
枕
草
子
の
虚
構
性

「
笑
ひ
」
と
「
あ
は
れ
」
を
中
心
に
し
て

川

藤

良

子

一
 
は
じ
め
に

 
無
名
草
子
以
来
、
枕
草
子
は
中
関
白
家
没
落
に
よ
る
悲
し
み
を
描
い
て
い

な
い
と
言
わ
れ
て
い
る
。
三
田
村
雅
子
氏
は
枕
草
子
を
「
定
子
後
宮
の
記
録

 
 
 
 
ソ

で
あ
る
」
と
す
る
石
田
穣
二
氏
の
論
を
「
枕
草
子
は
あ
っ
た
こ
と
そ
の
ま
ま

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
で
ヒ
こ

の
記
録
と
い
う
に
は
あ
ま
り
に
偏
向
が
あ
り
す
ぎ
る
。
」
と
否
定
し
、
枕
草

子
は
「
理
想
追
求
の
文
学
」
で
あ
り
「
虚
構
的
な
あ
る
べ
き
姿
が
追
求
さ
れ

 
 
 
ヨ
 

て
い
た
。
」
と
述
べ
る
。
ま
た
、
稲
賀
敬
二
氏
は
「
清
女
は
こ
の
『
絵
に
書

き
、
物
語
の
め
で
た
き
こ
と
に
い
ひ
た
る
』
世
界
以
上
の
現
実
を
、
理
想
化

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ぐ
 

し
て
文
字
に
定
着
さ
せ
、
再
現
す
る
能
力
を
備
え
て
い
た
。
」
と
述
べ
る
。

た
し
か
に
両
氏
の
論
の
よ
う
に
清
少
納
言
が
没
落
期
に
悲
し
み
な
ど
の
負
の

記
述
を
避
け
、
正
を
描
き
、
さ
ら
に
「
笑
ひ
」
を
創
出
す
る
場
面
も
見
受
け

ら
れ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
演
技
・
虚
構
と
言
え
る
の
だ
ろ
う
か
。
定
子
の

周
り
を
明
る
く
し
、
定
子
を
元
気
づ
け
た
い
と
い
う
、
中
宮
女
房
と
し
て
の

清
少
納
言
の
自
然
な
行
動
で
あ
り
、
女
房
と
し
て
の
記
事
選
択
の
上
の
叙
述

で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

 
石
田
氏
は
負
の
記
述
を
避
け
る
こ
と
は
認
め
る
が
、
そ
の
理
由
は
三
田

村
、
稲
賀
両
氏
と
異
な
り
、
以
下
の
よ
う
に
述
べ
る
。
「
そ
こ
に
あ
る
の
は

正
の
世
界
だ
け
で
、
負
の
世
界
は
き
れ
い
に
切
り
捨
て
ら
れ
て
い
る
。
き
び

し
い
選
択
の
目
が
働
い
て
い
た
と
見
る
よ
り
ほ
か
な
く
、
定
子
が
定
子
で
あ

る
所
以
の
も
の
、
中
宮
に
体
現
さ
れ
て
い
た
、
作
者
に
と
っ
て
価
値
あ
る
世
界

 
 
そ
れ
は
女
房
に
と
っ
て
価
値
あ
る
世
界
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
 
一
、

そ
れ
を
し
か
作
者
は
書
こ
う
と
し
な
い
の
で
あ
る
。
『
枕
草
子
』
を
後
宮
の

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

文
明
と
見
る
所
以
で
あ
る
。
」
本
稿
も
石
田
氏
の
よ
う
に
、
枕
草
子
の
選
択

は
虚
構
の
た
め
で
な
く
、
女
房
と
し
て
描
く
べ
き
こ
と
の
み
を
書
く
と
い
う

当
然
の
選
択
だ
っ
た
と
考
え
て
い
る
。
記
録
係
と
考
え
う
る
作
者
は
、
男
性

の
漢
文
日
記
の
よ
う
に
、
枕
草
子
が
前
例
と
し
て
、
後
世
に
使
用
さ
れ
る
可

能
性
を
認
識
し
て
い
た
だ
ろ
う
。
そ
う
す
る
と
定
子
の
辛
い
様
子
を
書
き
残

そ
う
と
は
し
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
女
房
と
し
て
の
判
断
に
よ
り
、
悲
し
み

の
記
述
を
少
な
く
し
た
り
、
そ
こ
か
ら
読
者
の
視
点
を
ず
ら
す
と
い
う
独
特
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枕
草
子
の
虚
構
性
i
「
笑
ひ
」
と
「
あ
は
れ
」
を
中
心
に
し
て
一

の
虚
構
を
す
る
。
し
か
し
そ
れ
は
、
定
子
後
宮
の
華
や
か
さ
を
強
調
す
る
よ

う
な
積
極
的
虚
構
と
は
異
な
り
、
そ
の
意
味
で
虚
構
性
は
薄
い
。
石
田
氏
の

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

枕
草
子
を
「
な
ま
な
ま
し
い
記
録
」
と
す
る
表
現
が
ふ
さ
わ
し
い
と
考
え

る
。
以
下
、
枕
草
子
の
独
特
の
虚
構
性
に
つ
い
て
、
「
笑
ひ
」
と
「
あ
は
れ
」

を
も
と
に
考
察
を
進
め
た
い
。

 
テ
キ
ス
ト
に
は
渡
辺
実
校
注
『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
2
5
 
枕
草
子
』
一

九
九
一
年
岩
波
書
店
を
使
用
し
た
。
同
書
は
陽
明
文
庫
蔵
本
に
よ
っ
て
お

り
、
歴
史
的
仮
名
遣
い
と
異
な
る
場
合
は
心
添
が
あ
る
が
、
本
稿
で
は
便
宜

上
、
そ
の
注
記
を
省
略
し
た
。

二
 
「
笑
ひ
」
に
つ
い
て

 
枕
草
子
は
斜
陽
の
中
関
白
家
に
お
け
る
暗
の
部
分
を
排
除
し
、
陽
を
描
い

た
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
陽
を
表
す
言
葉
と
し
て
、
「
笑
ひ
」
が
あ

る
が
、
そ
の
表
現
も
、
道
隆
が
政
治
の
中
枢
に
い
た
華
や
か
な
時
期
と
、
道

隆
の
亡
く
な
っ
た
後
の
没
落
期
で
は
、
質
の
違
い
が
推
察
さ
れ
る
。
三
田
村

雅
子
氏
は
盛
時
の
笑
い
は
「
散
発
的
」
で
あ
り
、
没
落
期
の
笑
い
は
、
「
語

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ア
 

り
伝
え
」
、
広
ま
っ
て
い
く
も
の
と
す
る
。
原
岡
文
子
氏
は
没
落
期
の
笑
い

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヨ
 

は
「
攻
撃
」
で
あ
り
、
相
手
を
排
除
す
る
も
の
で
あ
る
と
述
べ
る
。
た
し
か

に
生
昌
(
五
段
「
大
進
生
昌
が
家
に
」
)
は
原
岡
氏
の
指
摘
の
よ
う
に
攻
撃

の
笑
い
の
対
象
に
ふ
さ
わ
し
い
か
も
し
れ
な
い
。
病
身
の
貴
子
を
伊
周
が
流

罪
先
か
ら
密
か
に
入
京
し
見
舞
っ
た
際
、
道
長
に
密
告
し
た
と
言
わ
れ
て
い

る
か
ら
だ
(
小
右
記
)
。
中
宮
の
た
め
に
四
足
門
を
作
っ
た
が
、
女
房
達
の

通
過
す
る
門
は
狭
く
、
作
者
達
は
殿
上
人
・
地
下
人
が
見
る
中
庭
を
歩
か
さ

れ
る
破
目
に
な
り
、
「
車
い
ら
ぬ
門
や
は
あ
る
。
見
へ
ば
わ
ら
は
む
」
と

言
っ
て
い
る
。
ま
た
、
作
者
の
部
屋
に
忍
ん
で
来
た
生
昌
を
「
か
＼
る
見
え

ぬ
物
の
あ
め
る
は
」
と
同
僚
の
女
房
達
と
「
わ
ら
ふ
こ
と
い
み
じ
」
く
、
ま

た
生
昌
の
「
ち
う
せ
い
」
と
の
方
言
ま
で
も
「
笑
ふ
も
理
り
」
と
し
て
お

り
、
一
見
攻
撃
の
よ
う
に
も
見
え
る
。
し
か
し
、
定
子
を
唯
一
自
邸
へ
受
け

入
れ
て
く
れ
た
生
昌
へ
の
行
き
過
ぎ
た
攻
撃
は
、
定
子
サ
ロ
ン
自
体
の
破
壊

を
招
く
危
険
性
も
あ
る
。
前
述
の
よ
う
に
原
岡
氏
は
枕
草
子
の
笑
い
を
コ

つ
の
攻
撃
方
法
或
い
は
武
器
」
と
表
現
し
、
枕
草
子
を
「
凋
落
の
現
実
の
中

に
あ
っ
て
さ
さ
や
か
な
戦
い
を
挑
ん
だ
そ
の
軌
跡
」
と
す
る
。
そ
し
て
定
子

の
笑
い
を
「
温
か
」
と
除
外
し
た
上
で
、
そ
の
他
の
笑
い
に
つ
い
て
「
仲
間

意
識
」
を
得
る
た
め
の
「
攻
撃
」
と
続
け
る
。
し
か
し
「
攻
撃
」
と
い
う
こ

と
と
「
温
か
」
な
笑
い
と
は
関
連
が
薄
い
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。
同
じ
場
で

の
共
感
の
表
わ
れ
と
は
考
え
に
く
い
。
対
生
昌
へ
の
笑
い
も
「
攻
撃
」
ど
い

う
評
言
に
当
っ
て
い
る
か
ど
う
か
。
小
森
姓
氏
は
こ
の
章
段
の
「
場
」
に
注

目
し
、
「
生
塗
の
統
轄
す
る
〈
場
〉
で
あ
っ
た
は
ず
の
生
落
邸
が
、
定
子
を

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

中
心
と
す
る
〈
場
〉
に
組
み
替
え
ら
れ
て
い
く
」
と
述
べ
る
。
氏
の
指
摘
通

り
、
生
昌
邸
は
定
子
中
心
の
「
場
」
に
な
っ
て
い
る
。
ゆ
え
に
、
女
房
達
は

多
少
の
と
げ
と
げ
し
さ
は
あ
る
も
の
の
、
い
つ
も
の
よ
う
に
明
る
く
振
舞
え

る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
定
子
は
攻
撃
が
行
き
過
ぎ
な
い
よ
う
、
女
房
達
を
統

制
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

 
と
こ
ろ
で
、
三
田
村
雅
子
氏
は
没
落
期
の
笑
い
に
つ
い
て
、
清
少
納
言
の
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働
き
に
注
目
し
、
響
動
の
段
を
挙
げ
て
以
下
の
よ
う
に
説
明
す
る
。

 
 
お
ま
へ
に
も
い
み
じ
う
う
ち
わ
ら
は
せ
給
ふ
。
右
近
内
侍
め
し
て
、
か

 
 
く
な
ん
と
仰
ら
る
れ
ば
、
は
ら
ひ
の
＼
し
る
を
、
上
に
も
聞
し
め
し

 
 
て
、
わ
た
り
お
は
し
ま
し
た
り
。
「
あ
さ
ま
し
う
、
犬
な
ど
も
か
＼
る

 
 
心
あ
る
物
な
り
け
り
」
と
わ
ら
わ
せ
給
ふ
。
(
六
段
)

「
翁
丸
事
件
の
顛
末
は
、
清
少
納
言
の
解
説
に
よ
る
定
子
の
〈
笑
ひ
〉
、
定

子
か
ら
右
近
の
内
侍
へ
の
く
語
り
〉
と
く
笑
ひ
〉
、
右
近
の
内
侍
か
ら
天
皇

に
伝
わ
っ
て
又
〈
笑
ひ
〉
を
生
み
だ
し
、
同
時
に
主
上
付
き
の
女
房
達
に
も

そ
の
話
が
伝
わ
っ
て
更
に
〈
笑
ひ
〉
を
呼
び
、
つ
い
に
は
、
勅
命
に
よ
っ
て

犬
を
打
梛
し
た
蔵
人
忠
隆
に
ま
で
ニ
ュ
ー
ス
が
届
い
た
の
か
、
や
っ
て
く
る

と
い
う
次
第
で
、
狭
い
宮
中
社
会
で
の
噂
の
伝
播
を
、
数
々
の
〈
笑
ひ
〉

を
た
た
み
か
け
る
よ
う
に
し
て
描
き
集
約
し
て
い
く
。
」
三
田
村
氏
は
「
〈

笑
ひ
〉
の
媒
介
と
し
て
の
」
清
少
納
言
に
つ
い
て
「
後
宮
に
入
る
こ
と
を
拒

ま
れ
た
定
子
サ
ロ
ン
の
健
在
ぶ
り
を
、
宮
廷
世
論
に
訴
え
、
印
象
づ
け
て
い

 
 
 
 
 
 
り
 

く
」
と
続
け
る
。

 
し
か
し
没
落
期
で
は
な
く
、
清
少
納
言
も
宮
仕
え
し
て
い
な
い
時
代
、
も

ち
ろ
ん
作
者
が
登
場
し
な
い
打
ち
聞
き
の
章
段
で
も
、
同
様
の
構
図
を
見
る

こ
と
が
で
き
る
(
＝
一
一
一
段
「
円
融
院
の
御
は
て
の
と
し
」
)
。
一
条
帝
と
定

子
に
か
ら
か
わ
れ
た
藤
三
位
は
笑
っ
て
悔
し
が
る
。
「
語
る
」
の
語
は
な
い

が
、
「
上
の
台
盤
所
に
て
も
」
「
局
に
下
り
て
」
の
よ
う
に
藤
三
位
が
「
語

り
」
歩
い
て
、
そ
の
結
果
と
し
て
そ
の
場
の
も
の
が
「
笑
ひ
の
＼
し
」
る
。

後
日
談
と
し
て
大
納
言
朝
光
も
「
語
り
」
に
よ
っ
て
、
「
聞
き
」
「
笑
ひ
興

じ
」
て
い
る
。
笑
い
が
広
が
っ
て
い
る
様
子
が
よ
く
わ
か
る
。
こ
の
段
に
は

登
場
人
物
と
し
て
の
清
少
納
言
が
い
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
語
り
と
笑
い

の
構
図
に
な
っ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
に

「
語
り
」
に
よ
る
笑
い
の
伝
播
は
没
落
期
の
み
で
は
な
か
っ
た
が
、
没
落
期

に
こ
そ
、
よ
り
重
要
で
あ
っ
た
こ
と
は
疑
い
な
い
。

 
ま
た
、
三
田
村
氏
の
指
摘
の
よ
う
な
清
少
納
言
の
「
語
り
」
に
よ
る
笑
い

創
造
の
作
用
は
栄
花
物
語
に
お
い
て
も
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 
 
女
房
達
と
も
物
語
し
つ
つ
、
五
節
の
所
ど
こ
ろ
の
有
様
な
ど
底
ひ
語
る

 
 
に
つ
け
て
も
、
清
少
納
言
な
ど
出
で
あ
ひ
て
、
少
々
の
若
き
人
な
ど
に

 
 
も
勝
り
て
を
か
し
う
誇
り
か
な
る
け
は
ひ
を
、
な
ほ
捨
て
が
た
く
お
ぼ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
む
 

 
 
え
て
、
二
一
二
人
つ
つ
つ
れ
て
そ
つ
ね
に
参
る
。
(
巻
第
七
と
り
べ
野
)

 
清
少
納
言
の
創
り
出
す
笑
い
や
明
る
い
雰
囲
気
が
、
君
達
を
呼
び
寄
せ
て

い
た
こ
と
に
な
る
。
宮
廷
世
論
に
訴
え
る
力
に
な
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
こ

の
よ
う
に
没
落
期
で
笑
い
を
創
出
す
る
こ
と
は
、
定
子
サ
ロ
ン
に
お
い
て
重

要
な
意
味
が
あ
っ
た
。
し
か
し
そ
れ
は
読
者
を
想
像
し
て
の
作
者
の
作
為
的

な
行
動
で
は
な
く
、
定
子
を
元
気
づ
け
る
行
為
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

 
ま
た
、
そ
の
よ
う
に
創
出
さ
れ
た
笑
い
よ
り
、
九
五
段
の
よ
う
な
笑
い
の

方
が
枕
草
子
ら
し
い
と
考
え
ら
れ
る
。

 
 
ロ
バ
卯
花
の
垣
ね
を
牛
に
か
け
た
る
ぞ
と
見
ゆ
る
。
供
な
る
お
の
こ
ど
も

 
 
も
、
い
み
じ
う
笑
ひ
つ
＼
、
(
略
)
(
公
信
)
あ
へ
ぎ
ま
ど
ひ
て
お
は
し

 
 
て
、
此
車
の
さ
ま
を
い
み
じ
う
笑
ひ
た
ま
ふ
。
(
略
)
(
清
少
納
言
)

 
 
「
(
略
)
な
き
人
の
た
め
に
も
い
と
を
し
う
侍
」
と
ま
め
や
か
に
啓
す
れ

一3一
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枕
草
子
の
虚
構
性
-
「
笑
ひ
」
と
「
あ
は
れ
」
を
中
心
に
し
て
一

 
 
ば
、
(
定
子
)
笑
は
せ
給
て
、
「
さ
ら
ば
た
ゴ
心
に
ま
か
す
。
わ
れ
ら
は

 
 
よ
め
と
も
い
は
じ
」
(
九
五
段
)

 
こ
の
段
は
定
子
後
宮
「
ら
し
さ
」
に
満
ち
て
い
る
。
ま
ず
、
自
然
な
「
笑

ひ
」
が
あ
る
。
次
に
女
房
で
あ
る
作
者
が
主
人
で
あ
る
定
子
に
「
下
手
な
歌

で
は
有
名
な
歌
人
で
あ
っ
た
父
が
か
わ
い
そ
う
」
と
主
張
し
、
本
来
の
目
的

で
あ
っ
た
詠
歌
を
辞
退
し
て
し
ま
う
が
、
定
子
は
こ
れ
を
許
諾
す
る
。
そ
の

上
で
歌
を
詠
め
な
か
っ
た
作
者
を
薦
め
る
と
い
う
定
子
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ

も
あ
る
。

 
定
子
サ
ロ
ン
は
こ
の
よ
う
に
、
明
る
さ
に
満
ち
た
中
に
も
定
子
の
統
制
が

行
き
届
い
た
も
の
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
盛
時
に
定
子
が
創
り
出
し
、
出

来
上
が
っ
た
明
る
く
自
由
な
雰
囲
気
は
、
没
落
期
に
な
り
定
子
が
明
る
い
雰

囲
気
を
作
り
出
せ
な
く
な
る
と
、
清
少
納
言
ら
女
房
達
が
中
心
と
な
り
そ
の

雰
囲
気
を
維
持
し
て
き
た
。
女
房
達
が
中
心
に
な
っ
た
こ
と
、
気
を
遣
う
上

位
者
の
存
在
が
な
く
な
っ
た
こ
と
、
清
少
納
言
自
身
が
ベ
テ
ラ
ン
女
房
に

な
っ
て
い
た
こ
と
も
あ
り
、
没
落
期
の
女
房
達
や
そ
の
中
で
ほ
ほ
笑
む
定
子

の
笑
い
は
、
よ
り
自
然
な
も
の
に
見
え
る
。

 
七
四
段
も
定
子
サ
ロ
ン
の
自
然
な
明
る
さ
・
自
由
な
雰
囲
気
が
よ
く
現
れ

て
い
る
。

 
 
「
左
衛
門
の
陣
に
ま
か
り
見
ん
」
と
て
行
け
ば
、
我
も
我
も
と
お
ひ
つ

 
 
ぎ
て
行
く
に
、
殿
上
人
あ
ま
た
声
し
て
「
何
が
し
一
声
秋
」
と
明
し
て

 
 
ま
い
る
音
す
れ
ば
、
逃
げ
い
り
、
物
な
ど
い
ふ
。
(
略
)
夜
も
昼
も
殿

 
 
上
人
の
た
ゆ
る
お
り
な
し
。
上
達
部
ま
で
参
り
給
に
、
朧
気
に
い
そ
ぐ

 
 
こ
と
な
き
は
、
か
な
ら
ず
参
り
給
。
(
七
四
段
)

 
殿
上
人
の
声
を
誰
の
声
か
当
て
て
い
た
女
房
達
は
、
し
ま
い
に
は
左
衛
門

の
陣
に
ま
で
出
か
け
て
行
く
。
そ
ん
な
定
子
後
宮
は
、
道
長
方
が
華
や
か
な

時
期
で
あ
る
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
「
夜
も
昼
も
殿
上
人
の
た
ゆ
る
お
り
」
が

な
く
、
上
達
部
ま
で
訪
れ
る
。
皆
が
「
朧
気
に
い
そ
ぐ
こ
と
な
き
は
、
か
な

ら
ず
参
」
る
ほ
ど
の
魅
力
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

 
こ
の
よ
う
な
自
由
で
明
る
い
雰
囲
気
描
写
は
、
枕
草
子
が
部
分
を
選
び
集

あ
、
「
虚
構
」
の
世
界
を
作
り
上
げ
た
と
い
う
印
象
よ
り
、
む
し
ろ
暗
い
部

分
は
包
み
な
が
ら
も
自
然
の
ま
ま
を
描
写
し
た
と
い
う
印
象
を
受
け
る
。
渡

辺
実
記
の
「
笑
ふ
と
い
う
こ
と
ば
が
た
く
さ
ん
出
て
き
て
、
孤
独
な
涙
と
い

う
の
は
ほ
と
ん
ど
な
く
て
、
一
緒
に
な
っ
て
笑
い
あ
う
こ
と
が
非
常
に
多

い
、
と
い
う
『
枕
草
子
』
の
言
語
事
実
も
、
そ
う
し
た
女
房
衆
た
ち
と
の
共

同
の
感
覚
の
な
か
で
、
『
枕
草
子
』
と
い
う
作
品
が
成
り
立
っ
て
い
る
か
ら

 
 
 
 
 
 
 
ね
 

に
ほ
か
な
ら
な
い
」
と
の
論
考
の
よ
う
に
、
枕
草
子
の
笑
い
は
開
放
的
な
も

の
が
本
質
で
あ
り
、
女
房
達
と
の
共
感
を
も
と
に
執
筆
し
た
と
い
う
性
格
が

あ
る
か
ら
だ
と
考
え
た
い
。
た
し
か
に
笑
い
の
創
出
の
ケ
ー
ス
も
あ
る
に
は

あ
る
。
し
か
し
、
九
五
段
の
よ
う
に
自
然
な
笑
い
、
自
然
な
雰
囲
気
を
残
し

て
お
き
、
そ
れ
を
共
感
し
て
も
ら
う
こ
と
こ
そ
、
清
少
納
言
の
最
も
描
き
た

か
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
と
稿
者
に
は
考
え
ら
れ
る
。

三
 
「
あ
は
れ
」
に
つ
い
て

枕
草
子
は
中
関
白
家
の
没
落
期
に
執
筆
さ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
眠
る
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い
印
象
を
表
す
記
述
が
多
い
。
辛
さ
を
表
す
語
と
し
て
「
泣
く
」
が
一
九

例
、
「
あ
は
れ
な
り
」
が
八
七
例
使
用
さ
れ
る
が
、
「
泣
く
」
の
主
体
は
幼
児

で
あ
る
場
合
が
多
く
、
辛
さ
を
表
す
こ
と
は
少
な
い
。
大
人
の
涙
は
中
関
白

家
の
盛
時
に
感
涙
と
し
て
多
く
現
れ
る
。
「
あ
は
れ
な
り
」
も
「
趣
が
あ
る
」

の
意
で
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
、
「
か
わ
い
そ
う
」
の
意
で
の
使
用
は
ご

く
わ
ず
か
で
あ
る
。
ま
た
「
か
な
し
」
も
使
用
さ
れ
る
が
、
六
例
と
少
な
い

上
に
、
「
か
わ
い
ら
し
い
」
の
意
が
四
例
で
あ
り
、
や
は
り
悲
し
み
を
表
す

語
が
少
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。

 
と
こ
ろ
が
、
栄
花
物
語
で
は
、
中
関
白
家
没
落
の
様
子
が
細
か
く
記
さ

れ
、
定
子
も
そ
の
様
子
を
悲
し
み
、
多
く
の
涙
を
な
が
し
て
い
る
。
栄
花
物

語
で
養
せ
ら
れ
た
多
く
の
涙
・
悲
し
み
は
、
枕
草
子
で
は
、
少
し
の
場
面

で
、
し
か
も
短
い
表
現
に
集
約
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
作
者
は
清
少
納
言
集

で
は
「
涙
」
「
泣
く
」
を
多
用
し
、
「
の
が
る
れ
ど
同
じ
う
き
世
の
中
な
れ
ば

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ほ
ソ

い
つ
く
も
な
に
か
住
吉
の
里
」
の
よ
う
に
泣
き
言
の
よ
う
な
歌
ま
で
詠
じ
る

と
い
う
一
面
も
見
せ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
作
者
に
よ
っ
て
、
涙
・
悲
し
み
は

ど
の
よ
う
に
包
ま
れ
表
現
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
章
で
は
、
清
少
納

言
が
ど
の
よ
う
に
陰
の
部
分
を
目
立
た
な
い
よ
う
に
叙
し
て
き
た
の
か
を
探

り
た
い
。

 
作
者
は
あ
り
の
ま
ま
を
表
現
す
る
に
あ
た
り
、
中
関
白
家
の
悲
し
み
を
目

立
た
な
く
す
る
努
力
を
す
る
。
そ
の
「
あ
は
れ
」
を
包
む
表
現
方
法
と
し
て

は
、
ま
ず
、
言
葉
・
文
の
短
さ
が
挙
げ
ら
れ
る
。

 
 
二
月
廿
日
ば
か
り
の
、
う
ら
く
と
の
ど
か
に
照
り
た
る
に
、
渡
殿

 
 
の
西
の
廟
に
て
、
上
の
竪
笛
ふ
か
せ
給
。
高
遠
の
兵
部
卿
、
御
釜
の
師

 
 
に
て
も
の
し
給
を
、
御
職
二
つ
し
て
高
砂
を
お
り
か
へ
し
て
ふ
か
せ
給

 
 
は
、
猶
い
み
じ
う
め
で
た
し
と
い
ふ
も
世
の
つ
ね
な
り
。
警
笛
の
事
ど

 
 
も
な
ど
奏
し
給
、
い
と
め
で
た
し
。
御
簾
も
と
に
あ
つ
ま
り
出
で
て
、

 
 
見
た
て
ま
つ
る
お
り
は
、
「
芹
つ
み
し
」
な
ど
お
ぼ
ゆ
る
事
こ
そ
な
け

 
 
れ
。
(
二
二
七
段
)

 
一
条
帝
が
得
意
の
笛
を
習
い
、
定
子
や
作
者
達
が
見
て
い
る
。
長
保
二
年

二
月
の
あ
る
一
日
で
、
一
見
穏
や
か
だ
が
、
前
年
の
＝
月
に
彰
子
が
入
内

し
て
お
り
、
長
保
二
年
二
月
二
十
五
日
に
中
宮
に
な
っ
て
い
る
の
で
、
ま
さ

に
直
前
の
出
来
事
で
あ
る
。
そ
の
緊
迫
感
は
た
っ
た
一
言
「
芹
つ
み
し
」
の

引
き
歌
で
表
さ
れ
る
。
土
車
髄
脳
な
ど
に
見
え
る
古
歌
の
「
芹
つ
み
し
昔
の

人
も
わ
が
こ
と
や
心
に
も
の
の
叶
は
ざ
り
け
む
一
(
出
典
未
詳
)
が
引
か
れ
、

不
遇
を
嘆
く
気
持
ち
が
述
べ
ら
れ
る
.
 
.
 
し
か
し
帝
の
笛
を
吹
く
姿
を
見
て
、

「『

O
つ
み
し
』
な
ど
お
ぼ
ゆ
る
事
こ
そ
な
け
れ
」
と
、
否
定
形
で
表
現
さ
れ

て
い
る
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
「
い
み
じ
う
め
で
た
し
」
と

い
う
言
葉
で
は
表
せ
な
い
ほ
ど
素
晴
ら
し
い
と
す
る
賛
美
に
、
悲
し
み
は
巧

み
に
隠
さ
れ
て
い
る
。

 
次
に
「
あ
は
れ
」
は
盛
時
の
章
段
の
中
に
隠
さ
れ
る
。
枕
草
子
で
の
「
泣

く
」
コ
涙
」
の
多
く
は
中
関
白
家
盛
時
の
も
の
で
あ
り
、
感
涙
を
表
し
て
い

る
。 

 
コ
ニ
位
の
君
、
宮
の
御
裳
ぬ
が
せ
給
へ
。
こ
の
中
の
主
君
に
は
、
わ
が

 
 
君
こ
そ
お
は
し
ま
せ
。
御
桟
敷
の
ま
へ
に
陣
座
据
へ
さ
せ
給
へ
る
。
お
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枕
草
子
の
虚
構
性

「
笑
ひ
」
と
「
あ
は
れ
」
を
中
心
に
し
て
ー



枕
草
子
の
虚
構
性
 
 
「
笑
ひ
」
と
「
あ
は
れ
」
を
中
心
に
し
て
一

 
 
ぼ
ろ
け
の
こ
と
か
は
」
と
て
う
ち
な
か
せ
給
。
げ
に
と
み
え
て
み
な
人

 
 
涙
ぐ
ま
し
き
に
、
(
略
)
(
二
五
九
段
)

 
盛
時
の
中
で
も
特
に
華
や
か
な
積
善
寺
供
養
の
段
に
、
「
泣
く
」
「
涙
」
が

重
用
さ
れ
る
。
そ
う
し
た
叙
述
の
最
後
に
執
筆
時
の
作
者
の
歎
息
と
も
と
れ

る
一
言
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。

 
 
さ
れ
ど
、
そ
の
お
り
め
で
た
し
と
見
た
て
ま
つ
り
し
御
こ
と
ど
も
も
、

 
 
い
ま
の
世
の
御
こ
と
ど
も
に
見
た
て
ま
つ
り
く
ら
ぶ
る
に
、
す
べ
て
一

 
 
つ
に
申
す
べ
き
に
も
あ
ら
ね
ば
、
も
の
う
く
て
、
お
ほ
か
り
し
こ
と
ど

 
 
も
も
、
み
な
と
ゴ
め
つ
。
(
同
)

 
積
善
寺
供
養
の
日
に
作
者
が
目
に
し
た
「
め
で
た
し
と
見
た
て
ま
つ
り
し

御
こ
と
ど
も
」
は
、
今
の
ご
様
子
と
比
べ
る
と
「
も
の
う
く
て
」
も
ろ
も
ろ

書
き
漏
ら
し
た
と
あ
る
。
し
か
し
、
盛
時
の
極
み
で
あ
り
、
沢
山
の
華
や
か

な
記
事
を
叙
し
た
最
後
の
数
行
の
記
述
な
の
で
、
注
視
し
な
け
れ
ば
作
者
の

「
あ
は
れ
」
に
気
付
か
れ
な
い
書
き
方
で
あ
る
。
や
は
り
「
あ
は
れ
」
は
包

ま
れ
て
い
る
と
読
み
解
き
た
い
。

 
さ
ら
に
「
あ
は
れ
」
は
「
笑
ひ
」
の
章
段
の
中
に
も
ひ
っ
そ
り
と
存
在
す

る
。
例
え
ば
七
九
段
。
注
意
深
く
読
ま
な
け
れ
ば
分
か
ら
な
い
悲
し
み
だ

が
、
喪
服
を
表
す
語
に
留
意
し
よ
う
。

 
 
お
ほ
か
た
色
ご
と
な
る
比
な
れ
ば
、
あ
る
か
な
き
か
な
る
薄
鈍
、
あ
は

 
 
ひ
も
見
え
ぬ
き
は
き
ぬ
な
ど
ば
か
り
あ
ま
た
あ
れ
ど
露
の
は
え
も
見
え

 
 
ぬ
に
、
お
は
し
ま
さ
ね
ば
裳
も
き
ず
心
す
が
た
に
て
み
た
る
こ
そ
、
物

 
 
そ
こ
な
ひ
に
て
口
惜
し
け
れ
。
(
略
)
「
ま
つ
そ
の
事
を
こ
そ
は
啓
せ
ん

 
 
と
思
ひ
幽
て
ま
い
り
つ
る
に
、
物
語
の
こ
と
に
ま
ぎ
れ
て
」
と
て
、
あ
り

 
 
つ
る
事
共
き
こ
え
さ
す
れ
ば
、
「
た
れ
も
見
つ
れ
ど
い
と
か
う
縫
ひ
た

 
 
る
糸
、
針
目
ま
で
や
は
見
と
を
し
つ
る
」
と
て
笑
ふ
。
(
七
九
段
)

「
色
ご
と
な
る
比
」
で
「
薄
鈍
」
を
着
て
い
る
こ
と
が
斉
信
の
手
前
恥
ず
か

し
い
と
い
う
が
、
喪
服
に
表
れ
る
悲
し
み
が
、
斉
信
の
着
物
の
「
縫
ひ
た
る

糸
、
針
目
ま
で
」
観
察
す
る
フ
ァ
ン
心
理
に
隠
さ
れ
て
い
る
。

 
そ
し
て
、
「
あ
は
れ
」
を
口
に
し
な
が
ら
も
、
作
者
個
人
の
悩
み
に
話
題

を
変
え
、
印
象
を
薄
く
し
て
い
る
章
段
が
あ
る
。
＝
二
六
段
に
「
世
の
中
に

こ
と
出
で
き
、
さ
は
が
し
う
な
り
て
」
と
道
隆
死
去
の
後
の
政
変
を
表
す
記

述
が
あ
る
。

 
 
殿
な
ど
の
お
は
し
ま
さ
で
の
ち
、
世
の
中
に
こ
と
出
で
き
、
さ
は
が
し

 
 
う
な
り
て
、
宮
も
ま
い
ら
せ
給
は
ず
、
小
二
条
殿
と
い
ふ
所
に
を
は
し

 
 
ま
す
に
、
な
に
と
も
な
く
、
う
た
て
あ
り
し
か
ば
、
ひ
さ
し
う
里
に
ゐ

 
 
た
り
。
御
前
わ
た
り
の
お
ぼ
つ
か
な
き
に
こ
そ
、
猶
え
た
へ
て
あ
る
ま

 
 
じ
か
り
け
る
。
(
略
)
御
け
し
き
に
は
あ
ら
で
、
さ
ぶ
ら
ふ
人
た
ち
な

 
 
ど
の
、
「
左
の
大
殿
方
の
人
、
知
る
す
ぢ
に
て
あ
り
」
と
て
、
さ
し
つ

 
 
ど
ひ
物
な
ど
い
ふ
も
、
下
よ
り
ま
い
る
見
て
は
、
ふ
と
い
ひ
や
み
、
放

 
 
ち
い
で
た
る
け
し
き
な
る
が
、
見
な
ら
は
ず
に
く
け
れ
ば
、
「
ま
い
れ
」

 
 
な
ど
た
び
く
あ
る
仰
せ
ご
と
を
も
過
ぐ
し
て
、
げ
に
ひ
さ
し
く
な

 
 
り
に
け
る
を
、
又
宮
の
辺
に
は
、
た
ゴ
あ
な
た
が
た
に
い
ひ
な
し
て
、

 
 
そ
ら
事
な
ど
も
出
で
く
べ
し
。
例
な
ら
ず
仰
せ
ご
と
な
ど
も
な
く
て
日

 
 
比
に
な
れ
ば
、
心
ぼ
そ
く
て
う
ち
な
が
む
る
ほ
ど
に
、
長
女
、
文
を
持
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て
き
た
り
。
(
略
)
胸
つ
ぶ
れ
て
と
く
あ
け
た
れ
ば
、
紙
に
は
物
も

 
 
か
＼
せ
給
は
ず
。
山
吹
の
花
び
ら
、
た
ゴ
一
重
を
つ
＼
ま
せ
給
へ
り
。

 
 
そ
れ
に
、
い
は
で
お
も
ふ
ぞ
と
か
＼
せ
給
へ
る
、
い
み
じ
う
ひ
ご
ろ
の

 
 
絶
間
な
げ
か
れ
つ
る
、
み
な
な
ぐ
さ
め
て
う
れ
し
き
に
、
(
＝
二
六
段
)

「
御
前
わ
た
り
の
お
ぼ
つ
か
な
き
」
こ
と
よ
り
清
少
納
言
自
身
の
「
う
た

て
」
が
強
調
さ
れ
、
世
の
中
が
「
さ
は
が
し
う
」
な
っ
た
こ
と
を
目
立
た
な

く
し
て
い
る
。
作
者
は
「
左
の
大
殿
方
の
人
、
知
る
す
ぢ
に
て
あ
り
」
と
、

道
長
方
に
つ
い
た
の
で
は
な
い
か
と
噂
さ
れ
る
。
女
房
達
に
今
ま
で
に
な
い

態
度
を
示
さ
れ
、
悩
む
作
者
だ
が
、
「
御
け
し
き
に
は
あ
ら
で
」
と
あ
る
よ

う
に
定
子
に
は
そ
の
よ
う
な
態
度
は
な
い
。
作
者
が
引
き
こ
も
る
実
家
に

「
い
は
で
お
も
ふ
ぞ
」
と
の
直
筆
の
手
紙
を
届
け
さ
せ
る
。
読
者
は
政
変
を

忘
れ
、
定
子
と
作
者
の
絆
の
強
さ
に
目
を
奪
わ
れ
る
こ
と
だ
ろ
う
。

 
二
五
八
段
(
「
御
前
に
て
人
ぐ
ど
も
」
)
に
は
「
心
か
ら
思
乱
る
＼
事
」

と
い
う
か
な
り
明
確
に
つ
ら
い
感
情
を
表
す
言
葉
が
あ
る
。
政
変
を
思
わ
せ

る
「
世
中
の
は
ら
だ
＼
し
」
さ
を
さ
り
げ
な
く
述
べ
て
い
る
が
、
そ
の
言
葉

は
作
者
自
身
の
問
題
で
あ
る
か
の
よ
う
な
「
心
か
ら
思
乱
る
＼
事
」
と
い
う

語
に
置
き
換
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
「
ほ
ど
へ
て
」
後
、
定
子
が
作
者
の
欲
し

が
っ
て
い
た
「
め
で
た
き
紙
」
を
本
人
で
さ
え
忘
れ
て
い
た
の
に
「
お
ぼ
し

を
か
せ
給
へ
り
け
る
は
、
猶
、
た
＼
人
に
て
だ
に
お
か
し
か
べ
し
」
と
見
事

に
定
子
賛
美
の
章
段
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。

 
そ
し
て
、
翁
丸
の
章
段
(
六
段
「
う
へ
に
さ
む
ら
ふ
御
ね
こ
は
」
)
(
前

記
)
に
も
「
涙
」
の
記
述
が
あ
る
が
、
犬
を
主
人
公
に
し
、
コ
メ
デ
ィ
タ
ッ

チ
に
す
る
こ
と
に
よ
り
、
悲
し
み
は
包
み
隠
さ
れ
て
い
る
。

 
以
上
の
よ
う
に
「
あ
は
れ
」
を
包
ん
で
き
た
作
者
で
あ
っ
た
が
、
「
気
の

毒
で
あ
る
」
と
い
う
意
の
「
あ
は
れ
な
り
」
を
定
子
の
乳
母
が
日
向
へ
下
向

す
る
折
の
定
子
に
対
し
て
使
用
し
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。

 
 
京
の
さ
る
べ
き
所
に
て
担
い
み
じ
う
ふ
り
た
る
に
、

 
 
 
 
あ
か
ね
さ
す
日
に
む
か
ひ
て
も
思
い
で
よ
都
は
は
れ
ぬ
な
が
め
す

 
 
 
 
ら
ん
と

 
 
御
手
に
て
か
＼
せ
給
へ
る
、
い
み
じ
う
あ
は
れ
な
り
。
(
二
二
三
段
)

 
斜
陽
の
中
で
も
、
中
宮
の
素
晴
ら
し
さ
の
み
を
描
い
て
き
た
作
者
だ
っ
た

が
、
華
や
か
さ
が
日
々
失
わ
れ
、
つ
い
に
乳
母
ま
で
去
っ
て
し
ま
う
と
い
う

境
遇
の
定
子
に
対
し
て
、
こ
の
一
箇
所
の
み
「
気
の
毒
」
の
意
で
「
あ
は
れ

な
り
」
を
使
用
す
る
。
こ
の
前
段
の
二
二
二
段
も
、
「
あ
は
れ
な
り
」
と
の

明
記
は
な
い
も
の
の
、
不
遇
な
定
子
の
様
子
を
描
く
数
少
な
い
章
段
で
あ

る
。 

二
二
二
段
(
コ
ニ
条
の
宮
に
お
は
し
ま
す
こ
ろ
」
)
で
は
、
彰
子
が
中
宮
と

な
っ
た
結
果
と
し
て
皇
后
と
な
っ
て
い
た
が
、
兄
弟
の
左
遷
、
自
身
の
出
家

の
中
で
第
三
子
を
懐
妊
す
る
と
い
う
心
細
い
状
況
だ
っ
た
。
渡
辺
実
氏
は
、

「
こ
れ
、
籠
越
し
に
さ
ぶ
ら
ふ
」
と
作
者
が
青
ざ
し
を
差
し
出
し
た
言
葉
は

古
今
和
歌
六
帖
二
「
ま
せ
越
し
に
麦
は
む
駒
の
は
る
ば
る
に
及
ば
ぬ
恋
も
わ

れ
は
す
る
か
な
」
を
引
い
て
お
り
、
清
少
納
言
の
定
子
に
対
す
る
「
『
お
そ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
レ
 

れ
な
が
ら
お
体
を
案
じ
て
お
り
ま
す
』
の
意
を
託
し
た
も
の
」
と
さ
れ
る
。

節
句
の
華
や
か
な
中
で
定
子
の
つ
ら
い
気
持
ち
を
推
し
量
り
、
定
子
も
「
わ
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枕
草
子
の
虚
構
性
1
「
笑
ひ
」
と
「
あ
は
れ
」
を
中
心
に
し
て
一

が
心
を
ば
き
み
ぞ
し
り
け
る
」
と
心
の
内
を
見
せ
て
い
る
。

 
こ
の
よ
う
に
枕
草
子
に
も
「
泣
く
」
「
涙
」
は
使
用
さ
れ
る
が
、
む
し
ろ

「
を
か
し
」
「
笑
ひ
」
の
よ
う
な
明
る
い
印
象
が
目
立
つ
の
は
な
ぜ
だ
ろ
う

か
。
六
段
で
は
、
翁
丸
を
主
役
に
し
ハ
ッ
ピ
ー
エ
ン
ド
で
終
る
こ
と
に
よ
っ

て
印
象
を
明
る
く
し
て
い
る
。
青
ざ
し
の
段
(
二
二
二
段
)
、
乳
母
の
日
向

下
向
の
段
(
二
二
一
二
段
)
は
連
続
し
て
い
る
も
の
の
、
そ
れ
ぞ
れ
が
短
く
、

読
者
に
定
子
の
境
遇
を
思
い
出
さ
せ
る
時
間
も
短
く
な
る
。
二
二
四
段

(「

ｴ
水
に
こ
も
り
た
り
し
に
」
)
で
は
、
「
あ
は
れ
」
の
な
い
普
通
の
贈
答
に

戻
っ
て
い
る
。
「
あ
は
れ
」
は
ま
ち
が
い
な
く
枕
草
子
を
貫
く
幹
で
あ
り
な

が
ら
、
明
る
さ
の
中
に
時
折
現
れ
る
と
い
う
構
造
に
な
っ
て
い
る
。
そ
の
構

造
が
よ
り
明
暗
を
際
立
た
せ
る
こ
と
も
あ
る
が
、
全
体
と
し
て
枕
草
子
の
明

る
い
印
象
を
保
つ
要
素
に
な
っ
て
い
る
。

 
以
上
の
よ
う
に
、
枕
草
子
で
は
「
あ
は
れ
」
や
「
悲
し
み
」
は
目
立
た
な

い
よ
う
に
工
夫
さ
れ
て
い
る
。
枕
草
子
の
基
調
と
な
る
も
の
は
や
は
り
「
を

か
し
」
で
あ
る
か
ら
だ
。
枕
草
子
は
た
し
か
に
「
い
は
で
思
ふ
ぞ
い
ふ
に
ま

さ
れ
る
」
の
よ
う
に
、
記
述
し
な
い
こ
と
に
よ
り
、
「
ま
さ
れ
る
」
「
あ
は

れ
」
を
表
現
し
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
が
、
や
は
り
枕
草
子
に
は
負
か
ら
正

へ
、
陰
か
ら
陽
へ
働
く
内
的
力
が
あ
る
。
枕
草
子
の
主
調
は
、
あ
く
ま
で
も

長
調
(
明
る
い
印
象
の
音
調
)
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
中
関
白
家
没
落
を

直
視
し
て
、
す
べ
て
の
「
あ
は
れ
」
を
省
く
と
全
く
の
虚
構
に
な
っ
て
し
ま

う
。
そ
れ
で
は
清
少
納
言
が
描
き
た
か
っ
た
定
子
後
宮
の
雰
囲
気
も
自
然
な

も
の
に
な
ら
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
作
者
は
「
あ
は
れ
」
を
描
く
が
、
そ
れ
を

目
立
た
な
く
す
る
た
め
、
こ
の
よ
う
に
構
成
や
主
題
の
選
び
方
に
気
を
配
っ

た
。
読
者
の
視
点
を
ず
ら
す
こ
と
に
よ
っ
て
「
あ
は
れ
」
を
ど
こ
か
に
感
じ

な
が
ら
も
没
落
・
悲
哀
を
感
じ
さ
せ
な
い
明
る
さ
に
満
ち
た
作
品
が
書
き
上

げ
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

四
 
虚
構

 
以
上
の
考
察
に
よ
っ
て
、
清
少
納
言
は
「
あ
は
れ
」
を
包
み
つ
つ
も
、
完

全
に
省
く
こ
と
は
し
な
か
っ
た
と
了
解
さ
れ
る
。
清
水
好
子
氏
は
「
定
子
の

居
所
が
職
の
曹
司
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
の
は
、
主
人
の
置
か
れ
た

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
め
 

境
遇
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
か
を
＝
言
で
示
す
も
の
で
あ
る
。
」
と
述

べ
る
。
「
母
屋
は
鬼
あ
り
」
と
も
言
わ
れ
た
職
の
御
曹
司
に
定
子
が
住
む
こ

と
は
尋
常
で
は
な
く
、
「
あ
は
れ
」
深
い
記
述
で
あ
る
が
、
作
者
は
省
か
な

か
っ
た
。
そ
れ
は
清
少
納
言
の
虚
構
意
識
の
低
さ
に
よ
る
と
考
え
る
こ
と
が

で
き
る
。
栄
花
物
語
中
の
記
述
か
ら
も
貴
公
子
達
が
清
少
納
言
に
魅
か
れ
、

定
子
サ
ロ
ン
に
集
ま
っ
て
き
た
こ
と
が
わ
か
り
、
定
子
の
周
り
を
明
る
く
し

て
い
た
こ
と
は
、
紙
面
上
の
み
で
は
な
く
、
作
者
の
実
際
の
言
動
と
考
え
ら

れ
る
。
紫
式
部
日
記
に
お
け
る
彰
子
サ
ロ
ン
の
女
房
と
比
較
す
る
と
よ
り
よ

く
了
解
さ
れ
る
。
積
極
的
な
女
房
が
少
な
く
、
彰
子
も
「
か
う
し
て
も
あ
ら

 
 
 
 

な
む
」
(
積
極
的
で
あ
っ
て
ほ
し
い
)
と
気
に
す
る
ほ
ど
で
、
そ
の
こ
と
に

よ
っ
て
退
出
し
て
し
ま
う
公
達
も
い
た
。
他
方
清
少
納
言
を
第
一
人
者
と
す

る
明
る
い
雰
囲
気
の
定
子
サ
ロ
ン
に
は
公
達
が
頻
繁
に
訪
れ
た
の
で
あ
る
。

 
ま
た
、
清
少
納
言
に
虚
構
意
識
が
少
な
い
こ
と
は
、
大
部
分
の
読
者
で
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あ
っ
た
は
ず
の
定
子
方
の
女
房
達
の
視
線
を
気
に
せ
ず
、
道
長
に
対
す
る
記

述
を
削
っ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
も
窺
え
る
。
盛
時
の
記
述
で
は
あ
る
が
、
作

者
は
定
子
に
「
例
の
思
ひ
人
」
(
＝
ゴ
ニ
段
「
関
白
殿
、
黒
戸
よ
り
」
)
と
か

ら
か
わ
れ
る
ほ
ど
の
道
長
フ
ァ
ン
で
あ
っ
た
。
二
五
九
段
で
は
一
度
人
目
に

触
れ
た
下
襲
を
着
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
と
、
道
長
が
新
た
に
下
襲
を
縫
わ

せ
た
。
そ
れ
を
待
っ
て
定
子
の
出
発
が
遅
れ
た
の
だ
が
、
定
子
も
「
い
と
す

き
た
ま
へ
り
な
」
と
道
長
の
お
洒
落
を
笑
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
記
述
を

作
者
は
省
か
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
「
左
の
大
殿
方
の
人
、
知
る
す
ぢ
に
て

あ
り
」
に
表
れ
る
よ
う
に
、
道
長
方
、
定
子
方
と
い
う
明
確
な
意
識
が
あ
っ

た
に
も
か
か
わ
ら
ず
で
あ
る
。
ま
ず
、
没
落
期
に
お
い
て
も
道
長
に
あ
こ
が

れ
る
気
持
ち
が
残
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
実
際
に
清
少
納
言
は
長
い
里

居
の
時
期
に
道
長
方
に
出
仕
す
る
か
思
案
し
て
い
た
と
言
わ
れ
る
。
道
長
が

清
少
納
言
に
注
目
し
た
の
は
、
彼
女
が
貴
公
子
達
を
集
め
る
魅
力
が
あ
っ
た

こ
と
の
み
な
ら
ず
、
元
輔
の
娘
で
あ
る
こ
と
が
大
き
い
と
考
え
ら
れ
る
。
道

長
が
敦
成
親
王
御
産
後
に
内
裏
へ
戻
る
彰
子
に
贈
っ
た
本
の
中
に
元
利
集
が

入
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
そ
の
こ
と
は
推
察
で
き
る
(
紫
式
部
日
記
)
。

 
そ
し
て
、
道
長
の
記
述
を
削
ら
な
か
っ
た
理
由
に
、
中
関
白
家
再
興
に
対

す
る
諦
念
の
気
持
ち
も
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
作
者
は
数
々
の
政
治
的
闘
争
を
、

宮
仕
え
前
と
は
い
え
、
知
識
と
し
て
知
っ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
ま
ず
、
道

隆
の
政
治
で
は
兼
家
に
可
愛
が
ら
れ
た
長
男
道
頼
を
疎
外
し
た
こ
と
や
、
外

戚
で
あ
る
高
階
家
を
重
く
用
い
す
ぎ
た
こ
と
で
、
世
間
の
反
発
が
あ
っ
た
。

清
少
納
言
は
政
変
の
舞
台
で
あ
る
宮
中
に
お
り
、
様
々
な
噂
が
耳
に
入
っ
て

い
た
こ
と
だ
ろ
う
。
ま
た
、
定
子
没
後
の
寛
弘
八
年
で
は
あ
る
が
、
行
成
は

日
記
に
こ
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。
「
但
故
皇
后
宮
外
戚
高
卓
之
先
、
依
斎

宮
営
為
其
後
胤
之
者
、
皆
以
南
和
也
、
今
為
皇
子
非
無
所
怖
、
引
写
被
祈
謝

 
 
 
 
レ
 

太
神
宮
也
。
」
行
成
は
敦
康
親
王
の
立
太
子
問
題
の
折
に
高
階
氏
は
業
平
が

伊
勢
斎
宮
と
密
通
し
て
も
う
け
た
高
階
師
尚
を
祖
先
と
す
る
た
め
、
「
参
宮
」

を
拒
否
さ
れ
る
立
場
に
い
る
た
あ
王
位
に
は
適
さ
な
い
、
と
天
皇
に
奏
上
し

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

て
い
る
(
保
立
道
久
氏
)
。
素
性
の
是
非
は
さ
て
お
く
と
し
て
、
当
時
の

人
々
に
こ
の
よ
う
に
思
わ
れ
て
い
た
こ
と
は
考
慮
す
べ
き
で
あ
る
。

 
伊
周
の
世
を
治
め
る
能
力
の
不
足
に
も
、
作
者
は
気
付
い
て
い
た
か
も
し

れ
な
い
。
彼
は
容
姿
が
美
し
く
漢
才
に
も
優
れ
て
い
た
が
、
政
治
力
が
な

か
っ
た
。
道
隆
没
後
に
愚
筆
が
最
初
に
出
し
た
政
令
は
、
小
右
記
に
よ
る

と
、
着
物
や
袴
の
丈
の
伸
縮
を
示
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
［
長
徳
元
年
七
月

十
五
日
、
御
衣
袖
令
縫
縮
給
事
、
公
卿
衣
袖
同
前
、
依
宣
旨
也
、
一
尺
八

 
 
 

寸
」
。
「
伸
べ
縮
め
」
の
政
令
は
道
隆
の
喪
中
さ
し
て
必
要
の
な
い
政
令
で
世

間
の
批
判
が
集
ま
っ
た
。
そ
し
て
、
出
家
し
て
も
な
お
、
一
条
天
皇
の
寵
愛

を
受
け
る
定
子
へ
の
世
間
の
批
判
も
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
小
右
記
(
長
徳
三
年

六
月
廿
日
)
に
は
天
皇
の
も
と
に
参
内
す
る
定
子
を
「
甘
心
せ
ず
」
と
人
々

が
噂
す
る
様
子
が
記
さ
れ
て
い
る
。

 
道
長
の
記
述
を
避
け
な
か
っ
た
最
大
の
理
由
は
、
こ
う
し
た
伊
周
批
判
も

受
け
入
れ
る
他
な
い
作
者
に
と
っ
て
「
あ
は
れ
」
を
避
け
な
か
っ
た
の
と
同

様
に
、
避
け
て
し
ま
う
と
「
虚
構
」
に
な
っ
て
し
ま
う
と
考
え
た
か
ら
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
作
者
は
「
虚
構
」
の
目
的
と
考
え
得
る
、
中
関
白
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枕
草
子
の
虚
構
性
 
 
「
笑
ひ
」
と
「
あ
は
れ
」
を
中
心
に
し
て

家
再
興
の
可
能
性
の
低
さ
を
以
上
の
理
由
か
ら
よ
く
承
知
し
て
い
た
た
め
、

「
虚
構
」
す
る
必
要
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
作
者
は
あ
く
ま
で
も
あ
り
の

ま
ま
を
書
き
残
し
て
お
き
た
か
っ
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

 
と
こ
ろ
で
、
「
あ
は
れ
」
と
同
様
な
構
成
は
批
判
意
識
・
政
治
的
関
心
を

記
述
す
る
中
に
も
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
前
述
の
よ
う
に
清
少
納
言
に
は
中

関
白
家
、
道
長
方
を
問
わ
ず
批
判
意
識
が
あ
っ
た
。
し
か
し
そ
の
語
は
ご
く

短
い
言
葉
に
集
約
さ
れ
て
い
る
。
小
白
河
の
八
講
の
場
面
(
三
二
段
)
で

は
、
「
左
右
の
お
と
ゴ
た
ち
を
を
き
奉
り
て
」
に
注
目
し
た
い
。

 
 
小
白
川
と
い
ふ
所
は
、
小
一
条
大
将
殿
の
御
家
ぞ
か
し
。
そ
こ
に
て
上

 
 
達
人
結
縁
の
八
志
し
給
。
(
略
)
左
右
の
お
と
ゴ
た
ち
を
を
き
奉
り
て

 
 
は
、
お
は
せ
ぬ
上
達
人
な
し
。
(
三
二
段
)

 
こ
の
翌
日
に
花
山
天
皇
が
出
家
す
る
と
い
う
政
変
が
お
き
る
が
、
事
件
は

当
時
の
右
大
臣
兼
家
の
計
略
だ
っ
た
。
右
大
臣
の
欠
席
に
は
こ
の
よ
う
な
事

情
が
あ
っ
た
。
短
い
記
述
で
は
あ
る
が
、
大
き
な
一
言
で
あ
る
。

 
清
少
納
言
は
自
分
と
同
等
の
受
領
階
級
を
低
く
見
る
こ
と
が
多
い
が
、
九

一
段
(
「
ね
た
き
物
」
)
で
は
受
領
の
視
線
に
戻
り
、
身
分
に
よ
る
上
位
者
へ

の
批
判
意
識
が
現
れ
て
い
る
。
権
門
の
家
の
下
僕
が
失
礼
な
こ
と
を
言
う

が
、
こ
ち
ら
の
地
位
が
低
い
た
め
に
言
い
返
せ
な
い
。
こ
の
後
の
記
述
は
男

女
間
の
や
り
と
り
め
い
て
く
る
の
で
、
批
判
意
識
は
目
立
た
な
い
が
、
清
少

納
言
の
肉
声
が
聞
こ
え
た
よ
う
に
思
う
。

 
こ
の
よ
う
に
、
「
あ
は
れ
」
は
も
ち
ろ
ん
、
批
判
意
識
、
政
治
的
な
話
題

は
女
房
日
記
の
話
題
選
択
と
し
て
ふ
さ
わ
し
く
は
な
い
。
し
か
し
、
で
き
る

だ
け
そ
の
ま
ま
の
形
で
残
し
て
お
き
た
か
っ
た
彼
女
は
、
省
く
の
で
は
な

く
、
短
い
言
葉
に
集
約
す
る
と
い
う
方
法
を
と
っ
た
の
で
あ
る
。

 
ま
た
、
虚
構
性
の
低
さ
は
清
少
納
言
の
性
格
に
も
関
わ
る
と
こ
ろ
だ
っ
た

の
で
あ
ろ
う
。
「
い
み
じ
う
寒
」
い
冬
に
、
「
世
に
し
ら
ず
あ
っ
」
い
夏
を
望

ん
で
い
る
こ
と
か
ら
も
(
＝
三
段
「
冬
は
」
)
は
っ
き
り
し
て
い
る
こ
と

が
よ
く
わ
か
る
。
清
少
納
言
は
日
常
「
す
べ
て
、
人
に
一
に
お
も
は
れ
ず

は
、
な
に
に
か
は
せ
ん
。
只
い
み
じ
う
中
中
に
く
ま
れ
、
あ
し
う
せ
ら
れ
て

は
あ
ら
ん
。
二
三
に
て
は
死
ぬ
と
も
あ
ら
じ
。
一
に
て
を
あ
ら
ん
」
と
口
に

し
て
い
た
。
さ
す
が
に
定
子
の
寵
愛
に
関
し
て
は
「
九
品
蓮
台
の
間
に
は
下

品
と
い
ふ
と
も
」
と
控
え
め
だ
が
、
定
子
に
「
第
一
の
人
に
又
一
に
思
は
れ

ん
と
こ
そ
思
は
め
」
と
言
わ
れ
て
し
ま
う
(
九
七
段
「
御
か
た
ぐ
、
君

だ
ち
、
上
人
な
ど
」
)
。
そ
れ
は
ま
さ
に
清
少
納
言
の
望
み
の
す
べ
て
で
あ

り
、
宮
廷
で
の
約
十
年
は
そ
れ
が
か
な
っ
た
日
々
で
あ
っ
た
。
宮
仕
え
前
、

「
は
っ
か
に
見
」
て
い
た
「
九
重
」
で
「
な
ら
す
」
こ
と
が
で
き
た
日
々
で

あ
っ
た
の
だ
(
二
段
「
比
は
正
月
」
)
。

 
清
少
納
言
は
「
第
一
の
人
に
又
一
に
思
は
れ
」
た
日
々
を
そ
の
ま
ま
の
形

で
残
し
て
お
き
た
か
っ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
語
り
に
よ
っ
て
笑
い

を
広
め
た
の
も
つ
ら
い
思
い
を
し
て
い
る
生
身
の
定
子
を
少
し
で
も
力
づ
け

た
か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
悲
し
み
を
包
ん
だ
文
章
構
成
や
記
述

も
、
借
景
や
生
け
花
の
よ
う
に
、
自
然
を
切
り
取
り
、
よ
り
自
然
な
形
一

超
自
然
 
 
を
叙
述
す
る
方
法
と
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
は
虚

構
と
は
呼
べ
な
い
と
考
え
る
。
本
稿
で
は
、
そ
う
し
た
枕
草
子
の
叙
述
態
度
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を
「
包
む
記
録
」
と
規
定
し
た
い
の
で
あ
る
。

 
 
注

 
(
1
)
 
石
田
譲
二
「
枕
草
子
の
美
意
識
」
『
国
文
学
 
六
月
号
 
第
十
二
巻
 
第

 
 
 
 
七
号
 
特
集
 
枕
草
子
の
世
界
』
一
九
六
七
年
 
学
燈
社
。

 
(
2
)
 
三
田
村
雅
子
「
〈
語
り
〉
と
く
笑
ひ
＞
1
伝
達
と
距
離
1
」
『
枕
草
子
 
表

 
 
 
 
現
の
論
理
』
一
九
九
五
年
 
有
精
堂
。

 
(
3
)
 
三
田
村
雅
子
「
枕
草
子
の
虚
構
性
」
『
枕
草
子
講
座
1
』
一
九
七
五
年

 
 
 
 
有
精
堂
。

 
(
4
)
 
稲
賀
敬
二
「
同
時
代
人
の
見
た
枕
草
子
」
『
国
文
学
 
六
月
号
 
第
十
二

 
 
 
 
巻
 
第
七
号
特
集
枕
草
子
の
世
界
』
一
九
六
七
年
学
燈
社
。

 
(
5
)
 
石
田
譲
二
訳
注
『
新
版
枕
草
子
(
上
)
』
一
九
七
九
年
角
川
書
店
。

 
(
6
)
 
(
1
)
と
同
じ
。

 
(
7
)
 
(
2
)
と
同
じ
。

 
(
8
)
 
原
岡
文
子
「
『
枕
草
子
』
日
記
的
章
段
の
「
笑
い
」
を
め
ぐ
っ
て
」
『
日
本

 
 
 
 
文
学
研
究
資
料
新
集
4
 
枕
草
子
・
表
現
と
構
造
』
一
九
九
四
年
 
有
精
堂

 
 
 
 
(
『
源
氏
物
語
 
両
義
の
糸
』
一
九
九
一
年
 
有
精
堂
よ
り
再
録
)
。

 
(
9
)
 
小
森
潔
「
異
化
す
る
テ
ク
ス
ト
枕
草
子
1
「
大
進
生
昌
が
家
に
」
を
め

 
 
 
 
ぐ
っ
て
一
」
『
枕
草
子
逸
脱
の
ま
な
ざ
し
』
一
九
九
八
年
 
笠
間
書
院
(
初

 
 
 
 
出
は
『
日
本
文
学
』
一
九
九
三
年
)
。

 
(
1
0
)
 
(
2
)
と
同
じ
。

 
(
1
1
)
 
山
中
裕
 
秋
山
度
 
池
田
尚
隆
 
福
長
進
校
注
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全

 
 
 
集
3
1
 
栄
花
物
語
①
』
一
九
九
五
年
 
小
学
館
。

 
(
1
2
)
 
渡
辺
実
『
枕
草
子
(
古
典
講
読
シ
リ
ー
ズ
)
』
一
九
九
二
年
 
岩
波
書
店
。

 
(
1
3
)
 
萩
谷
朴
『
清
少
納
言
全
歌
集
 
解
釈
と
評
論
』
一
九
八
六
年
 
笠
間
書

枕
草
子
の
虚
構
性
一
「
笑
ひ
」
と
「
あ
は
れ
」
を
中
心
に
し
て

 
 
院
。

(
1
4
)
 
渡
辺
実
校
注
『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
2
5
 
枕
草
子
』
一
九
九
一
年
 
岩

 
 
波
書
店
。

(
1
5
)
 
清
水
好
子
「
紫
式
部
と
清
少
納
言
」
『
鑑
賞
日
本
古
典
文
学
 
枕
草
子
』

 
 
一
九
七
五
年
 
角
川
書
店
。

(
1
6
)
 
山
本
利
達
校
注
『
新
潮
日
本
古
典
集
成
 
紫
式
部
日
記
 
紫
式
部
集
』
一

 
 
九
八
○
年
 
新
潮
社
。

(
1
7
)
 
増
補
「
資
料
大
成
」
刊
行
会
『
増
補
資
料
大
成
5
 
権
外
二
』
一
九
六
五

 
 
年
 
臨
川
書
店
。

(
1
8
)
 
保
立
道
久
『
平
安
王
朝
』
一
九
九
六
年
 
岩
波
書
店
。

(
1
9
)
 
東
京
大
学
資
料
編
纂
所
『
大
日
本
古
記
録
 
小
右
記
一
』
一
九
五
九
年

 
 
岩
波
書
店
。
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