の
だ
か
ら
宿
世
の
思
い
は
起
こ
さ
な
い
。
押
し

立
っ
て
玉
髭
を
手
に
入
れ
た
髭
黒
に
は
、
宿
世
の
思
い
が
な
く
、
心
外
な
こ
と

に
な
っ
た
と
思
う
玉
髭
に
は
、
 
「
思
は
ず
に
憂
き
宿
世
」
の
思
い
が
湧
く
。
源

氏
が
藤
壼
に
会
わ
う
と
忍
び
こ
み
、
近
づ
い
て
御
衣
を
引
く
と
、
愚
考
は
逃
れ

よ
う
と
す
る
が
、
御
衣
に
髪
が
と
り
添
え
ら
れ
て
、
逃
れ
ら
れ
な
く
な
り
、
「

い
と
心
憂
く
、
宿
世
の
ほ
ど
お
ぼ
し
知
ら
れ
て
い
み
じ
」
（
賢
君
）
と
思
う
が
、

忍
び
こ
ん
だ
源
氏
に
は
、
宿
世
の
思
い
が
起
こ
ら
な
い
。
西
宮
・
髭
黒
．
源
氏

に
起
ら
な
い
の
は
、
自
分
が
や
っ
た
の
で
、
意
外
で
は
な
い
た
め
で
あ
り
、
浮

舟
・
玉
髭
・
藤
壷
に
起
こ
っ
た
の
は
、
そ
れ
が
意
外
な
た
め
で
あ
る
。
同
一
事

象
に
対
し
て
、
宿
世
が
思
わ
れ
た
り
、
思
わ
れ
な
か
っ
た
り
す
る
と
い
う
こ
と

は
、
そ
の
事
象
が
本
当
に
宿
世
に
よ
る
も
の
か
ど
う
か
、
そ
の
客
観
性
は
疑
わ

し
い
こ
と
に
な
る
が
、
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
個
々
の
宿
世
は
人
間
の
力
で
動

か
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
宿
世
自
体
に
は
客
観
性
と
い
う
よ
う
な
も
の
は

な
く
、
そ
れ
を
思
う
人
の
、
主
観
的
な
解
釈
で
あ
る
と
も
い
え
る
。
以
上
宿
世

観
の
特
質
と
し
て
、
世
俗
的
で
浅
近
で
あ
る
こ
と
、
確
た
る
心
証
が
な
い
こ

と
、
異
常
事
象
の
解
釈
原
理
で
あ
る
こ
と
の
三
点
を
考
え
た
が
、
こ
の
性
質
は

人
間
の
自
主
性
と
の
関
係
を
考
察
す
る
場
合
に
、
重
要
な
意
味
を
も
つ
。

三

 
具
体
的
な
事
例
に
つ
い
て
、
人
間
の
自
主
性
と
宿
世
の
力
と
の
関
係
を
検
討

す
る
。
e
柏
木
は
押
し
て
女
三
の
宮
に
会
っ
た
後
で
、
ω
「
な
ほ
か
く
逃
れ
禰

宿
世
の
、
浅
か
ら
ざ
り
け
る
と
、
お
ぼ
し
な
せ
」
（
若
菜
下
・
以
下
同
）
と
、
宿

世
と
思
い
な
さ
い
と
説
き
、
宮
は
ω
「
契
り
心
憂
き
御
身
」
と
泣
く
。
柏
木
の

子
を
懐
胎
し
て
悩
む
よ
う
に
な
る
と
、
地
の
文
で
、
㈲
「
あ
は
れ
な
る
御
宿
世

に
ぞ
あ
り
け
る
」
と
い
う
。
後
に
柏
木
は
源
氏
に
会
っ
て
、
皮
肉
極
ま
る
あ
て

こ
す
り
を
い
わ
れ
、
悩
ん
で
病
気
に
な
り
、
ω
「
つ
ひ
に
、
な
ほ
世
に
立
ち
ま

ふ
べ
く
も
覚
え
ぬ
物
思
ひ
の
、
一
方
な
ら
ず
身
に
添
ひ
に
た
る
は
、
我
よ
り
ほ

か
に
誰
か
は
つ
ら
き
。
心
づ
か
ら
も
て
損
ひ
つ
る
に
こ
そ
あ
め
れ
と
思
ふ
に
、
，

恨
む
べ
き
人
も
な
し
。
神
仏
を
か
こ
た
む
方
な
き
は
、
こ
れ
皆
さ
る
べ
き
こ
そ
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あ
ら
め
」
 
（
柏
木
・
以
下
同
）
と
思
っ
て
死
を
願
う
。
訪
ね
て
来
た
宮
の
女
房

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
む
 
む
 
 
む
 
む

の
小
侍
従
に
対
し
て
、
㈲
「
い
か
な
る
昔
の
契
り
に
て
、
か
か
る
こ
と
し
も
心

に
し
み
け
む
」
と
い
っ
て
泣
く
。
つ
い
に
宮
は
出
家
し
、
柏
木
は
死
ぬ
る
が
、

柏
木
の
死
を
聞
い
た
宮
も
、
㈲
「
げ
に
か
か
る
べ
き
契
り
に
て
や
、
思
ひ
の
外

の
心
憂
き
こ
と
（
薫
の
出
生
）
も
あ
り
け
む
」
と
思
っ
て
泣
く
。
夕
霧
は
う
す

う
す
密
通
に
感
付
い
て
、
ω
「
さ
る
べ
き
昔
の
契
り
と
い
ひ
な
が
ら
、
い
と
か

ろ
が
う
し
う
、
あ
ぢ
き
な
き
事
な
り
か
し
」
と
、
柏
木
を
非
難
す
る
思
い
を
懐

く
。
そ
の
後
源
氏
は
無
心
に
育
つ
薫
を
み
て
、
㈹
「
こ
の
人
の
出
で
も
の
し
給

ふ
べ
き
契
り
に
て
、
さ
る
思
ひ
の
外
の
事
（
密
通
）
も
、
あ
る
に
ご
そ
は
あ
り

け
め
」
 
（
横
笛
）
と
、
あ
わ
れ
に
思
う
。
こ
の
事
件
で
宿
世
を
思
う
こ
と
八
回

で
、
密
通
は
全
く
宿
縁
の
な
せ
る
わ
ざ
の
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
。
し
か
し
ω

ω
ω
な
ど
を
仔
細
に
考
察
す
る
と
、
思
想
の
基
盤
に
そ
う
と
は
い
え
な
い
も
の

の
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

 
柏
木
が
宮
に
近
づ
い
た
の
は
、
計
画
的
で
あ
っ
て
も
、
通
じ
た
の
は
時
の
は

ず
み
で
あ
り
、
為
れ
な
が
ら
驚
く
べ
き
こ
と
で
あ
っ
た
か
ら
、
宿
世
観
も
起

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
む
 
 
む
 
 
む
 
 
 
 
 
 

り
、
宮
に
対
し
て
「
逃
れ
ぬ
宿
世
の
浅
か
ら
ざ
り
け
る
と
、
お
ぼ
し
な
せ
」
と

い
う
。
こ
れ
は
柏
木
の
実
感
で
も
あ
ろ
う
が
、
む
し
ろ
宮
に
対
し
て
、
そ
う
思

っ
て
諦
ら
め
な
さ
い
と
慰
め
る
意
味
が
強
い
で
あ
ろ
う
。
柏
木
に
と
っ
て
も
、

宮
に
と
っ
て
も
、
予
想
も
し
な
か
っ
た
意
外
な
異
常
事
態
で
あ
っ
た
に
も
か
か

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
む
 
 
む
 
 
む
 
む
 
む

わ
ら
ず
、
宿
世
で
あ
る
と
は
い
わ
な
い
で
、
「
お
ぼ
し
な
せ
」
と
い
う
所
に
、

宿
世
観
に
確
実
な
心
証
の
な
い
こ
と
が
表
わ
れ
て
い
る
。
柏
木
の
直
接
的
心
証

は
わ
が
行
為
を
起
し
た
自
覚
で
あ
る
。
 
「
我
よ
り
ほ
か
に
誰
か
は
つ
ら
き
。
心

づ
か
ら
も
て
そ
こ
な
ひ
つ
る
に
こ
そ
あ
め
れ
」
と
い
う
こ
と
は
、
確
実
な
自
己

の
心
証
で
あ
る
。
自
分
の
責
任
で
仕
出
し
た
こ
と
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
源
氏
に
対

源
氏
物
語
の
倫
理
思
想
日
一
宿
世
の
意
識
を
中
心
と
し
て
一

し
て
顔
向
け
が
で
き
な
い
と
思
い
、
そ
の
罪
の
償
い
に
、
死
ま
で
も
思
う
の
で

あ
る
。

 
こ
の
よ
う
に
責
任
を
自
覚
し
な
が
ら
、
他
方
で
は
「
こ
れ
皆
さ
る
べ
き
に
こ

そ
あ
ら
め
」
と
も
思
う
。
し
か
し
否
定
で
き
な
い
直
接
的
な
意
識
的
事
実
は
、

宮
の
け
は
い
に
催
さ
れ
て
「
さ
か
し
く
思
ひ
し
つ
む
る
心
」
も
失
せ
て
、
つ
い

過
ち
を
犯
し
た
と
い
う
心
証
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
は
痛
切
に
思
い
知
ら
さ
れ
て

い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
「
こ
れ
皆
さ
る
べ
き
に
こ
そ
あ
ら
め
」
と
い
う
思
い

は
、
自
証
の
意
識
が
な
く
、
推
測
で
あ
っ
て
、
確
信
の
な
い
も
の
で
あ
る
。
罪

を
犯
し
た
意
識
の
、
生
ま
生
ま
し
い
生
動
に
対
し
て
、
こ
れ
は
は
か
な
い
歎
息

の
声
で
、
僅
か
に
自
己
を
慰
め
る
力
の
弱
い
感
傷
で
あ
る
。
 
「
お
ぼ
し
な
せ
」

と
い
い
、
 
「
さ
る
べ
き
に
こ
そ
あ
ら
め
」
と
い
う
思
い
は
、
自
覚
・
自
責
の
念

の
よ
う
に
、
内
か
ら
こ
み
上
げ
て
く
る
思
い
で
は
な
い
。
宿
世
の
念
と
自
責
の

思
い
と
は
、
表
面
的
に
は
矛
盾
し
て
い
る
が
、
実
は
次
元
を
異
に
し
て
共
存
し

て
い
る
。
柏
木
は
自
己
の
行
為
に
対
し
て
、
内
心
の
自
覚
に
基
づ
い
て
、
責
任

を
採
っ
て
お
り
、
宿
世
の
思
い
は
そ
の
自
覚
の
意
識
を
超
越
す
る
、
暗
々
の
道

理
を
思
う
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
自
覚
の
意
識
を
超
越
す
る
だ
け
に
、
そ
れ
が

自
己
の
行
動
を
起
こ
し
た
と
は
、
全
く
思
っ
て
お
ら
ず
、
宿
縁
に
託
し
て
、
責

任
を
軽
く
し
ょ
う
と
も
思
っ
て
い
な
い
。

 
し
か
し
ま
た
他
方
で
は
、
病
臥
中
訪
ね
て
き
た
小
侍
従
（
柏
木
と
女
三
宮
と

の
聞
を
取
持
っ
た
女
房
）
に
対
し
て
、
い
か
な
る
昔
の
契
り
で
、
か
か
る
事
を

心
に
し
め
た
の
か
と
い
っ
て
泣
く
。
こ
の
時
は
こ
の
物
語
一
般
の
、
あ
り
ふ
れ

た
宿
世
観
に
戻
っ
て
い
る
。
柏
木
は
自
己
の
行
動
を
、
一
方
で
は
す
べ
て
自
己

の
責
任
と
し
、
他
方
で
は
宿
世
の
力
の
如
く
い
う
が
、
宿
世
の
力
と
自
主
性
と

（19）



の
関
係
は
、
果
し
て
ど
の
よ
う
に
考
え
た
ら
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
、
こ
の
こ
と

を
解
く
意
味
は
、
柏
木
の
親
友
で
柏
木
を
死
の
病
床
に
見
舞
っ
た
夕
霧
の
思
い

か
ら
、
推
知
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
夕
霧
は
前
の
ω
で
、
ω
「
さ
る
べ
き
契
り

と
い
ひ
な
が
ら
」
と
、
一
応
宿
縁
の
力
を
認
め
な
が
ら
、
回
「
い
と
か
ろ
が
う

し
う
、
あ
ぢ
き
な
き
事
」
と
、
柏
木
の
行
動
を
軽
卒
だ
ど
し
て
答
め
て
い
る
。

こ
の
こ
と
は
、
ω
宿
縁
が
心
を
引
く
も
の
で
は
あ
っ
て
も
、
＠
人
問
を
支
配
し

て
し
ま
う
ほ
ど
の
力
が
あ
る
と
は
、
認
め
て
い
な
い
意
味
が
あ
る
。
夕
霧
は
人

間
に
は
、
宿
縁
の
催
し
に
対
抗
し
、
そ
れ
を
規
制
す
る
カ
ー
思
慮
分
別
に
よ
っ

て
、
善
処
す
る
こ
と
の
で
き
る
自
由
意
志
一
が
あ
る
の
だ
と
い
う
こ
と
を
、
前

提
と
し
て
、
柏
木
を
非
難
し
た
の
で
あ
る
。
勿
論
こ
の
こ
と
に
は
、
宿
縁
の
力

と
自
由
意
志
と
の
共
存
が
考
え
ら
れ
て
い
る
が
、
夕
霧
の
非
難
は
後
者
に
重
点

が
置
か
れ
て
い
る
。
夕
霧
の
こ
の
思
い
は
、
柏
木
の
自
覚
と
相
応
じ
て
い
る
。

「
心
づ
か
ら
も
て
そ
こ
な
ひ
つ
る
」
と
自
覚
し
て
い
る
柏
木
の
自
主
性
と
、
夕

霧
が
「
い
と
か
ろ
が
う
し
う
、
あ
ぢ
き
な
き
事
」
と
も
難
じ
た
こ
と
と
は
応
じ

て
い
る
。
こ
の
自
主
性
が
な
け
れ
ば
、
非
難
も
で
き
な
い
。
こ
こ
に
行
為
に
お

け
る
自
主
性
は
、
宿
世
の
力
に
打
勝
つ
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
思
想
が
見
ら
れ

る
。

 
夕
霧
が
柏
木
に
自
主
性
の
欠
け
て
い
る
こ
と
を
難
じ
た
の
と
同
じ
よ
う
な
思

い
が
、
落
葉
の
宮
に
対
す
る
そ
の
母
一
条
御
息
所
に
お
い
て
み
ら
れ
る
。
◎
御

息
所
が
病
気
の
た
め
、
そ
の
娘
の
落
葉
の
宮
と
小
野
の
山
荘
へ
転
地
し
た
時
、

宮
を
恋
慕
す
る
夕
霧
は
、
時
々
御
息
所
を
山
荘
に
見
舞
っ
て
は
、
宮
に
近
づ

き
、
或
夜
泊
っ
て
、
志
を
述
べ
て
求
愛
す
る
。
宮
は
許
さ
な
か
っ
た
が
、
早
朝

退
出
す
る
夕
霧
を
見
た
加
持
僧
が
、
御
息
所
に
夕
霧
が
宮
に
通
っ
て
い
る
と
早

合
点
し
て
非
難
す
る
。
御
息
所
は
驚
き
歎
き
、
宮
を
呼
ん
で
「
な
ほ
御
宿
世
と

は
い
ひ
な
が
ら
、
思
は
ず
に
心
を
さ
な
く
、
人
の
も
ど
き
を
負
ひ
給
ふ
べ
き
こ

と
を
、
取
返
す
べ
き
こ
と
に
は
あ
ら
ね
ど
、
今
よ
り
は
な
ほ
さ
る
心
し
給
へ
。

云
々
」
と
訓
戒
す
る
。
御
息
所
は
宮
は
既
に
夕
霧
に
会
っ
た
も
の
と
思
い
（
そ

れ
を
一
方
で
は
宿
世
の
せ
い
と
し
な
が
ら
も
、
他
方
で
は
甚
だ
考
え
が
幼
稚
で

あ
る
と
し
て
、
轡
め
た
の
で
あ
り
、
こ
れ
は
先
の
夕
霧
の
柏
木
に
対
す
る
思
い

と
同
じ
で
あ
る
。
夕
霧
も
御
息
所
も
共
に
宿
世
の
力
を
思
い
な
が
ら
、
な
お
か

つ
そ
れ
を
拒
否
す
る
自
主
的
行
動
が
あ
る
べ
き
だ
と
す
る
。
こ
の
こ
と
は
人
間

に
は
宿
世
の
催
し
に
対
抗
し
て
、
打
ち
勝
ち
得
る
自
主
的
な
力
が
あ
る
と
す
る

思
想
の
存
在
を
意
味
す
る
。

 
日
雨
夜
の
品
定
で
、
左
馬
頭
は
嫉
妬
す
る
愛
人
指
喰
の
女
に
対
し
て
、
 
「
か

く
お
ぞ
ま
し
く
ぼ
、
い
み
じ
き
契
り
深
く
と
も
、
絶
え
て
ま
た
見
じ
」
 
（
帯

木
）
と
語
っ
た
と
い
う
が
、
こ
の
こ
と
は
い
か
に
深
い
宿
縁
で
も
、
破
り
得
る

と
い
う
自
主
的
な
力
の
存
在
を
予
定
し
て
い
る
。

 
四
匂
宮
は
宇
治
か
ら
京
へ
迎
え
よ
う
と
す
る
中
君
が
、
な
か
な
か
出
京
し
な

い
の
に
業
を
に
や
し
て
「
浅
か
ら
ぬ
中
の
契
り
も
、
絶
え
果
て
ぬ
べ
き
御
す
ま

ひ
を
、
い
か
に
思
し
筆
墨
ふ
ぞ
」
 
（
早
蕨
）
と
恨
む
が
、
こ
こ
に
も
時
と
場
ゆ

に
よ
っ
て
は
、
深
い
宿
縁
も
絶
え
る
と
い
う
思
想
が
み
ら
れ
る
。
左
馬
頭
も
号

笛
も
深
い
宿
縁
で
も
破
れ
る
と
い
う
思
想
に
立
っ
て
、
相
手
を
説
得
し
て
い

る
。 

因
源
氏
は
可
愛
が
り
、
か
つ
恋
慕
し
て
い
た
養
女
玉
覧
が
、
髭
黒
の
大
将
の

も
の
と
な
っ
た
こ
と
を
、
 
「
宿
世
な
ど
い
ふ
も
の
は
、
お
ろ
か
な
ら
ぬ
事
な
れ

ど
、
わ
が
あ
ま
り
な
る
心
に
て
、
か
く
人
や
り
な
ら
ぬ
も
の
は
思
ふ
ぞ
か
し
」

（
眞
木
柱
）
と
残
念
に
思
う
。
 
「
あ
ま
り
な
る
心
」
と
は
、
玉
豊
を
手
に
入
れ

よ
う
と
積
極
的
に
行
動
せ
ず
、
の
ん
気
に
し
て
い
た
こ
と
を
い
う
。
源
氏
は
玉

（20）



鍵
が
髭
黒
と
結
ば
れ
た
こ
と
を
、
宿
縁
と
は
思
い
な
が
ら
、
な
お
自
分
が
積
極

的
に
出
れ
ば
、
そ
れ
を
凌
い
で
、
玉
鷺
を
手
に
入
れ
る
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た

と
思
っ
て
、
残
念
が
る
の
で
あ
り
、
こ
こ
に
も
宿
縁
の
力
を
、
人
間
の
力
で
制

し
得
る
と
す
る
思
想
が
み
ら
れ
る
。

 
因
源
氏
は
六
条
御
息
所
に
冷
た
く
当
っ
た
こ
と
の
償
い
に
と
、
そ
の
子
秋
好

を
冷
泉
帝
に
入
内
さ
せ
て
後
見
す
る
が
、
こ
の
こ
と
を
「
さ
る
べ
き
御
契
り
と

は
い
ひ
な
が
ら
、
取
立
て
て
、
世
の
そ
し
り
人
の
怨
み
を
も
知
ら
ず
、
心
寄
せ
奉

る
を
、
云
々
」
と
い
う
。
秋
好
女
御
（
後
中
宮
）
が
冷
泉
留
と
結
ば
れ
た
こ
と

を
、
源
氏
は
「
さ
る
べ
き
御
契
り
」
と
は
思
う
が
、
ま
た
こ
れ
が
実
現
は
、
自

分
が
特
に
力
を
つ
く
し
た
た
め
だ
と
も
思
う
。
女
御
入
内
の
こ
と
は
、
源
氏
が

帝
の
母
藤
壼
に
説
き
、
後
見
も
な
い
秋
好
に
強
力
な
後
見
を
し
て
、
兄
朱
雀
院

が
望
ん
だ
意
向
に
も
背
き
、
ま
た
既
に
娘
を
入
内
さ
せ
て
い
る
義
兄
頭
中
将
の

恨
み
も
覚
悟
の
上
で
、
強
引
に
実
現
さ
せ
た
の
で
あ
り
、
当
時
の
事
情
か
ら
み

て
、
源
氏
の
心
を
傾
け
て
の
尽
力
が
な
か
っ
た
ら
、
到
底
実
現
す
る
こ
と
で
は

な
い
。
源
氏
は
そ
の
こ
と
を
、
こ
こ
で
控
え
目
に
語
っ
た
の
で
あ
る
。
男
女
が
結

ば
れ
る
こ
と
は
、
こ
の
物
語
で
は
宿
世
に
よ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
れ

さ
え
宿
世
だ
け
で
は
な
く
、
そ
れ
を
成
ず
る
人
間
の
力
が
必
要
な
の
で
あ
る
。

 
以
上
柏
木
の
事
例
を
中
心
と
し
て
六
例
を
あ
げ
、
宿
世
の
力
と
人
間
の
自
主

性
と
の
関
係
、
即
ち
倫
理
的
責
任
所
在
の
問
題
を
検
討
し
た
。
柏
木
の
場
合
、

そ
の
行
為
は
自
主
的
に
な
さ
れ
、
・
そ
の
倫
理
的
責
任
は
自
己
に
あ
る
と
し
て
お

り
、
宿
世
の
意
識
は
行
為
に
は
関
与
せ
ず
、
後
か
ら
解
釈
原
理
と
し
て
回
想
さ

れ
て
い
る
。
柏
木
の
行
為
に
つ
い
て
の
夕
霧
の
宿
世
観
と
、
一
、
条
御
息
所
の
宿

世
観
と
に
は
、
宿
世
の
催
し
が
あ
っ
て
も
、
そ
れ
を
人
の
力
で
制
す
べ
き
だ
と

す
る
意
味
が
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
当
然
宿
世
の
力
も
人
力
で
制
し
得
る
と
す
る

源
氏
物
語
の
倫
理
思
想
日
-
宿
世
の
意
識
を
中
心
と
し
て
一

も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
思
想
が
日
四
㈹
に
表
わ
れ
て
い
る
。
丙
に
は
、
宿
世
の

成
就
に
は
、
人
力
が
加
わ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
と
す
る
意
味
が
あ
る
。
以
上
の
諸

例
に
通
ず
る
趣
旨
は
、
人
間
に
は
宿
世
の
催
し
が
あ
っ
て
、
そ
れ
に
引
か
れ
る

が
、
そ
れ
と
共
に
、
ま
た
そ
れ
に
対
す
る
自
主
的
な
力
が
あ
っ
て
、
そ
の
催
し

を
破
る
こ
と
も
、
成
就
さ
す
こ
と
も
で
き
る
と
す
る
の
で
あ
る
。

 
前
に
述
べ
た
よ
う
に
、
宿
世
の
力
は
因
の
如
く
、
自
主
的
な
力
は
縁
の
如
く

で
、
因
縁
合
し
て
事
が
成
る
と
考
え
ら
れ
る
と
し
て
も
、
こ
の
両
者
は
意
識
的

に
は
次
元
の
違
う
も
の
で
あ
る
。
人
々
が
実
際
に
あ
る
行
為
を
起
こ
す
場
合
は

宿
世
の
力
（
因
）
は
全
然
意
識
せ
ず
、
全
く
自
主
的
な
力
（
縁
）
に
よ
る
。
宿

世
の
力
は
行
動
の
力
と
は
無
縁
で
あ
る
。
そ
れ
は
現
実
の
行
為
の
次
元
で
は
な

く
、
そ
の
行
為
を
回
想
す
る
場
合
の
、
解
釈
に
お
い
て
現
わ
れ
る
だ
け
で
あ

る
。
但
し
そ
れ
は
積
極
的
な
行
為
者
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
そ
の
行
為
を
受
け
る

側
（
例
え
ば
、
前
に
述
べ
た
藤
壼
・
女
三
の
宮
・
浮
舟
の
よ
う
な
人
々
）
で
は
、

自
主
的
な
行
為
の
意
識
が
な
く
て
、
直
ち
に
宿
世
の
意
識
が
起
こ
る
。
起
こ
っ

て
も
、
や
は
り
解
釈
原
理
と
し
て
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
行
動
の
原
理
と
は
な
ら

な
い
。
宿
世
は
知
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
る
か
ら
、
宿
世
の
意
識
に
よ
っ
て
、
，
行
・

動
ず
る
な
ど
と
い
う
こ
と
は
あ
り
得
な
い
。
現
実
の
行
動
の
原
理
と
な
る
の

は
、
人
々
の
自
主
的
な
意
識
で
あ
り
、
宿
世
は
そ
れ
と
は
別
の
次
元
の
意
識
で

あ
ち
か
ら
、
倫
理
的
責
任
は
全
く
の
自
主
的
な
人
間
に
あ
る
。

 
倫
理
的
責
任
の
所
在
は
一
応
以
上
の
よ
う
に
考
え
て
、
す
べ
て
を
人
間
に
帰

し
て
よ
い
よ
う
で
あ
る
が
、
間
題
は
人
間
の
意
識
を
超
越
し
た
所
に
あ
る
、
因

果
応
報
の
摂
理
の
存
在
で
あ
る
。
人
間
は
意
識
し
な
い
に
し
て
も
、
意
識
以
上

の
冥
々
の
力
が
人
間
の
上
に
加
わ
っ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
責
任
は
人
間
だ
け
が

持
つ
べ
き
も
の
で
は
な
く
な
る
。
し
か
し
ま
た
思
う
に
、
人
間
の
上
に
加
わ
る

（21）



そ
の
冥
々
の
力
と
は
、
お
の
ず
か
ら
な
る
心
の
催
し
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
夕
霧

が
柏
木
を
「
き
る
べ
き
昔
の
契
り
」
と
は
い
え
、
い
と
軽
々
し
い
と
難
じ
、
一

条
御
息
所
が
落
葉
宮
を
、
 
「
御
宿
世
と
は
い
ひ
な
が
ら
」
思
慮
が
な
い
と
難
じ

て
も
、
柏
木
が
「
昔
の
契
り
」
を
、
落
葉
宮
が
「
御
宿
世
」
を
、
意
識
し
て
い

て
、
そ
れ
に
引
か
れ
た
と
い
う
の
で
は
な
く
、
そ
れ
に
傾
く
心
の
催
し
を
い

う
。
従
っ
て
、
還
り
に
意
識
以
上
の
冥
々
の
力
が
加
わ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は

お
の
ず
か
ら
傾
向
と
し
て
、
心
に
加
え
ら
れ
た
力
に
ほ
か
な
ら
ず
、
そ
れ
に
対

し
て
は
、
自
主
的
な
力
で
対
抗
で
き
る
と
し
て
い
る
こ
と
は
、
既
に
反
復
し
て

述
べ
た
。
以
上
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
宿
世
の
力
は
考
え
ら
れ
て
も
、
そ
れ
が

行
為
を
規
定
す
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
、
人
間
は
行
為
の
主
体
と
な
り
、
倫
理

的
責
任
を
負
う
べ
き
も
の
と
な
る
。

四

 
宿
世
の
力
が
必
ず
し
も
人
間
の
行
為
を
規
定
す
る
も
の
で
は
な
・
い
と
し
て

も
、
物
語
の
上
で
は
、
宿
世
の
力
が
殆
ど
す
べ
て
の
事
を
決
定
す
る
か
の
如
く

描
か
れ
て
い
る
の
は
、
何
故
で
あ
ろ
う
か
。
前
の
柏
木
の
事
例
で
も
、
ω
㈹
㈲

㈲
㈲
な
ど
は
殆
ど
宿
世
の
力
が
、
密
通
事
件
を
決
定
し
て
い
る
か
の
如
く
描
い

て
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
は
種
々
の
原
因
が
考
え
ら
れ
る
が
、
第
一
に
は
、
宿
世

そ
の
も
の
の
性
質
に
よ
り
、
第
二
に
は
、
物
の
あ
わ
れ
に
生
き
る
人
間
の
心
情

に
よ
り
、
第
三
に
は
、
物
の
あ
わ
れ
を
描
く
、
文
芸
と
し
て
の
表
現
に
よ
る
と

思
わ
れ
る
。
こ
れ
は
直
接
的
に
は
倫
理
思
想
の
問
題
で
は
な
い
が
、
そ
の
背
景

・
基
盤
と
も
い
う
べ
き
意
味
が
あ
る
の
で
、
こ
こ
で
検
討
す
る
。

 
9
宿
世
の
力
は
そ
れ
自
体
で
は
、
事
を
成
じ
な
い
は
ず
で
、
そ
れ
に
必
ず
人

間
の
力
が
加
わ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
既
に
そ
れ
が
心
の
催
し
と
な
る
と
す
れ

ば
、
そ
れ
に
お
の
ず
か
ら
引
か
れ
る
と
い
う
思
い
は
、
当
然
生
ず
る
。
常
に
警

戒
し
て
心
を
引
締
め
、
賢
こ
く
思
慮
分
別
し
て
行
動
す
る
な
ら
ば
、
宿
世
の
催

し
に
流
さ
れ
な
い
で
、
自
主
的
に
行
動
し
得
る
こ
と
が
分
っ
て
い
る
と
し
て

も
、
そ
れ
ほ
ど
の
自
覚
と
努
力
と
の
思
い
が
な
く
、
た
だ
う
か
う
か
と
惰
勢
的

・
慣
習
的
に
行
う
と
か
、
自
己
の
感
情
に
流
さ
れ
て
、
そ
れ
を
制
し
得
な
か
っ

た
と
か
い
う
思
い
が
あ
る
と
、
そ
れ
は
宿
世
に
流
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
と
い
う
よ

う
に
も
な
る
。
宿
世
の
力
が
心
の
催
し
と
な
っ
て
、
人
々
の
上
に
力
を
及
ぼ
す

と
い
う
思
い
が
、
お
の
ず
か
ら
自
他
の
上
に
、
宿
世
の
拘
束
力
を
強
く
思
わ
ず

】
つ
の
原
因
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

 
口
宿
世
の
拘
束
力
は
理
知
的
・
意
志
的
で
、
自
主
性
の
強
い
人
ほ
ど
、
強
く

は
思
わ
な
い
は
ず
で
あ
る
。
素
朴
・
雄
健
な
万
葉
の
人
々
も
、
質
実
・
剛
健
な

鎌
倉
や
戦
国
の
武
人
達
も
、
こ
の
物
語
の
人
々
の
よ
う
に
、
宿
世
の
拘
東
力
を

思
っ
て
は
い
な
い
。
そ
れ
を
思
う
の
は
、
こ
の
物
語
の
世
界
の
人
間
性
に
、
即

ち
物
の
あ
わ
れ
に
生
き
る
人
々
の
心
情
に
、
大
き
な
原
因
が
あ
る
。
本
誌
の
前

々
号
で
は
、
主
と
し
て
物
の
あ
わ
れ
を
中
心
と
し
て
、
倫
理
思
想
の
問
題
を
考

察
し
、
そ
こ
で
物
の
あ
わ
れ
の
性
質
・
意
義
な
ど
を
考
え
た
。
物
の
あ
わ
れ
を

知
る
心
と
は
、
繊
細
・
優
雅
な
美
的
情
趣
と
、
優
に
や
さ
し
い
入
情
と
を
尊

び
、
そ
れ
に
生
き
よ
う
と
す
る
心
で
あ
る
。
そ
れ
は
洗
練
さ
れ
た
文
化
的
感
情

で
は
あ
る
が
、
感
情
を
主
体
面
す
る
か
ら
、
理
知
的
と
か
、
意
志
的
と
か
い
う

心
と
は
対
立
す
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
人
間
自
然
の
性
情
に
立
つ
か
ら
、
そ
の
心

の
発
動
は
そ
れ
自
体
で
は
制
御
し
が
た
い
。
源
氏
が
多
く
の
女
に
心
を
引
か
れ

て
、
夫
の
あ
る
空
蝉
・
藤
壼
・
朧
月
夜
な
ど
と
通
じ
た
の
は
、
そ
れ
を
悪
い
こ

と
と
は
知
っ
て
い
て
も
、
こ
の
自
然
発
動
的
な
感
情
を
制
し
得
な
か
っ
た
た
め

（22）



で
あ
る
。
こ
の
よ
ヶ
な
物
の
あ
わ
れ
に
生
き
る
心
は
、
心
の
催
し
に
流
さ
れ
る

心
で
あ
る
か
ら
、
物
の
あ
わ
れ
に
生
き
る
生
き
方
で
は
、
宿
世
の
力
を
強
く
思

う
よ
う
に
も
な
る
は
ず
で
あ
る
。
源
氏
は
夕
顔
に
引
か
れ
る
心
の
催
し
を
、
い

か
な
る
昔
の
契
り
か
と
思
う
が
、
こ
れ
は
物
の
あ
わ
れ
に
傾
く
己
の
心
を
、
宿

世
の
催
し
と
思
う
も
の
で
あ
る
。
も
し
も
宿
世
の
力
な
ど
を
意
に
介
せ
ず
、
自

主
独
行
の
人
間
を
描
く
な
ら
、
そ
れ
は
も
早
や
こ
の
物
語
の
よ
う
な
、
物
の
あ

わ
れ
を
描
く
文
芸
で
は
な
い
。
こ
の
物
語
の
物
の
あ
わ
れ
を
知
る
繊
弱
優
雅
な

心
こ
そ
、
宿
世
の
催
し
を
強
く
感
ず
る
心
で
あ
り
、
こ
れ
が
こ
の
物
語
で
宿
世

の
力
を
強
く
描
い
た
主
要
な
原
因
で
あ
る
。
な
お
こ
の
物
語
で
は
、
宿
世
を
人

々
の
運
命
と
い
う
意
味
に
多
く
用
い
て
い
る
が
、
こ
れ
も
以
上
の
よ
う
な
理
由

か
ら
、
宿
世
の
力
を
決
定
的
な
も
の
と
考
え
た
た
め
で
あ
る
。

 
日
物
の
あ
わ
れ
を
知
る
心
は
、
宿
世
の
力
を
強
く
感
ず
る
こ
と
で
あ
る
と
し

て
も
、
そ
れ
が
こ
の
物
語
に
甚
だ
多
く
描
か
れ
た
他
の
一
つ
の
原
因
は
、
そ
れ

を
描
く
こ
と
が
、
物
の
あ
わ
れ
を
深
く
し
て
、
表
現
効
果
を
高
く
す
る
た
め
で

あ
る
。
例
え
ば
、
ω
「
女
の
宿
世
は
浮
び
た
る
な
む
あ
は
れ
に
侍
る
」
 
（
帯

木
）
、
ω
「
さ
る
う
と
ま
し
き
こ
と
を
い
ひ
つ
け
ら
る
る
宿
世
の
憂
き
こ
と
」

（
葵
）
、
㈲
「
い
と
心
憂
き
宿
世
の
ほ
ど
、
お
ぼ
し
知
ら
れ
て
い
み
じ
」
 
（
肝

木
）
、
ω
「
思
ひ
の
ほ
か
に
め
で
た
き
宿
世
に
は
あ
り
け
れ
」
 
（
濡
標
）
の
、

ω
は
空
蝉
の
身
の
上
に
か
か
わ
る
事
、
㈲
は
六
条
御
息
所
の
心
、
㈹
は
藤
壼
の

心
、
ω
は
明
石
上
の
こ
と
で
あ
る
が
、
前
後
の
事
情
か
ら
み
て
、
宿
世
の
強
い

力
に
押
し
流
さ
れ
た
さ
ま
に
描
い
て
あ
る
こ
と
は
、
物
の
あ
わ
れ
の
情
趣
を
深

く
し
て
い
る
。
こ
こ
に
宿
世
観
を
持
っ
て
く
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ω
で
は
、
空

蝉
の
意
外
な
運
命
に
対
す
る
感
慨
が
深
く
な
っ
て
お
り
、
②
㈲
で
は
、
二
人
の

苦
衷
が
奥
深
い
も
の
と
な
っ
て
お
り
、
ω
で
は
、
め
で
た
さ
が
強
調
さ
れ
て
い

源
氏
物
語
の
倫
理
思
想
日
一
宿
世
の
意
識
を
中
心
と
し
て
一

る
。
宿
世
の
拘
置
力
が
強
い
こ
と
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
漂
わ
さ
れ
る
は
か
な
い

人
間
の
姿
を
想
わ
せ
て
、
物
の
あ
わ
れ
を
深
く
す
る
た
め
に
も
、
必
要
で
あ
っ

た
。
逆
に
い
え
ば
、
こ
の
物
語
の
文
芸
的
特
質
を
発
揮
す
る
た
め
に
は
、
宿
世

の
拘
東
力
は
強
く
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

 
以
上
の
e
⇔
日
の
よ
う
な
理
由
で
、
宿
世
の
力
を
絶
対
視
す
る
よ
う
な
宿
世

観
が
多
く
描
か
れ
た
と
思
う
が
、
こ
の
こ
と
は
前
に
検
討
し
た
、
宿
世
に
対
す

る
行
為
の
自
主
性
と
、
矛
盾
す
る
も
の
で
は
な
い
。
紫
式
部
は
仏
教
に
通
じ
て

い
る
か
ら
、
宿
世
の
力
が
人
々
の
行
為
の
自
主
性
を
、
な
く
す
る
も
の
で
な
い

こ
と
は
知
っ
て
お
り
、
そ
れ
は
前
に
検
討
し
た
所
で
知
ら
れ
る
。
し
か
し
そ
れ

を
表
面
に
押
出
し
た
の
で
は
、
こ
の
物
語
の
物
の
あ
わ
れ
を
描
く
こ
と
に
背
く

か
ら
、
そ
れ
は
隠
微
な
表
現
で
僅
か
に
示
す
に
と
ど
め
、
多
く
は
宿
世
の
力
を

強
く
描
い
て
、
物
の
あ
わ
れ
を
深
く
し
た
の
で
あ
る
ひ
ま
た
こ
れ
は
恐
ら
く
、

当
時
の
世
俗
的
な
思
想
で
も
あ
っ
た
ろ
う
。
宿
世
を
絶
対
視
す
る
こ
と
は
、
い

わ
ば
広
く
世
間
に
行
わ
れ
て
い
る
通
俗
的
な
思
い
で
あ
り
、
こ
れ
に
対
し
て
自

主
性
を
思
う
の
は
、
小
数
の
者
の
思
念
す
る
高
踏
的
な
思
い
で
あ
ろ
う
。
今
ま

で
の
研
究
者
は
数
の
多
い
通
俗
的
宿
世
観
に
と
ら
わ
れ
て
、
小
数
の
仏
教
精
神

に
立
つ
本
義
的
宿
世
観
を
、
殆
ど
無
視
し
て
い
る
。
そ
れ
で
は
行
為
者
の
責
任

主
体
が
明
ら
か
に
な
ら
な
い
の
で
、
本
稿
で
は
こ
の
物
語
の
宿
世
観
の
本
義
的

な
も
の
は
、
人
間
を
宿
命
的
に
規
制
す
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
く
、
人
間
の
自

主
性
を
認
め
る
も
の
で
あ
り
、
こ
の
物
語
に
お
び
た
だ
し
い
宿
世
観
が
存
在
し

て
、
人
間
を
拘
束
す
る
よ
う
に
見
え
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
 
（
そ
れ
は
前
に
述

べ
た
よ
う
な
理
由
に
よ
る
の
で
あ
っ
て
）
人
間
が
倫
理
的
行
為
の
主
体
で
あ
る

意
味
が
、
は
っ
き
り
存
在
す
る
こ
と
を
、
明
ら
か
に
し
た
が
っ
た
の
で
あ
る
。

（23）


