
「
夕
顔
」
巻
の
主
題
と
方
法
に
つ
い
て

も
の
の
け
．
正
体
論
に
触
れ
つ
つ

武

原

弘

 
「
夕
顔
」
巻
の
な
に
が
し
の
院
に
現
わ
れ
た
も
の
の
け
が
、
そ
の
磁
器
の
事

物
で
あ
っ
た
か
、
あ
る
い
は
六
条
御
息
所
の
怨
霊
で
あ
っ
た
か
と
い
う
問
題
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は
、
古
注
以
来
論
議
を
呼
ん
で
き
た
が
、
両
説
と
も
細
部
に
つ
い
て
多
く
の
問

題
点
を
残
し
た
ま
ま
相
つ
ぐ
修
正
や
訂
正
を
重
ね
、
今
日
に
至
っ
て
も
ま
す
ま

す
混
迷
の
度
を
増
す
ば
か
り
の
根
深
い
論
争
を
展
開
し
て
い
る
。
問
題
は
確
か

に
い
ず
れ
に
も
解
し
う
る
よ
う
な
文
体
の
曖
昧
さ
に
あ
る
の
だ
が
、
こ
の
問
題

は
、
も
の
の
け
の
正
体
の
解
き
明
か
し
と
い
う
単
純
な
謎
解
き
的
興
味
だ
け
で

は
堪
え
ら
れ
そ
う
も
な
い
、
さ
ら
に
重
要
な
課
題
-
源
氏
物
語
が
ま
さ
し
く

物
語
文
学
と
し
て
す
ぐ
れ
た
達
成
を
得
る
ま
で
の
、
す
ぐ
れ
て
物
語
独
自
の
思

想
的
方
法
的
草
筆
の
解
明
1
を
も
含
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。

 
本
稿
は
、
も
の
の
け
の
正
体
論
を
当
面
の
課
題
と
し
な
が
ら
も
、
旧
説
と
は

や
や
視
点
を
異
に
し
、
作
者
の
対
読
者
意
識
の
問
題
を
中
心
と
し
て
夕
顔
物
語

の
形
成
要
因
1
そ
の
方
法
と
主
題
に
つ
い
て
考
察
す
る
こ
と
を
主
旨
と
し
た
‘

も
の
で
あ
る
。
も
の
の
け
正
体
論
争
へ
介
入
す
る
こ
と
が
本
意
で
な
い
の
で
、

旧
説
の
い
ち
い
ち
の
検
討
批
判
、
論
争
の
史
的
展
開
の
追
跡
調
査
な
ど
は
こ
こ

で
省
略
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
に
し
た
が
、
特
に
門
前
真
一
氏
の
一
連
の
ご
論

 
注
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
注
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文
や
深
沢
三
千
男
氏
の
こ
高
論
の
ほ
か
諸
論
に
多
大
の
教
示
を
受
け
な
が
ら
論

争
史
の
概
要
を
た
え
ず
考
慮
に
お
い
て
、
い
く
つ
か
の
重
要
な
争
点
に
つ
い
て

は
適
宜
触
れ
つ
つ
考
察
を
進
め
て
い
く
予
定
で
あ
る
。
な
お
、
テ
キ
ス
ト
に
は

池
田
亀
鑑
校
註
「
源
氏
物
語
」
一
（
朝
日
新
聞
社
）
を
用
い
、
本
文
引
用
で
は

そ
の
頁
数
を
示
し
た
。

 
「
夕
顔
」
巻
の
基
本
的
性
格
を
確
認
し
て
お
く
た
め
に
、
ま
ず
、
本
巻
を
含

め
た
い
わ
ゆ
る
「
帯
木
」
三
巻
（
「
首
木
」
 
「
空
蝉
」
 
「
夕
顔
」
蛭
巻
）
に
注

目
す
る
こ
と
か
ら
は
じ
め
た
い
。

 
周
知
の
よ
う
に
、
こ
れ
ら
「
帯
木
」
三
巻
は
一
続
き
の
物
語
と
し
て
執
筆
さ

れ
て
お
り
、
い
ず
れ
も
光
源
氏
と
中
流
階
層
の
女
た
ち
と
の
交
渉
の
物
語
を
描

い
て
い
る
が
、
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、
「
泥
木
」
巻
の
冒
頭
の
叙
述

は
「
夕
顔
」
巻
末
尾
の
叙
述
と
正
確
な
照
応
関
係
を
示
し
て
い
る
点
か
ら
も
、

三
巻
の
統
一
性
、
完
結
性
は
明
ら
か
で
あ
る
。

 
「
光
源
氏
、
名
の
み
こ
と
ご
と
し
う
、
言
ひ
消
た
れ
給
ふ
誓
多
か
な
る
に
、

い
と
ど
、
か
か
る
す
き
ご
と
ど
も
を
、
末
の
世
に
も
聞
き
伝
え
て
、
軽
び
た
る

名
を
や
流
さ
む
と
、
忍
び
給
ひ
け
る
か
く
ろ
へ
ご
と
を
さ
へ
語
り
伝
へ
け
む
人

（13）

「
夕
顔
」
巻
の
主
題
と
方
法
に
つ
い
て
 
一
も
の
の
け
正
体
論
に
触
れ
つ
つ
i



～

1

の
も
の
言
ひ
ざ
が
な
さ
よ
。
さ
る
は
、
い
と
い
た
く
世
を
青
り
、
ま
め
だ
ち
給

ひ
け
る
程
に
、
な
．
よ
び
か
に
を
か
し
き
事
は
な
く
て
、
交
野
の
少
将
に
は
笑
は

れ
給
ひ
け
む
か
し
。
ま
だ
中
将
な
ど
に
も
の
し
給
ひ
し
時
は
、
内
裏
に
の
み
侍

ひ
よ
う
し
給
ひ
て
、
大
殿
に
は
た
え
だ
え
罷
で
給
ふ
。
し
の
ぶ
の
み
だ
れ
や
、

と
、
疑
ひ
聞
ゆ
る
事
も
あ
り
し
か
ど
、
さ
し
も
、
あ
だ
め
き
目
馴
れ
た
る
、
う

ち
つ
け
の
す
き
ず
き
し
さ
な
ど
は
、
好
ま
し
か
ら
ぬ
御
本
性
に
て
、
ま
れ
に
は

あ
な
が
ち
に
引
き
違
へ
、
心
づ
く
し
な
る
事
を
、
御
心
に
思
し
と
ど
む
る
癖
な

む
、
あ
や
に
く
に
て
、
さ
る
ま
じ
き
御
ふ
る
ま
ひ
も
う
ち
交
り
け
る
」
 
（
襯
～

榔
）

 
 
「
か
や
う
の
く
だ
く
だ
し
き
事
は
、
あ
な
が
ち
に
隠
へ
忍
び
給
ひ
し
も
い
と

、
ほ
し
く
て
、
み
な
洩
し
と
ど
め
た
る
を
、
な
ど
膏
の
御
子
な
ち
む
か
ら
に
、
見

む
人
さ
へ
か
た
ほ
な
ら
ず
、
も
の
誉
め
が
ち
な
る
と
、
つ
く
り
ご
と
め
き
て
と

り
な
す
人
も
の
し
給
ひ
け
れ
ば
な
む
。
あ
ま
り
物
言
ひ
さ
が
な
き
罪
、
さ
り
ど

こ
ろ
な
．
く
」
 
（
8
5
2
）

 
敢
え
て
長
い
引
用
を
施
こ
し
た
の
は
、
こ
の
部
分
が
和
辻
哲
郎
博
士
の
ご
指

摘
以
来
源
氏
物
語
成
立
論
争
の
論
拠
と
な
っ
た
こ
と
の
重
要
さ
の
ほ
か
に
、
い

か
に
も
歯
ぎ
れ
の
悪
い
、
屈
折
し
た
草
子
地
の
文
体
に
お
い
て
も
ほ
ぼ
完
全
に

照
応
し
て
い
る
、
そ
の
全
体
の
文
脈
を
確
認
し
た
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
文
意

■
に
お
い
て
や
や
通
じ
に
く
い
部
分
も
あ
る
が
、
要
は
空
蝉
や
夕
顔
と
光
源
氏
と

の
恋
物
語
が
本
来
の
光
源
氏
に
と
っ
て
は
「
忍
び
給
ひ
け
る
か
く
ろ
へ
ご
と
」

で
あ
っ
て
「
軽
び
た
る
名
を
」
流
す
結
果
と
も
な
る
よ
う
な
「
あ
や
に
く
」
の

「
さ
る
ま
じ
き
御
ふ
る
ま
ひ
」
で
、
「
く
だ
く
だ
し
き
事
」
の
打
ち
明
け
話
に
過

ぎ
な
い
と
い
う
こ
と
を
、
読
者
に
対
し
て
作
者
が
長
々
と
弁
明
し
た
叙
述
で
あ

る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
こ
れ
ら
三
巻
の
物
語
を
傍
系
物
語
と
し

て
本
系
の
そ
れ
と
明
確
に
区
別
し
よ
う
と
し
た
作
者
の
意
図
が
露
わ
で
あ
る
と

同
時
に
、
そ
の
弁
明
の
口
調
の
執
拗
さ
が
私
を
圧
倒
す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら

三
巻
の
物
語
を
描
く
と
き
に
こ
れ
ほ
ど
の
弁
明
な
し
に
は
物
語
る
こ
と
が
出
来
，

な
か
っ
た
、
作
者
に
と
っ
て
さ
し
迫
っ
た
固
辞
と
は
何
か
。
こ
れ
ほ
ど
く
ど
く
．

ど
し
い
断
わ
り
口
上
を
首
尾
に
置
か
な
く
て
は
こ
れ
ら
の
物
語
を
許
容
し
て
く

れ
そ
う
に
な
か
っ
た
当
時
の
物
語
読
者
の
物
語
意
識
と
は
い
か
な
る
も
の
で
あ

っ
た
か
。
お
そ
ら
く
そ
れ
は
、
．
当
時
の
物
語
読
者
の
身
分
階
層
の
問
題
と
密
接

に
関
わ
っ
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

 
源
氏
物
語
の
読
者
層
に
つ
い
て
作
品
中
の
草
子
地
を
手
が
か
り
に
考
察
し
た

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

先
学
の
諸
論
も
既
に
多
い
が
、
か
つ
て
玉
上
琢
弥
氏
が
説
か
れ
た
よ
う
に
、
一

次
読
者
と
し
て
は
ま
ず
権
門
高
貴
の
姫
君
た
ち
が
あ
り
、
そ
の
周
囲
に
二
次
読

者
と
し
て
宮
仕
え
女
房
階
級
の
女
性
た
ち
が
あ
っ
た
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
の
で
'

あ
る
。
氏
の
ご
見
解
に
は
物
語
音
読
論
へ
の
性
急
な
飛
躍
も
あ
っ
て
、
中
野
幸
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一
氏
ほ
か
か
ち
の
批
判
も
強
く
出
さ
れ
て
は
い
る
が
、
物
語
の
真
の
読
者
が
だ

れ
で
あ
っ
た
か
と
い
う
評
価
の
問
題
は
さ
て
お
い
て
、
現
象
と
し
て
斎
わ
れ

た
読
者
層
の
実
態
は
玉
上
氏
の
説
か
れ
た
と
お
り
で
あ
っ
た
も
の
と
考
え
て
よ

い
。
す
な
わ
ち
、
源
氏
物
語
の
作
者
が
ま
ず
最
初
に
身
近
な
読
者
と
し
て
意
識

し
た
の
は
上
の
品
の
姫
君
た
ち
で
あ
っ
た
た
め
、
中
の
品
の
女
の
物
語
を
描
い

た
「
帯
木
」
三
巻
に
は
前
掲
の
如
き
巻
頭
巻
末
の
草
子
地
が
必
要
不
可
欠
だ
っ

た
の
で
あ
る
。
こ
れ
と
同
趣
旨
の
草
子
地
は
作
品
中
の
ほ
か
の
部
分
に
も
数
多

く
散
見
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
例
え
ば
、
 
「
夕
顔
」
巻
㍉
八
月
十
五
夜
の
条
で

庶
民
生
活
を
描
写
し
た
あ
と
「
く
だ
く
だ
し
き
事
の
み
多
か
り
」
 
（
8
5
2
）
と
叙

（14）



、

し
た
り
、
空
女
が
伊
予
介
に
従
っ
て
下
る
折
の
光
源
氏
と
の
交
渉
を
描
く
場
面

で
「
こ
ま
か
な
る
事
ど
も
あ
れ
ど
、
う
る
さ
け
れ
ば
書
か
ず
」
 
（
7
8
2
）
と
詳
描

を
さ
け
た
の
も
、
さ
き
の
草
子
地
と
全
く
同
趣
の
も
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
私
は

草
子
地
と
は
認
め
ら
れ
な
い
客
観
描
写
の
な
か
に
も
草
子
地
の
機
能
と
殆
ど
同

．
様
の
表
現
機
能
を
も
つ
叙
述
を
数
多
く
発
見
で
き
る
。
例
え
ば
、
「
夕
顔
」
巻

始
発
の
条
で
夕
顔
の
庶
民
的
な
住
ま
い
を
叙
し
た
部
分
に
「
桧
垣
と
い
ふ
も

の
」
」
「
蔀
の
や
う
な
る
」
 
「
き
り
か
け
だ
っ
物
」
 
「
小
家
が
ち
に
、
む
つ
か
し

げ
な
る
わ
だ
り
」
と
い
っ
た
間
接
化
表
現
が
め
だ
つ
の
は
、
上
流
貴
族
の
読
者

に
対
し
て
こ
の
よ
う
な
下
層
階
級
の
住
居
の
様
を
直
接
的
に
提
示
す
る
こ
と
が

揮
ら
れ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
し
、
し
ば
ら
く
の
後
門
を
開
け
て
出
て
き
た
惟
光
が

源
氏
に
向
か
っ
て
「
物
の
あ
や
め
日
給
へ
分
く
べ
き
人
も
侍
ら
ぬ
わ
た
り
な
れ

ど
、
ら
う
が
は
し
き
大
路
に
立
ち
お
は
し
ま
し
て
」
 
（
3
4
2
）
と
こ
と
わ
り
を
述

べ
た
詞
も
、
こ
の
場
の
挨
拶
と
し
て
は
や
や
説
明
的
過
ぎ
て
、
む
し
ろ
作
者
の

読
者
に
対
す
る
釈
明
と
受
け
と
ら
れ
な
く
も
な
い
。
さ
ら
に
、
八
月
十
五
夜
の

夕
顔
の
宿
の
条
で
、
む
さ
く
る
し
い
庶
民
の
生
活
を
叙
し
た
あ
と
「
く
だ
く
だ

し
き
事
の
み
多
か
り
」
と
思
い
き
っ
た
省
筆
に
従
っ
た
と
こ
ろ
で
、
筆
を
転
じ

馬
て
「
白
妙
の
憂
う
つ
砧
の
音
…
…
空
飛
ぶ
雁
の
声
」
 
（
㎜
）
と
い
う
情
趣
輩
か

な
自
然
描
写
に
移
行
し
て
い
る
の
も
、
そ
れ
ま
で
の
読
者
の
異
和
感
を
除
去
す

る
た
め
の
作
者
の
周
到
な
用
意
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

 
こ
の
よ
う
な
対
読
者
意
識
に
よ
っ
て
導
か
れ
た
作
者
の
表
現
技
法
は
単
に
こ

う
し
た
叙
述
の
細
部
の
み
に
見
ら
れ
る
の
で
は
な
い
。
「
帯
木
」
巻
前
半
の
雨
夜

の
品
定
め
に
お
け
る
中
の
品
女
性
論
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
、
後
に
展
開
さ
れ

る
空
蝉
物
語
・
夕
顔
物
語
の
序
に
相
当
す
る
も
の
だ
が
、
．
こ
の
よ
う
な
導
入
部

を
前
提
に
し
な
い
で
は
す
ま
さ
れ
な
か
っ
た
対
読
者
意
識
と
は
、
中
流
・
下
流

「
夕
顔
」
巻
の
主
題
と
方
法
に
つ
い
て
 
一
も
の
の
け
正
体
論
に
触
れ
つ
つ
一

の
女
の
物
語
に
対
し
て
生
じ
る
で
あ
ろ
う
読
者
の
無
用
の
臨
機
や
抵
抗
を
未
前

に
防
ご
う
と
し
た
作
者
の
配
慮
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。
豊
野
幸
一
氏
は
、
雨

夜
の
品
定
め
に
お
け
る
女
性
論
が
結
論
に
お
い
て
中
の
品
の
女
性
を
よ
し
と
し

て
い
る
点
を
指
摘
し
て
、
源
氏
物
語
の
読
者
が
一
部
の
権
門
の
姫
君
な
ど
上
の
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品
の
女
性
で
あ
っ
た
と
す
る
見
解
を
否
定
し
て
お
ら
れ
る
が
、
私
に
は
必
ず
し

も
賛
同
で
き
な
い
。
何
故
な
ら
、
雨
夜
の
品
定
め
に
お
け
る
女
性
論
は
そ
の
結

論
に
お
い
て
確
か
に
中
の
品
の
女
性
推
賞
論
と
は
な
っ
て
い
る
も
の
の
、
論
理

の
展
開
過
程
に
は
奇
妙
が
屈
折
が
あ
り
、
必
ず
し
も
明
解
直
蔵
な
論
理
と
は
な

っ
て
い
な
い
。
興
味
深
い
の
は
そ
の
偽
装
と
虚
構
に
み
た
さ
れ
た
文
体
で
あ

る
。
話
題
に
の
ぼ
る
中
の
品
女
性
た
ち
は
、
程
度
の
差
こ
そ
あ
れ
殆
ど
み
な

戯
画
化
さ
れ
て
い
て
、
そ
の
欠
点
を
語
る
口
調
に
は
ど
こ
か
に
椰
楡
の
響
き
さ

え
あ
る
。
当
の
光
源
氏
は
終
始
聞
き
役
に
ま
わ
っ
て
、
時
に
居
眠
り
さ
え
す
る

ほ
ど
の
傍
観
者
ぶ
り
で
あ
る
。
話
題
の
女
性
群
像
は
光
源
氏
に
と
っ
て
単
な
る

好
奇
心
の
対
象
と
は
な
り
得
て
も
、
決
し
て
真
剣
な
恋
の
相
手
で
は
な
い
と
い

う
こ
と
を
作
者
は
言
お
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
事
実
、
品
定
め
の
さ
中

に
あ
っ
て
光
源
氏
の
胸
中
は
「
人
ひ
と
り
の
御
有
様
」
藤
壺
の
イ
メ
ー
ジ
を
追

い
求
め
る
だ
け
で
あ
っ
た
（
2
1
2
）
。
 
議
論
の
場
そ
の
も
の
が
、
天
下
に
名
だ
た

る
好
色
貴
公
子
た
ち
の
退
屈
凌
ぎ
と
い
う
遊
戯
的
雰
囲
気
に
設
定
さ
れ
て
い
る

こ
と
な
ど
含
め
て
、
総
じ
て
、
こ
の
雨
夜
の
品
定
め
は
卒
直
か
つ
真
塾
な
女
性

論
と
は
評
し
難
い
。
勿
論
、
こ
れ
は
巧
妙
に
偽
装
さ
れ
た
作
者
の
ポ
ー
ズ
に
過

ぎ
な
い
。
作
者
の
真
意
は
確
実
に
中
の
品
女
性
の
推
賞
と
い
う
一
点
に
集
中
し

て
い
た
の
だ
が
、
そ
れ
を
物
語
る
に
は
、
上
の
品
の
女
性
を
主
と
し
た
読
者
に

対
し
て
そ
の
よ
う
な
ポ
ー
ズ
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
雨
夜
の
品
定

め
に
お
け
る
女
性
論
が
光
源
氏
の
た
め
に
準
備
さ
れ
た
作
中
人
物
論
で
あ
る
と

（15）



，

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
は
ア

も
、
作
者
自
身
の
女
性
観
の
吐
露
で
あ
る
と
も
両
様
に
評
さ
れ
て
い
る
が
、
お

そ
ら
く
そ
の
両
者
を
同
時
に
意
味
す
る
も
の
と
す
る
の
が
最
も
正
当
な
解
釈
で

あ
ろ
う
。

 
こ
の
よ
う
に
見
て
く
れ
ば
、
中
流
階
級
の
女
性
の
物
語
が
可
能
と
な
る
た
め

に
、
身
分
の
問
題
を
中
核
と
す
る
作
者
の
対
読
者
意
識
が
い
か
に
強
烈
に
作
用

し
て
い
た
か
が
、
ほ
ぼ
明
瞭
と
な
っ
て
く
る
。
そ
の
対
読
者
意
識
は
「
一
木
」
、

三
巻
に
一
貫
し
て
持
続
さ
れ
、
や
が
て
物
語
の
内
的
世
界
一
物
語
の
構
想
や

人
物
の
造
型
法
に
ま
で
深
々
と
関
わ
っ
て
く
る
の
で
あ
っ
て
、
夕
顔
物
語
も
当

然
こ
の
前
提
条
件
の
増
外
に
あ
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
渇
。

二

 
こ
こ
で
「
夕
顔
」
巻
の
も
の
の
け
の
正
体
論
に
触
れ
た
い
。

 
も
の
の
け
の
正
体
を
六
条
御
息
所
の
怨
霊
と
見
る
立
場
の
最
大
の
難
点
は
、

六
条
御
息
所
は
夕
顔
の
存
在
を
知
ら
ず
源
氏
と
夕
顔
の
恋
愛
関
係
に
つ
い
て
も

全
く
聞
知
し
て
い
な
い
点
で
は
あ
る
ま
い
か
。

本
文
に
即
し
て
見
れ
ば
、
源
氏
と
夕
顔
の
饗
行
動
は
確
か
羅
．
λ
ず
鳴
子

御
息
所
と
対
比
し
て
描
写
さ
れ
て
い
る
。
住
ま
い
の
様
子
（
7
4
2
）
、
性
格
（
乃

～
短
）
な
ど
に
つ
い
て
の
対
比
が
進
ん
で
、
も
の
の
け
出
現
の
直
前
の
叙
述

「
六
条
わ
た
り
に
も
、
い
か
に
思
ひ
乱
れ
給
ふ
ら
む
、
う
ら
み
ら
れ
む
に
、
苦

し
う
道
理
な
り
、
と
い
と
ほ
し
き
筋
は
、
先
づ
思
ひ
聞
え
給
ふ
。
何
心
も
な
き

さ
し
む
か
ひ
を
、
あ
は
れ
と
思
す
ま
ま
に
、
あ
ま
り
心
深
く
、
見
る
人
も
苦
し

き
御
有
様
を
、
す
こ
し
取
り
棄
て
ば
や
、
と
思
ひ
く
ら
べ
ら
れ
給
ひ
け
り
」

（
3
6
2
）
に
お
い
て
対
比
描
写
は
極
限
に
至
っ
た
か
に
見
え
る
。
 
（
「
六
条
わ
た

 
り
」
の
女
が
六
条
御
息
所
を
さ
す
こ
ど
は
今
さ
ら
言
う
ま
で
も
な
い
。
）

 
 
し
か
し
、
御
息
所
と
夕
顔
と
の
現
実
的
具
体
人
間
関
係
が
皆
無
で
あ
る
以
上

 
こ
れ
は
単
な
る
、
平
板
な
二
者
対
照
の
描
写
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
っ
て
、
御
息

 
所
が
も
の
の
け
と
な
っ
て
夕
顔
に
と
り
つ
く
と
い
う
、
劇
的
な
三
角
関
係
の
実

 
体
を
準
備
す
る
文
脈
と
受
け
と
め
る
に
は
あ
ま
り
に
不
備
不
足
で
あ
る
。
本
文

 
に
そ
れ
と
は
っ
き
り
叙
述
し
な
く
て
も
御
息
所
が
源
氏
と
夕
顔
の
恋
愛
関
係
に

 
つ
い
て
は
既
に
感
知
し
て
い
て
、
嫉
妬
と
怨
念
に
身
を
焦
し
て
い
た
事
情
を
読

 
者
は
こ
う
し
た
対
比
描
写
の
文
脈
の
背
後
に
読
み
と
っ
て
い
く
べ
き
だ
と
の
見

 
解
も
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
描
法
は
私
に
は
限
度
を
越
え
た
省
筆
と
し
て
、
作

 
品
形
象
に
と
っ
て
重
大
な
欠
陥
を
も
た
ら
す
も
の
と
し
か
考
え
ら
れ
な
い
。

 
 
要
す
る
に
こ
の
御
息
所
と
夕
顔
め
対
比
描
写
は
、
極
端
に
対
照
的
な
人
物
を

 
並
列
し
て
描
く
こ
と
に
よ
っ
て
両
者
の
人
物
像
（
身
分
・
教
養
・
性
格
）
の
相
違

 
を
よ
り
効
果
的
に
印
象
づ
け
る
た
め
の
、
特
に
こ
こ
で
は
夕
顔
の
人
物
豫
を
鮮

 
明
に
す
る
た
め
の
、
単
純
な
二
者
対
照
法
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
以

 
上
で
は
な
い
。
こ
の
よ
う
な
対
照
法
は
源
氏
物
語
の
作
者
が
好
ん
で
用
い
た
手

 
法
で
あ
っ
て
、
例
え
ば
空
蝉
と
軒
端
荻
の
人
物
描
写
も
全
く
同
趣
向
の
も
の
で
．

 
あ
る
。

 
 
思
う
に
、
夕
顔
は
当
初
「
下
の
品
」
の
女
と
し
て
源
氏
の
前
に
登
場
し
て
い

 
る
。
「
か
の
下
が
下
と
、
人
の
思
ひ
棄
て
し
住
な
れ
ど
、
そ
の
中
に
も
、
思
の

 
外
の
口
惜
し
か
ら
ぬ
を
見
つ
け
た
ら
ば
」
 
（
8
4
2
）
「
仮
に
て
も
、
宿
れ
る
住
の

 
程
を
思
ふ
に
、
こ
れ
こ
そ
、
か
の
人
の
定
め
あ
な
づ
り
し
下
の
品
な
ら
め
、
そ

 
の
中
に
、
思
の
外
に
を
か
し
き
事
あ
ら
ば
」
 
（
4
5
2
）
な
ど
の
叙
述
で
、
ダ
顔
の

 
身
分
の
卑
し
さ
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
源
氏
の
夕
顔
に
対
す
る
気
持
が
単
な
る

 
好
奇
心
に
過
ぎ
な
い
こ
と
の
強
調
も
同
時
に
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
よ
う

♂
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な
夕
顔
に
比
し
て
、
六
条
御
息
所
は
前
東
宮
の
妃
と
い
う
前
身
を
も
つ
、
い
わ

ば
「
上
が
上
の
品
」
の
女
性
で
あ
る
。
あ
ら
ゆ
る
点
に
お
い
て
夕
顔
と
は
比
較

に
な
ら
な
い
高
さ
に
あ
る
女
性
で
あ
る
。

 
い
わ
ば
両
極
端
に
あ
る
こ
の
両
者
が
同
じ
恋
の
対
抗
者
と
し
て
相
争
う
と
い

う
こ
と
が
あ
り
得
る
で
あ
ろ
ヶ
か
。
ま
し
て
、
六
条
御
息
所
が
嫉
妬
に
狂
乱
し

て
も
の
の
け
と
化
し
夕
曇
に
と
り
つ
く
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
考
え
ら
れ
そ
う

も
な
い
。
後
の
嬉
々
で
六
条
御
息
所
の
怨
霊
が
と
り
つ
い
た
女
は
、
葵
上
．
野

上
・
女
三
宮
な
ど
、
み
な
皇
族
に
出
自
を
も
つ
高
貴
の
女
性
ば
か
り
で
、
そ
れ

ぞ
れ
源
氏
の
正
妻
か
そ
れ
に
匹
敵
す
る
地
位
に
あ
っ
て
源
氏
の
愛
を
専
有
し
て

い
た
人
物
ば
か
り
で
あ
る
。
も
と
も
と
嫉
妬
心
と
は
そ
の
よ
う
な
対
等
の
レ
ベ

，
ル
に
あ
る
競
争
者
に
の
み
向
け
ら
れ
る
情
念
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
夕
顔
を
と

り
殺
し
た
も
の
の
け
が
六
条
御
息
所
の
怨
霊
で
あ
っ
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
所

以
で
あ
る
。

 
だ
が
、
私
が
強
調
し
た
い
の
は
む
し
ろ
次
の
点
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
本
来

六
条
御
息
所
と
い
う
高
貴
な
女
性
の
登
場
す
る
場
で
は
な
い
「
夕
顔
」
巻
に
一

1
こ
の
巻
は
雨
夜
の
品
定
め
に
よ
っ
て
触
発
さ
れ
た
中
の
品
の
女
に
対
す
る
源

氏
の
好
奇
心
の
物
語
だ
け
で
よ
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
一
彼
女
を
引
き
出
し
て

し
ま
い
な
が
ら
、
し
か
も
御
息
所
と
夕
顔
の
確
執
は
あ
り
う
べ
か
ち
ざ
る
こ
と

と
し
て
諮
れ
を
峻
拒
し
、
得
体
の
知
れ
な
い
も
の
の
け
を
出
現
さ
せ
て
夕
顔
を

死
な
せ
て
し
ま
う
こ
の
物
語
を
要
請
し
、
許
容
し
、
歓
迎
し
た
の
は
、
当
の
上

流
貴
族
女
性
を
主
体
と
し
た
物
語
読
者
自
身
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
て
こ
で

再
確
認
す
べ
き
で
あ
る
。
六
条
御
息
所
の
怨
霊
で
は
決
し
て
な
い
、
こ
の
も
の

の
け
の
正
体
を
最
も
よ
く
知
っ
て
い
た
の
は
、
実
際
、
読
者
自
身
だ
っ
た
の
で

あ
る
。

「
夕
顔
」
巻
の
主
題
と
方
法
に
つ
い
て
 
一
も
の
の
け
正
体
論
に
触
れ
つ
つ
一

三

 
読
者
に
対
す
る
周
到
緻
密
な
用
意
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
い
や
そ
れ
故
に
こ

そ
、
お
よ
そ
結
ば
れ
る
は
ず
も
な
い
源
氏
と
夕
顔
の
恋
路
の
行
方
を
、
当
時
の

読
者
は
興
味
深
く
見
守
っ
て
い
っ
た
に
相
違
な
い
。
そ
れ
は
、
未
知
の
世
界
の

女
に
対
し
て
喚
起
さ
れ
た
源
氏
の
好
奇
心
と
殆
ど
表
裏
一
体
を
な
す
読
者
の
心

理
で
も
あ
る
。
近
づ
く
に
つ
れ
て
こ
の
下
流
女
性
夕
顔
の
容
姿
や
性
格
が
徐
々

に
明
ら
か
に
な
っ
て
く
る
。
 
「
い
と
あ
さ
ま
し
く
柔
か
に
お
ほ
ど
き
て
、
も
の

深
く
重
き
方
は
後
れ
で
、
ひ
た
ぶ
る
に
若
び
た
る
」
 
（
5
5
2
）
夕
顔
の
人
柄
に
源

氏
は
す
つ
か
め
魅
了
さ
れ
て
い
く
。
当
初
は
単
な
る
好
奇
心
に
過
ぎ
な
か
っ
た

の
で
あ
る
が
、
や
が
て
源
氏
は
こ
の
女
に
魂
奪
わ
れ
恋
の
と
り
こ
と
な
っ
て
し

ま
う
の
で
あ
る
。
 
「
今
朝
の
程
昼
間
の
隔
も
お
ぼ
つ
か
な
く
な
ど
、
思
ひ
わ
づ

ら
は
れ
給
へ
ば
、
か
つ
は
い
と
も
の
狂
し
く
」
 
（
5
5
2
）
「
人
目
を
お
ぼ
し
て
、

隔
て
お
き
給
ふ
夜
な
夜
な
な
ど
は
、
い
と
忍
び
が
た
く
、
苦
し
き
ま
で
お
ぼ
え

給
へ
ば
な
ほ
誰
と
な
く
て
二
条
の
院
に
迎
へ
て
む
、
も
し
聞
え
あ
り
て
便
な
か

る
べ
き
事
な
り
と
も
、
さ
る
べ
き
に
こ
そ
は
。
わ
が
心
な
が
ら
、
い
と
か
く
人

に
し
む
こ
と
は
無
き
を
、
い
か
な
る
契
．
に
か
は
あ
り
け
む
、
な
ど
思
ほ
し
寄
る

」
（
6
5
2
）
い
わ
ば
、
恥
も
外
聞
も
な
く
、
名
誉
も
地
位
も
投
げ
う
っ
て
の
灼
熱
の

恋
で
あ
る
。
光
源
氏
と
い
う
理
想
の
貴
公
子
が
、
こ
と
も
あ
ろ
う
に
こ
の
よ
う

な
下
流
の
女
に
こ
れ
ほ
ど
ま
で
熱
中
し
よ
う
と
は
奇
し
く
も
あ
や
に
く
な
運
命

で
は
あ
る
…
…
。
い
さ
さ
か
想
像
を
逞
し
う
す
れ
ば
、
当
時
の
物
語
読
者
が
理

想
の
主
人
公
と
し
て
賛
美
し
憧
憬
し
た
光
源
氏
の
恋
も
、
こ
の
あ
た
り
が
限
度

で
は
な
か
っ
た
か
？

 
下
流
の
女
夕
顔
へ
の
光
源
氏
の
こ
れ
以
上
の
惑
溺
は
読
者
の
許
容
限
度
を
越

（17）



え
る
も
の
で
あ
っ
た
に
相
違
あ
る
ま
い
。
光
源
氏
は
あ
く
ま
で
も
物
語
の
主
人

公
と
し
て
の
理
想
性
を
保
持
し
続
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
彼
に
は
葵
上
や
骨

壺
、
六
条
御
息
所
や
朝
顔
な
ど
の
高
貴
な
女
性
と
の
恋
愛
交
渉
が
継
続
中
で
あ

る
。
夕
顔
の
如
き
下
の
品
の
女
に
は
好
奇
心
以
上
の
愛
情
は
分
不
相
応
で
は
な

、
 
 
＞
 
 
 
 
 
 
 
O

し
カ
．
．
．
．
，
．
．
．
．

 
お
そ
ら
く
作
者
は
そ
の
よ
う
な
読
者
の
心
理
を
計
算
し
な
が
ら
、
極
限
ま
で

き
た
こ
の
や
っ
か
い
な
恋
の
収
拾
を
急
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
．
で
あ

る
。
収
拾
の
手
だ
て
は
い
く
つ
か
あ
る
軌
夕
顔
に
身
を
引
か
せ
る
か
t
こ
の

'
方
法
は
前
の
「
帯
木
」
巻
で
頭
中
将
と
の
恋
の
結
末
で
使
用
済
み
で
あ
る
。
夕

顔
に
源
氏
を
拒
ま
せ
る
か
一
こ
の
方
法
も
空
蝉
物
語
で
検
証
済
み
で
あ
り
、

ま
た
、
夕
顔
の
性
格
上
不
適
当
で
あ
る
。
夕
顔
を
殺
す
か
一
こ
れ
が
残
さ
れ

た
唯
一
の
方
法
で
あ
る
が
、
き
わ
め
て
危
険
な
方
法
で
あ
る
。
誰
が
、
い
つ
、

ど
の
よ
う
な
方
法
で
？
そ
こ
で
作
者
の
想
念
に
浮
か
び
上
が
っ
て
き
た
の
が
、

も
の
の
け
出
現
と
夕
顔
怪
死
の
物
語
の
構
想
で
は
な
か
づ
た
か
。

 
光
源
氏
と
夕
顔
の
愛
情
交
流
が
最
も
高
ま
る
八
月
十
五
夜
の
場
面
の
前
後
か

ら
、
作
者
は
夕
顔
怪
死
事
件
へ
の
伏
線
を
周
到
な
思
意
の
も
と
に
め
ぐ
ら
し
は

じ
め
て
い
る
。
ま
ず
第
一
は
怪
奇
的
描
写
を
多
く
し
て
き
て
い
る
こ
と
。
例
え

ば
「
様
を
か
へ
、
顔
を
も
ほ
の
見
せ
給
は
ず
、
夜
深
き
程
に
、
人
を
し
づ
め
て

出
入
な
ど
し
給
へ
ば
、
者
あ
り
け
む
も
の
の
変
化
め
き
て
」
 
（
5
5
2
）
や
「
げ
に

何
れ
か
狐
な
る
ら
む
な
」
 
（
6
5
2
）
な
ど
の
叙
述
は
、
な
に
が
し
の
院
の
怪
奇
的

雰
囲
気
に
直
結
す
る
文
脈
に
な
っ
て
い
る
。
な
に
が
し
の
院
の
荒
廃
と
鬼
気
迫

る
夕
闇
の
精
密
を
き
わ
め
た
写
実
的
描
写
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
、
も
の
の
け

の
出
現
の
た
め
の
舞
台
装
置
で
あ
る
。
伏
線
の
第
二
は
早
く
か
ら
夕
顔
の
死
を

暗
示
す
る
叙
述
が
み
ら
れ
る
点
で
あ
る
。
例
え
ば
「
い
さ
よ
ふ
月
に
、
ゆ
く
り

な
く
あ
く
が
れ
む
こ
と
を
・
畜
思
ひ
や
す
ら
ひ
・
と
か
く
重
富
に
鯛

に
雲
が
く
れ
て
L
 
（
0
6
2
）
と
あ
る
の
は
明
ら
か
に
女
の
死
の
予
告
で
あ
る
。
ま

た
、
な
に
が
し
の
院
に
着
い
た
直
後
に
女
が
詠
ん
だ
歌
「
山
の
端
の
心
も
知
ら

で
行
く
月
は
う
は
の
空
に
て
影
や
絶
え
な
む
」
 
（
0
6
2
）
に
は
そ
の
こ
と
は
い
つ

・
そ
う
明
白
で
あ
る
。
第
三
は
、
第
二
の
死
の
予
告
描
写
と
も
関
連
す
る
が
、
夕

顔
の
ひ
ど
く
も
の
怖
ぢ
す
る
性
格
の
描
写
で
あ
る
。
 
「
も
の
恐
し
う
す
ご
げ
に

思
ひ
た
れ
ば
」
 
（
0
6
2
）
「
た
と
し
へ
な
く
得
な
る
夕
の
空
を
な
が
め
給
ひ
て
、

奥
の
方
は
暗
う
も
の
む
つ
か
し
、
と
女
は
思
ひ
た
れ
ば
」
 
（
3
6
2
）
 
「
物
を
い
と

 
 
コ

恐
し
と
思
ひ
た
る
様
」
 
（
同
）
な
ど
、
も
の
の
け
に
襲
わ
れ
た
と
き
の
夕
顔
の

も
の
怖
ぢ
ぶ
り
の
伏
線
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
憶
病
で
気
弱
な
夕
顔
の

人
物
像
は
源
氏
と
夕
顔
の
最
初
の
出
会
い
を
叙
し
た
段
で
、
自
ら
進
ん
で
源
氏

・
に
歌
を
詠
み
か
け
て
き
た
夕
顔
と
は
著
し
く
か
け
離
れ
た
も
の
と
な
っ
て
き
て

い
る
が
、
も
の
の
け
に
と
り
殺
さ
れ
る
夕
顔
豫
の
造
型
を
作
者
が
徐
々
に
も
く

ろ
み
は
じ
め
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

 
こ
れ
ら
の
入
念
な
伏
線
描
写
に
よ
っ
て
、
、
物
語
は
も
の
の
け
の
出
現
と
夕
顔

の
急
死
と
い
う
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
へ
と
急
ぎ
展
開
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
そ
の

と
き
の
も
の
の
け
が
何
で
あ
っ
た
か
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
そ
れ
は
そ
の
各
院

に
住
み
つ
い
て
い
た
夏
物
で
あ
る
が
、
た
だ
、
そ
の
忌
物
が
「
い
と
を
か
し
げ

な
る
」
女
と
な
っ
て
現
わ
れ
た
と
こ
ろ
に
こ
の
物
語
の
独
自
な
方
法
が
看
取
さ
、

れ
る
の
で
あ
る
。

 
こ
の
も
の
の
け
出
現
の
物
語
が
、
「
江
談
抄
」
第
三
に
見
ら
れ
る
源
融
の
亡

霊
に
ま
つ
わ
る
怪
奇
説
話
を
踏
ま
え
て
構
想
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
ζ
と
は
、
つ

と
に
指
摘
さ
れ
て
き
た
と
お
り
だ
が
、
こ
こ
で
作
者
は
そ
の
昔
物
語
に
安
易
に

依
拠
し
て
し
ま
う
こ
と
な
く
、
巧
み
な
換
骨
奪
胎
に
よ
っ
て
見
事
な
怪
奇
小
説
．

〔エ8〕



に
仕
立
て
上
げ
た
の
で
あ
る
。
も
の
の
け
の
出
現
を
必
然
的
な
ら
し
め
る
た
め

の
精
巧
な
情
況
設
定
、
緊
迫
感
を
も
り
あ
げ
る
た
め
の
精
密
な
心
理
描
写
は
比

類
の
な
い
も
の
だ
が
、
最
も
注
目
す
べ
き
は
、
こ
の
物
語
に
お
い
て
は
も
の
の

け
を
「
い
と
を
か
し
げ
な
る
」
女
に
変
え
て
い
る
点
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
「
己

が
い
と
め
で
た
し
と
見
奉
る
を
ば
…
…
」
と
怨
言
を
吐
く
の
で
あ
る
が
、
こ
れ

は
上
流
貴
族
の
女
性
た
ち
を
主
た
る
対
象
と
し
た
物
語
読
者
に
対
し
て
、
生
々

し
い
人
間
関
係
の
確
執
を
想
起
さ
せ
る
、
ド
ラ
マ
テ
ィ
ッ
ク
な
構
成
の
物
語
形

象
と
な
り
得
て
い
る
の
で
あ
る
。
-
こ
の
も
の
の
け
の
正
体
と
は
、
だ
れ
か
特
定

の
一
女
性
を
さ
す
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
だ
れ
で
も
よ
い
、
下
の
品
の
女
で
あ

り
な
が
ら
あ
れ
ほ
ど
源
氏
か
ら
熱
愛
さ
れ
、
高
貴
な
葵
上
や
六
条
御
息
所
を
さ

み
し
が
ら
せ
る
結
果
を
も
た
ら
し
た
夕
顔
に
嫉
妬
と
反
感
を
抱
い
た
読
者
た
ち

が
喚
び
出
し
た
、
幻
の
衣
で
あ
る
。
読
者
自
身
の
内
界
に
無
意
識
の
裡
に
型
ど

ら
れ
て
い
た
、
夕
顔
へ
の
殺
意
に
み
ち
た
妄
念
が
こ
の
よ
う
な
も
の
の
け
の
出

現
を
む
し
ろ
期
待
し
て
い
た
こ
と
を
、
・
作
者
は
計
算
ず
み
で
あ
っ
た
。
極
言
し

て
、
こ
の
も
の
の
け
の
女
は
読
者
自
身
の
i
権
門
高
貴
の
姫
君
た
ち
の
夕
顔

に
対
す
る
怨
念
で
あ
っ
た
と
い
う
言
い
方
も
あ
な
が
ち
不
当
な
も
の
で
は
あ

る
ま
い
。

 
既
述
し
た
よ
う
に
、
「
高
木
」
三
巻
の
物
語
が
し
た
た
か
な
対
読
者
意
識
に

よ
っ
て
領
導
さ
れ
て
展
開
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
知
れ
ば
、
こ
の
夕
顔
物
語

に
お
け
る
も
の
の
け
出
現
も
夕
顔
怪
死
事
件
も
当
然
そ
の
条
件
下
に
構
想
さ
れ

た
も
の
と
み
な
く
て
は
な
る
ま
い
。
結
ば
れ
る
べ
く
も
な
い
源
氏
と
夕
顔
の
恋

が
、
も
の
の
け
の
出
現
と
い
う
超
現
実
的
契
機
の
導
入
に
よ
っ
て
い
っ
そ
う
完

全
な
虚
構
世
界
を
形
成
し
、
そ
の
虚
構
化
の
故
に
必
然
化
さ
れ
た
夕
顔
の
急
死

は
読
者
に
受
け
入
れ
ら
れ
、
主
人
公
光
源
氏
の
理
想
性
も
ま
た
読
者
に
保
全
さ

「
夕
顔
」
巻
の
主
題
と
方
法
に
つ
」
い
て
 
一
も
の
の
け
正
体
論
に
触
れ
つ
つ
一

れ
得
た
の
で
あ
る
。
作
者
の
計
算
さ
れ
た
筆
運
び
と
巧
妙
な
テ
ク
ニ
ッ
ク
を
見

る
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
夕
顔
怪
死
と
い
う
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
後
の
物
語
展
開

に
お
い
て
も
、
作
者
の
用
意
周
到
な
表
現
の
営
為
は
い
さ
さ
か
も
ゆ
る
む
こ
と

は
な
い
。
夕
顔
を
失
な
っ
た
面
後
の
光
源
氏
の
痛
切
な
悲
傷
が
綿
々
と
描
き
尽

く
さ
れ
、
さ
ら
に
夕
顔
の
死
を
世
間
か
ら
完
全
に
隠
蔽
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
源

氏
を
醜
聞
か
ら
守
る
の
は
、
い
か
な
る
女
性
を
も
最
後
ま
で
愛
し
ぬ
く
源
氏
の

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
デ
ィ
テ
ー
ル

誠
実
さ
と
理
想
性
を
維
持
す
る
た
め
の
細
部
叙
述
と
し
て
重
要
な
役
割
を
果

し
て
い
る
。
さ
ら
に
注
意
す
べ
き
は
、
こ
こ
に
至
っ
て
本
文
は
は
じ
め
て
夕
顔

の
素
姓
に
触
れ
、
こ
れ
ま
で
下
の
品
と
し
て
見
ら
れ
て
い
た
彼
女
が
実
際
に
は

中
の
品
の
女
性
で
、
光
源
氏
に
ふ
さ
わ
し
い
高
貴
の
出
自
に
は
な
い
ま
で
も
、

好
奇
の
対
象
と
し
て
は
と
に
か
く
許
容
さ
れ
得
る
女
性
像
で
あ
る
こ
と
を
証
言

し
て
い
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
雨
夜
の
品
定
め
を
直
接
に
承
け
た
、
ま
ぎ
れ
，

も
な
い
中
の
品
の
女
の
物
語
で
あ
っ
た
こ
と
の
証
言
で
あ
る
。
そ
れ
は
（
登
場

人
物
右
近
の
会
話
中
に
叙
せ
ら
れ
て
は
い
る
が
、
見
方
を
変
え
れ
ば
夕
顔
に
対

し
て
い
さ
さ
か
反
感
と
嫉
妬
を
抱
い
て
い
た
読
者
に
対
す
る
作
者
の
弁
明
で
あ

り
、
一
種
の
ア
フ
タ
ケ
ア
と
も
な
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
じ
め
て
読
者
は
夕
顔

に
対
し
同
情
と
哀
惜
の
感
を
強
く
し
た
で
あ
ろ
う
。
読
者
た
ち
は
、
主
人
公
光

源
氏
と
と
も
に
、
こ
の
薄
幸
の
女
夕
顔
の
急
死
を
い
た
み
悲
し
む
は
か
な
か
っ

た
で
あ
ろ
う
。

四

そ
れ
に
し
て
も
、
こ
の
よ
う
な
巧
妙
で
怪
奇
性
に
富
ん
だ
物
語
手
法
に
よ
っ

て
展
開
さ
れ
た
夕
顔
の
物
語
で
語
ろ
う
と
し
て
い
る
作
者
の
真
意
と
は
何
で
あ

（19）



ろ
う
か
。

 
既
述
の
よ
う
に
、
源
氏
と
夕
顔
の
出
会
い
は
、
当
初
、
未
知
の
世
界
で
あ
る
，

下
層
階
級
の
女
に
対
す
る
源
氏
の
一
時
的
好
奇
心
か
ら
始
発
し
た
。
そ
し
て
そ

れ
は
、
当
時
源
氏
を
と
り
ま
い
て
い
た
上
流
階
級
の
女
性
t
肩
上
・
六
条
御

息
所
・
藤
壺
と
の
満
た
さ
れ
ぬ
愛
の
補
償
作
用
と
し
て
の
意
味
を
も
っ
て
い

た
。
と
り
わ
け
、
藤
壷
へ
の
熱
烈
な
思
慕
の
情
は
満
た
さ
れ
な
い
こ
と
に
よ
っ

て
ま
す
ま
す
激
化
し
源
氏
を
一
時
的
な
好
色
的
行
動
に
走
ら
せ
た
。
と
で
う

が
、
夕
顔
に
対
す
る
源
氏
の
愛
情
は
い
つ
し
か
こ
の
よ
う
な
好
奇
心
の
域
を
超

え
出
て
、
本
格
的
な
、
真
実
の
愛
へ
と
高
潮
し
て
い
っ
た
。
こ
の
女
と
の
愛
を

全
う
す
る
た
め
に
は
全
て
を
投
げ
う
っ
て
も
よ
い
と
考
え
る
ほ
ど
源
氏
の
恋
情

は
燃
え
さ
か
っ
た
。
そ
れ
ほ
ど
夕
顔
は
源
氏
に
と
っ
て
魅
力
的
で
あ
っ
た
が
、

そ
の
夕
顔
の
魅
力
と
は
ひ
と
え
に
彼
女
の
人
柄
（
人
格
）
に
起
因
す
る
も
の
で

あ
っ
て
、
「
品
」
 
（
出
自
・
身
分
・
社
会
的
地
位
）
と
は
無
関
係
の
、
独
立
し

た
一
人
の
女
性
（
人
間
）
の
人
格
が
も
つ
魅
力
で
あ
っ
た
点
に
留
意
す
べ
き
で

あ
る
。
か
つ
て
雨
夜
の
品
定
め
で
馬
頭
が
「
今
は
た
だ
品
に
も
よ
ら
じ
。
容
貌

を
ば
ざ
ら
に
も
い
は
じ
。
…
た
だ
偏
に
物
ま
め
や
か
に
、
静
か
な
る
心
の
趣
な

ら
む
よ
る
べ
を
ぞ
、
つ
ひ
の
頼
み
所
に
は
思
ひ
置
く
べ
か
り
け
る
」
 
（
3
9
1
）
と

力
説
し
た
女
性
像
と
は
、
こ
の
夕
顔
の
人
間
像
に
ほ
か
な
ら
な
い
こ
と
が
知
れ

る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
す
ぐ
れ
た
女
性
は
中
の
品
に
し
か
求
め
ら
れ
な
い

と
も
彼
等
は
語
っ
て
い
た
。
源
氏
自
身
も
ま
た
貴
族
社
会
に
身
を
置
い
て
い
る

が
故
の
い
っ
さ
い
の
制
約
を
い
ま
放
棄
し
て
一
人
の
独
立
し
た
人
間
（
男
性
）

と
し
て
夕
顔
と
相
対
し
た
の
で
あ
る
。
両
者
が
互
に
名
前
も
素
姓
も
明
か
さ
ず

顔
さ
え
隠
．
し
て
対
座
し
て
い
る
場
面
は
、
こ
の
意
味
の
故
に
き
わ
め
て
象
徴
的

で
あ
る
。
こ
こ
で
は
純
粋
．
な
愛
の
交
流
の
ほ
か
い
っ
さ
い
が
無
意
味
で
あ
る
。

有
意
味
な
も
の
は
真
心
と
愛
に
よ
る
人
間
の
信
頼
だ
け
で
あ
る
。

 
も
の
の
け
の
出
現
に
よ
っ
て
夕
顔
の
急
死
に
あ
っ
た
光
源
氏
の
悲
傷
痛
恨
が

い
か
に
深
か
っ
た
か
は
、
そ
れ
に
ま
つ
わ
る
哀
感
切
々
た
る
長
い
叙
述
を
読
め

ば
既
に
明
白
で
あ
る
。
源
氏
は
彼
の
青
春
時
代
の
最
も
大
切
な
純
愛
と
真
実
の
、

対
象
を
高
な
っ
た
の
で
あ
る
。
源
氏
は
終
生
、
こ
の
夕
顔
を
忘
れ
る
こ
と
が
な

か
っ
た
。
 
（
後
の
「
末
摘
花
」
 
「
玉
童
」
諸
巻
に
も
亡
き
夕
顔
を
追
慕
す
る
源

氏
の
心
中
が
語
ら
れ
て
い
る
。
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
注
8

 
木
村
正
中
氏
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
お
ら
れ
る
。
「
思
う
に
、
夕
顔
の
物
語

が
そ
の
根
源
で
追
求
し
よ
う
と
し
た
世
界
は
、
光
源
氏
が
社
会
的
身
分
や
階
層

的
制
約
を
離
れ
、
解
放
さ
れ
た
一
個
の
男
性
と
し
て
、
ま
た
何
処
の
誰
と
も
わ

か
ら
ず
、
「
た
だ
い
と
ら
う
た
く
見
ゆ
」
る
相
手
の
女
に
、
一
途
な
愛
を
傾
け

て
い
く
と
こ
ろ
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
 
（
中
略
）
怪
奇
と
恐
怖
の
中
で
の
下

五
な
女
の
死
を
も
っ
て
報
い
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ほ
ど
に
、
あ
や
し
く
、

は
か
な
く
、
そ
れ
だ
け
美
し
か
っ
た
源
氏
と
夕
顔
と
の
ほ
と
ん
ど
地
上
的
で
な

い
純
愛
が
、
人
生
批
判
と
し
て
の
源
氏
物
語
の
深
刻
な
主
題
性
の
一
端
を
担
い

え
た
の
だ
。
」
ま
こ
と
に
示
唆
深
い
ご
高
説
で
あ
み
。

 
夕
顔
は
、
そ
の
花
の
名
に
ふ
さ
わ
し
く
美
し
く
は
か
な
く
消
え
果
て
た
。
そ

の
生
涯
は
哀
し
く
も
悲
劇
的
な
短
い
生
涯
で
は
あ
っ
た
が
、
彼
女
は
光
源
氏
の

純
粋
な
愛
を
一
身
に
受
け
、
死
の
瞬
間
に
至
る
ま
で
源
氏
の
や
さ
し
さ
と
誠
意

を
素
直
に
信
じ
て
こ
れ
に
従
っ
た
。
こ
の
従
順
で
素
直
な
夕
顔
の
人
柄
は
、
一

見
蕾
め
か
し
い
頼
り
な
さ
を
思
わ
せ
も
し
た
の
だ
が
、
夕
顔
は
こ
の
人
柄
の
故

に
源
氏
に
愛
さ
れ
㍉
そ
の
死
に
よ
っ
て
永
遠
の
恋
人
と
し
て
源
氏
の
中
に
生
き

続
け
た
の
で
あ
る
。
源
氏
と
夕
顔
の
純
愛
は
夕
顔
の
急
死
と
い
う
悲
劇
的
代
償

を
も
っ
て
は
じ
め
て
全
う
さ
れ
は
し
た
が
、
こ
の
よ
う
な
夕
顔
の
は
か
な
い
生

（20）



涯
を
人
は
不
幸
な
生
涯
と
呼
ぶ
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
後
に
、
源
氏
物
語
を
耽
読

-
し
た
更
級
日
記
の
作
者
が
多
感
な
夢
多
い
青
春
時
代
の
偶
像
と
し
て
、
こ
の
物

語
の
浮
舟
と
夕
顔
を
思
い
憧
れ
た
の
も
故
な
き
こ
と
で
は
な
か
っ
た
。

 
た
だ
私
が
こ
の
夕
顔
の
物
語
を
辿
り
つ
つ
考
え
る
の
は
、
こ
の
よ
う
に
美
し
・

く
清
ら
か
な
純
愛
と
人
生
の
真
実
が
、
ほ
か
な
ら
ぬ
夕
顔
と
い
う
中
の
品
の
女

と
の
間
に
し
か
求
め
ら
れ
な
か
っ
た
光
源
氏
世
界
の
情
況
と
は
な
に
か
、
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
く
り
返
し
た
よ
う
に
、
源
氏
と
夕
顔
乏
は
、
は
じ
め
か
ら
結

ば
れ
る
べ
く
も
な
い
悲
劇
的
宿
命
を
負
っ
た
恋
に
陥
っ
た
が
、
そ
こ
に
花
咲
い

た
愛
の
世
界
こ
そ
は
、
光
源
氏
を
と
り
ま
く
上
流
貴
族
の
世
界
で
は
見
い
出
す

こ
と
も
求
め
る
こ
と
も
で
き
な
い
、
し
か
し
人
間
に
と
っ
て
欠
け
が
え
の
な
い

愛
と
信
頼
の
世
界
で
あ
っ
た
。
こ
こ
に
は
当
時
の
荒
廃
し
た
貴
族
社
会
に
対
す

る
作
者
の
批
判
が
確
実
に
て
め
ら
れ
て
い
た
の
だ
が
、
し
か
し
、
そ
の
こ
と
が

む
し
ろ
読
者
に
は
見
取
ら
れ
な
い
ほ
ど
に
巧
妙
な
虚
構
化
と
偽
装
に
よ
っ
て
し

か
物
語
ら
れ
得
な
か
っ
た
作
者
の
情
況
こ
そ
、
悲
劇
的
で
あ
っ
た
と
言
わ
な
く

て
は
な
ら
な
い
。
当
時
の
物
語
読
者
が
直
接
的
に
は
上
の
品
の
階
層
の
女
性
た

ち
で
あ
り
、
そ
れ
に
奉
仕
す
る
作
者
が
中
の
品
の
女
性
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
二

重
三
重
に
こ
の
物
語
の
構
想
や
方
法
を
制
約
し
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
の
凝

ぢ
さ
れ
た
多
様
の
趣
向
の
背
後
に
、
真
実
の
愛
を
求
め
て
迷
い
つ
づ
け
る
人
間

存
在
の
不
確
か
さ
を
認
識
し
、
同
時
に
当
時
の
貴
族
社
会
に
対
す
る
鋭
い
批
判
、

の
眼
を
向
け
続
け
た
作
者
自
身
が
い
た
の
で
あ
る
。
当
時
の
読
者
が
ど
れ
ほ
ど

そ
の
作
者
の
眼
光
を
感
じ
と
っ
て
い
た
か
は
明
確
で
な
い
が
、
私
見
で
は
、
直

接
の
一
次
読
者
で
あ
る
上
流
貴
族
階
級
の
女
性
た
ち
に
は
む
し
ろ
隠
蔽
さ
れ
た

形
で
、
真
の
物
語
読
者
と
し
て
の
主
体
性
を
罵
っ
た
中
流
階
層
の
女
性
た
ち
こ

そ
、
作
者
の
そ
う
し
た
人
生
批
判
、
社
会
批
判
を
読
み
と
っ
て
い
っ
た
の
で
は

「
夕
顔
」
巻
の
主
題
と
方
法
に
つ
い
て
 
一
も
の
の
け
正
体
論
に
触
れ
つ
つ
一

な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
～

 
と
も
か
く
、
夕
顔
に
あ
の
よ
う
な
急
死
を
も
た
ら
し
た
も
の
の
け
の
正
体
は
．

だ
れ
か
。
少
《
と
も
六
条
御
息
所
の
怨
霊
で
な
い
こ
と
は
確
か
だ
が
、
私
は
む

し
ろ
、
作
者
に
と
っ
て
も
読
者
に
と
っ
て
も
そ
の
正
体
は
実
は
だ
れ
で
あ
っ
て

も
よ
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
さ
え
考
え
て
、
こ
の
物
語
の
構
想
や
手
法
の
背

景
を
探
ぐ
ろ
う
と
し
て
み
た
。

注
1

注
2
．

注
3

注
4

注
5

古
注
前
期
の
も
の
に
は
特
に
注
は
な
い
が
、
大
鏡
、
江
風
疹
の
故
事

説
話
が
注
記
し
て
あ
り
、
「
花
鳥
余
情
」
「
細
流
抄
」
な
ど
で
怨
霊

説
の
立
場
に
よ
る
注
が
あ
り
、
 
「
評
釈
」
で
呈
上
説
に
戻
っ
て
い
る

よ
う
で
あ
る
。
近
代
は
両
説
相
拮
抗
し
て
い
る
。

「
源
氏
物
語
の
構
想
に
つ
い
て
」
 
（
「
国
語
国
文
の
研
究
」
昭
4
・

5
、
7
）
を
は
じ
め
と
し
て
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
の
論
文
を
計
8

点
も
集
中
的
に
発
表
さ
れ
て
い
る
。
 
「
源
氏
物
語
新
見
」
'
（
昭
4
0
・

3
）
に
詳
し
い
。

「
源
氏
物
語
の
構
想
分
析
i
夕
顔
怪
死
事
件
に
つ
い
て
の
一
考
察
一

」
 
（
「
国
語
と
国
文
学
」
昭
3
8
「
1
0
）

「
源
氏
物
語
の
読
者
」
（
「
女
子
大
文
学
」
第
七
号
、
昭
3
0
・
3
）
「

平
安
文
学
の
読
者
層
」
 
（
「
国
文
学
論
叢
」
第
三
輯
、
昭
3
4
・
1
1
）

「
古
代
物
語
の
読
者
の
問
題
一
物
語
音
読
論
批
判
一
」

（
「
早
稲
田
大
学
「
学
術
研
究
」
第
十
二
号
、
昭
3
8
・
1
2
）
 
「
源
氏

物
語
の
草
子
地
と
物
語
音
読
論
」
．
（
前
同
、
第
十
三
号
、
昭
3
9
．
1
2

）
ほ
か
に
、
今
井
源
衛
氏
「
享
受
の
問
題
」
，
（
「
源
氏
物
語
必
携
」

所
収
、
学
燈
社
、
昭
4
2
・
4
）
や
今
井
卓
爾
氏
「
源
氏
物
語
の
創
作

（．21 ）

、



 
 
 
態
度
」
（
「
源
氏
物
語
講
座
」
第
一
巻
、
有
精
堂
、
昭
4
6
・
5
）
な

 
 
 
ど
参
照
。

注
6
 
注
5
参
照

注
7
 
阿
部
秋
生
氏
「
源
氏
物
語
研
究
序
説
」
で
前
者
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。

注
8
 
「
夕
顔
」
巻
解
説
（
「
国
文
学
」
昭
4
1
・
6
）

 
 
追
補
・
問
題
の
も
の
の
け
の
怨
言
「
コ
］
が
い
と
め
で
た
し
と
見
奉
る
を

 
 
 
 
 
ば
、
尋
ね
思
ほ
さ
で
…
…
」
の
解
釈
に
諸
説
あ
る
が
、
も
の
の

 
 
 
 
 
け
の
女
の
正
体
を
上
述
し
た
卑
見
の
よ
う
に
解
す
れ
ば
、
諸
々

 
 
 
 
 
の
疑
点
も
氷
解
し
、
合
理
的
な
通
釈
を
得
る
ご
と
が
で
き
る
。

、

（22）


