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一　
「
心
強
し
」
を
体
現
す
る
行
為
と
「
あ
え
か
」

『
夜
の
寝
覚
』
の
寝
覚
の
上
は
、「
心
強
し
」
が
そ
の
成
長
を
示
す
語
と
し
て
取
り

上
げ
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。
鈴
木
一
雄
氏
は
、
寝
覚
の
上
の
魅
力
に
つ
い
て
、
次
の

よ
う
に
端
的
に
記
述
し
て
い
る
。

「
心
強
く
」
事
を
処
す
る
と
い
っ
て
も
、あ
ら
わ
に
自
ら
の
意
志
を
表
に
立
て
る

わ
け
で
は
な
い
。
意
志
の
強
さ
は
「
あ
え
か
」「
な
つ
か
し
さ
」
に
包
ま
れ
、少

女
時
代
そ
の
ま
ま
の
天
真
爛
漫
の
奥
に
秘
め
ら
れ
て
い
る
。
い
わ
ば
、
天
真
爛

漫
と
成
熟
の
共
存
、「
な
つ
か
し
さ
」
と
「
心
強
さ
」
の
兼
ね
合
い
に
こ
の
人
の

魅
力
が
あ
る
よ
う
で
あ
る
。①

「
あ
え
か
」「
な
つ
か
し
さ
」
は
、
確
か
に
男
性
を
惹
き
つ
け
る
魅
力
で
あ
る
。
し

か
し
、
そ
れ
は
女
性
側
が
意
図
し
な
い
場
合
に
お
い
て
も
男
性
と
の
関
係
を
生
み
出

し
て
し
ま
う
よ
う
な
、
危
う
い
性
質
で
も
あ
る
。
寝
覚
の
上
は
、
そ
の
よ
う
な
自
ら

の
性
質
ゆ
え
に
何
度
も
危
機
に
接
し
て
い
る
人
物
と
も
言
え
る
。
一
方
で
、
そ
の
よ

う
な
性
質
に
は
似
合
わ
な
い
「
心
強
さ
」
が
際
立
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。

寝
覚
の
上
は
、
男
君
や
帝
な
ど
、
男
性
か
ら
見
て
「
あ
え
か
」
と
評
価
さ
れ
る
こ

と
が
多
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
他
者
の
視
線
を
通
し
て
語
ら
れ
る
女
君
の
姿
は
、
女

君
の
本
来
の
性
質
や
、
そ
の
内
面
ま
で
を
表
わ
し
て
い
る
と
は
限
ら
な
い
。
そ
れ
を

探
る
に
は
、
女
君
の
意
志
が
反
映
さ
れ
た
結
果
と
し
て
の
行
為
を
見
る
こ
と
が
必
要

で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
寝
覚
の
上
の
内
面
の
「
心
強
さ
」
を
体
現
す
る
行
為
と
は
ど

の
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

物
語
第
三
部
に
お
い
て
、
寝
覚
の
上
は
継
娘
の
督
の
君
の
入
内
に
付
き
添
い
、
宮

中
に
参
内
す
る
。
そ
こ
で
、
帝
の
母
で
あ
る
大
皇
の
宮
の
企
み
に
よ
っ
て
、
帝
に
か

き
口
説
か
れ
る
。
大
皇
の
宮
は
、
次
の
よ
う
に
計
画
の
成
功
を
確
信
し
て
い
た
。

「
上
の
御
有
様
を
見
ぬ
か
ぎ
り
こ
そ
あ
れ
、
か
ば
か
り
、
限
り
な
う
な
ま
め
か
し

く
、
艶
に
い
み
じ
く
お
は
し
ま
す
を
、
見
た
て
ま
つ
り
だ
に
そ
め
て
は
、
え
心

強
か
ら
じ
。
か
な
ら
ず
思
ひ
靡
き
た
て
ま
つ
り
て
、
か
の
大
臣
の
方
ざ
ま
は
、

思
ひ
退
く
心
つ
き
な
む
」 

（『
夜
の
寝
覚
』
巻
三
・
二
六
七
頁
）②

し
か
し
、
寝
覚
の
上
は
帝
を
拒
み
通
す
。
計
画
の
失
敗
を
大
皇
の
宮
に
話
す
帝
の
言

葉
に
は
、
次
の
よ
う
に
寝
覚
の
上
の
「
心
強
」
い
態
度
が
語
ら
れ
て
い
る
。

見
る
目
、
も
て
な
し
の
、
さ
ば
か
り
な
ま
め
き
、
あ
え
か
な
る
ほ
ど
よ
り
は
、

い
と
も
の
は
し
た
な
く
、
心
強
き
ほ
ど
に
ぞ
は
べ
り
け
る
。

 

（『
夜
の
寝
覚
』
巻
三
・
二
九
六
頁
）

こ
こ
で
は
、
寝
覚
の
上
の
外
見
の
「
な
ま
め
き
、
あ
え
か
」
な
様
子
は
、「
心
強
」

い
帝
へ
の
拒
否
の
態
度
と
そ
ぐ
わ
な
い
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
大
皇
の
宮

は
、
寝
覚
の
上
が
帝
の
様
子
を
見
れ
ば
、「
心
強
」
く
は
い
ら
れ
ず
、「
か
な
ら
ず
思

ひ
靡
」
く
だ
ろ
う
と
思
っ
て
い
た
。
そ
れ
に
対
し
、
寝
覚
の
上
は
「
心
強
」
く
、
帝

に
靡
か
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

大
皇
の
宮
付
き
の
女
房
か
ら
帝
が
寝
覚
の
上
に
言
い
寄
っ
た
と
聞
か
さ
れ
た
男
君

は
、「
人
に
は
殊
に
、
げ
に
さ
も
や
、
う
ち
思
ひ
、
靡
き
た
て
ま
つ
り
ぬ
ら
む
」（『
夜
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二

2

の
寝
覚
』
巻
三
・
二
九
八
頁
）
と
、
寝
覚
の
上
が
帝
に
靡
い
た
の
で
は
な
い
か
と
疑
い
、

嫉
妬
す
る
。
こ
の
後
、
男
君
は
寝
覚
の
上
が
帝
を
拒
み
通
し
た
と
知
り
、
寝
覚
の
上

は
男
君
を
頼
っ
て
宮
中
を
逃
れ
出
る
。
し
か
し
、
男
君
は
執
着
す
る
帝
か
ら
寝
覚
の

上
宛
に
届
い
た
手
紙
を
見
て
、
次
の
よ
う
に
思
う
。

ま
い
て
、
い
と
か
か
る
御
気
色
を
見
知
り
、
思
ひ
靡
か
ざ
ら
む
人
は
、
心
な
く

口
惜
し
く
さ
へ
あ
べ
き
を
、
今
も
昔
に
変
は
る
こ
と
な
く
、
い
と
若
や
か
に
お

ほ
ど
か
に
、
た
を
た
を
と
あ
る
も
て
な
し
、
気
色
ぞ
、
い
と
あ
え
か
な
れ
ど
、

も
の
を
見
知
り
、
思
ひ
分
く
ま
じ
う
は
あ
ら
ぬ
人
に
て
、『
た
だ
人
の
、
思
ひ
定

め
た
る
か
た
あ
る
に
な
ら
は
れ
て
あ
ら
む
よ
り
は
、
あ
ま
た
が
中
に
、
限
り
な

く
お
ぼ
し
と
き
め
か
さ
れ
た
ら
む
を
、
い
と
后
に
は
及
ば
ず
と
も
、
そ
れ
を
こ

の
世
の
思
ひ
出
で
に
し
て
む
を
』
と
思
は
ぬ
や
う
は
あ
ら
じ
を
、
…
…
か
ば
か

り
の
御
気
色
を
、
心
強
う
、
さ
ば
か
り
も
て
離
れ
し
に
、
名
残
な
く
我
が
陰
に

立
ち
隠
れ
て
、
の
が
れ
出
で
た
る
心
ば
へ
、
い
と
あ
り
が
た
く
、
我
が
方
ざ
ま

の
あ
は
れ
は
類
な
く
思
ひ
知
ら
る
る
も
の
か
ら
、
か
く
て
の
み
逢
は
ざ
ら
む
ほ

ど
は
、
さ
り
と
も
、
う
ち
見
て
涙
ぐ
ま
る
る
節
々
も
あ
り
な
む
か
し
。

 

（『
夜
の
寝
覚
』
巻
四
・
三
五
五
―
三
五
六
頁
）

男
君
は
、
帝
か
ら
こ
れ
ほ
ど
心
を
掛
け
ら
れ
て
い
て
、「
思
ひ
靡
か
ざ
ら
む
人
」
は
、

情
け
が
な
く
残
念
で
さ
え
あ
る
と
言
い
、寝
覚
の
上
の
昔
か
ら
の
印
象
を
挙
げ
つ
つ
、

思
慮
分
別
が
あ
る
人
で
、
点
線
部
「
心
強
う
、
さ
ば
か
り
も
て
離
れ
し
に
、」
と
、
男

君
を
頼
っ
て
寝
覚
の
上
が
帝
の
も
と
を
逃
れ
出
た
こ
と
を
認
め
る
。し
か
し
な
が
ら
、

こ
の
よ
う
に
逢
わ
ず
に
ば
か
り
い
る
間
は
、
帝
か
ら
の
手
紙
に
涙
ぐ
む
折
も
あ
る
で

あ
ろ
う
と
思
い
、
寝
覚
の
上
が
心
の
内
で
は
帝
に
惹
か
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と

疑
う
。

こ
こ
で
注
目
す
る
の
は
、
傍
線
部
「
い
と
若
や
か
に
お
ほ
ど
か
に
、
た
を
た
を
と

あ
る
も
て
な
し
、
気
色
ぞ
、
い
と
あ
え
か
な
れ
ど
」
と
、
寝
覚
の
上
の
「
若
や
か
」

「
お
ほ
ど
か
」「
た
を
た
を
と
」
と
い
っ
た
態
度
や
様
子
が
、「
あ
え
か
」
と
い
う
語
に

よ
っ
て
総
括
的
に
評
価
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。

「
心
強
し
」
は
、
靡
か
な
い
、
と
い
う
寝
覚
の
上
の
行
為
と
関
わ
る
語
で
あ
る
。
し

か
し
、
男
君
は
寝
覚
の
上
の
「
心
強
」
さ
を
認
め
な
が
ら
も
、
結
局
は
寝
覚
の
上
の

本
心
を
疑
っ
て
し
ま
う
。
そ
れ
は
、
帝
に
よ
っ
て
も
「
心
強
」
さ
と
そ
ぐ
わ
な
い
と

さ
れ
て
い
た
、「
あ
え
か
」
な
寝
覚
の
上
の
外
見
が
寝
覚
の
上
の
危
う
さ
を
感
じ
さ

せ
、男
君
の
不
安
を
か
き
立
て
る
か
ら
だ
と
考
え
ら
れ
る
。「
あ
え
か
」
は
女
君
の
可

憐
な
か
弱
い
様
子
を
表
わ
す
言
葉
で
あ
り
、確
か
に
外
見
的
に
弱
さ
を
印
象
づ
け
る
。

と
は
い
え
、
そ
れ
が
す
ぐ
さ
ま
「
心
強
」
く
な
く
、
男
性
に
「
な
び
く
」
女
君
像
と

結
び
つ
く
わ
け
で
は
な
い
だ
ろ
う
。「
あ
え
か
」
な
女
君
は
「
な
び
く
」
も
の
だ
と
い

う
前
提
が
導
き
出
さ
れ
る
に
は
、
先
行
作
品
に
お
け
る
「
あ
え
か
」
と
の
関
わ
り
が

あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

こ
こ
で
考
え
て
お
く
必
要
が
あ
る
の
が
、「
あ
え
か
」
と
い
う
語
が
、『
源
氏
物
語
』

成
立
以
前
の
作
品
に
は
見
え
な
い
こ
と
で
あ
る③
。『
源
氏
物
語
』
が
十
八
例
、『
夜
の

寝
覚
』
が
九
例
、『
狭
衣
物
語
』
四
例
、『
浜
松
中
納
言
物
語
』
六
例④
と
い
う
用
例
数

を
考
え
て
み
て
も
、『
夜
の
寝
覚
』
が
「
あ
え
か
」
と
い
う
語
を
ど
の
よ
う
に
物
語
に

お
い
て
用
い
る
か
と
い
う
こ
と
を
、
参
考
に
で
き
た
も
の
は
限
ら
れ
て
く
る
。
中
で

も
、『
夜
の
寝
覚
』
の
「
あ
え
か
」
の
用
例
に
は
、『
源
氏
物
語
』
の
女
三
の
宮
に
用

い
ら
れ
る
表
現
と
よ
く
似
た
も
の
が
見
え
、『
夜
の
寝
覚
』
が
『
源
氏
物
語
』
の
「
あ

え
か
」
の
使
い
方
を
参
照
し
て
い
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

本
稿
で
は
、「
あ
え
か
」
な
女
君
と
し
て
、
夕
顔
と
女
三
の
宮
の
類
似
性
に
焦
点
を

当
て
る
。
そ
の
た
め
に
、夕
顔
と
よ
く
似
た
「
は
か
な
げ
」
な
女
君
と
さ
れ
る
一
方
、

「
あ
え
か
」
が
全
く
用
い
ら
れ
な
い
浮
舟
に
注
目
し
、「
あ
え
か
」
の
有
無
と
「
な
び

く
」
の
関
係
に
つ
い
て
明
ら
か
に
す
る
。
こ
の
三
人
の
女
君
に
ど
の
よ
う
に
「
な
び

く
」
が
用
い
ら
れ
て
い
る
か
を
検
討
す
る
こ
と
で
、「
あ
え
か
」
と
「
な
び
く
」
の
関

連
性
を
明
ら
か
に
し
、『
夜
の
寝
覚
』
が
『
源
氏
物
語
』
を
ど
の
よ
う
に
踏
ま
え
、「
あ

え
か
」
な
寝
覚
の
上
を
造
型
し
て
い
っ
た
か
を
提
示
す
る
。



三
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3

二　
「
な
び
く
」
女
君
と
し
て
の
夕
顔

具
体
的
な
用
例
の
検
討
に
入
る
前
に
、『
源
氏
物
語
』
の
「
あ
え
か
」
な
女
君
の
中

で
も
夕
顔
を
取
り
上
げ
る
理
由
に
つ
い
て
、
も
う
少
し
説
明
を
加
え
る
。

『
夜
の
寝
覚
』
の
寝
覚
の
上
（
中
の
君
）
は
、
臣
籍
降
下
し
た
源
氏
太
政
大
臣
の
娘

で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
本
来
の
身
分
と
は
程
遠
い
、
但
馬
守
三
女
と
間
違
わ

れ
た
こ
と
が
き
っ
か
け
で
、
姉
の
婚
約
者
で
あ
っ
た
男
君
と
契
り
を
結
ぶ
こ
と
に
な

る
。
二
人
の
出
会
い
は
不
運
に
も
偶
然
が
重
な
っ
た
よ
う
に
描
か
れ
て
お
り
、
中
で

も
男
君
が
乳
母
の
見
舞
い
に
訪
れ
て
い
た
と
い
う
設
定
な
ど
、
夕
顔
と
光
源
氏
を
め

ぐ
る
物
語
展
開
を
踏
ま
え
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る⑤
。

男
君
は
、
寝
覚
の
上
を
初
め
て
間
近
に
見
て
、「
類
な
し
と
見
ゆ
る
よ
そ
め
の
月
影

よ
り
も
近
勝
り
し
て
、
あ
え
か
に
ら
う
た
げ
な
る
に
、」（『
夜
の
寝
覚
』
巻
一
・
三
二
頁
）

と
思
う
。
そ
の
翌
日
、
男
君
は
宮
の
中
将
か
ら
但
馬
守
三
女
の
話
を
聞
き
出
し
、
次

の
よ
う
に
回
想
し
て
い
る
。

「
…
…
秋
の
風
に
吹
き
乱
る
刈
萱
の
上
の
露
乱
れ
散
り
つ
ら
む
気
色
し
た
り
つ

る
こ
そ
」
ら
う
た
さ
は
ま
づ
思
ひ
出
で
ら
る
る
に
、

 

（『
夜
の
寝
覚
』
巻
一
・
四
四
頁
）

こ
こ
で
は
「
あ
え
か
」
と
い
う
語
は
用
い
ら
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
次
に

掲
げ
る
『
源
氏
物
語
』
帚
木
巻
の
用
例
を
見
れ
ば
、
露
が
落
ち
て
し
ま
い
そ
う
な
は

か
な
げ
な
様
子
は
、「
あ
え
か
」
と
通
う
も
の
で
あ
る
と
わ
か
る
。

御
心
の
ま
ま
に
折
ら
ば
落
ち
ぬ
べ
き
萩
の
露
、
拾
は
ば
消
え
な
む
と
見
ゆ
る
玉

笹
の
上
の
霰
な
ど
の
、
艶
に
あ
え
か
な
る
す
き
ず
き
し
さ
の
み
こ
そ
を
か
し
く

思
さ
る
ら
め
、
い
ま
、
さ
り
と
も
七
年
あ
ま
り
が
ほ
ど
に
思
し
知
り
は
べ
な
む
。

な
に
が
し
が
い
や
し
き
諫
め
に
て
、す
き
た
わ
め
ら
む
女
に
心
お
か
せ
た
ま
へ
。

過
ち
し
て
見
む
人
の
か
た
く
な
な
る
名
を
も
立
て
つ
べ
き
も
の
な
り

 

（
帚
木
巻
・
①
八
〇
頁
）⑥

こ
れ
は
、
雨
夜
の
品
定
め
に
お
い
て
、
左
馬
頭
が
浮
気
性
な
女
と
の
体
験
談
を
話
し

た
際
の
言
葉
で
あ
る
。
喩
え
ら
れ
る
植
物
は
「
刈
萱
」
と
「
萩
」
で
異
な
る
も
の
の
、

ど
ち
ら
も
女
の
様
子
を
露
が
落
ち
て
し
ま
い
そ
う
な
さ
ま
に
表
わ
し
て
い
る
。『
夜
の

寝
覚
』
の
こ
の
場
面
に
お
け
る
宮
の
中
将
と
男
君
の
会
話
は
、
雨
夜
の
品
定
め
か
ら

の
影
響
が
指
摘
さ
れ
て
い
る⑦
。『
夜
の
寝
覚
』
は
、お
そ
ら
く
こ
の
左
馬
頭
の
発
言
も

踏
ま
え
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

金
井
利
浩
氏⑧
に
よ
れ
ば
、
前
に
掲
げ
た
左
馬
頭
の
発
言
は
、「
夕
顔
の
物
語
を
枠
取

り
規
定
す
る
プ
レ
テ
ク
ス
ト
の
ひ
と
つ
」
で
あ
り
、「
あ
え
か
」
な
夕
顔
と
関
わ
る
光

源
氏
に
つ
い
て
の
「
予
見
的
忠
告
」
で
あ
る
と
い
う
。『
源
氏
物
語
』
で
は
雨
夜
の
品

定
め
か
ら
夕
顔
と
の
関
係
へ
、『
夜
の
寝
覚
』
で
は
寝
覚
の
上
と
の
関
係
か
ら
宮
の
中

将
と
の
会
話
へ
、
と
順
序
が
反
転
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
を
考
え
て
み
て
も
、
男
君

か
ら
寝
覚
の
上
へ
の
最
初
の
印
象
と
し
て
与
え
ら
れ
た
「
あ
え
か
」
に
は
、『
源
氏
物

語
』
の
夕
顔
の
「
あ
え
か
」
な
様
子
が
関
わ
っ
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

さ
ら
に
重
視
す
る
の
は
、
男
君
が
寝
覚
の
上
の
特
徴
と
し
て
語
っ
た
、「
若
や
か
」

「
お
ほ
ど
か
」「
た
を
た
を
と
」「
あ
え
か
」
が
、全
て
夕
顔
の
特
徴
と
一
致
す
る
こ
と

で
あ
る
。
夕
顔
付
き
の
女
房
で
あ
っ
た
右
近
が
玉
鬘
と
再
会
し
た
際
、
夕
顔
と
玉
鬘

を
比
べ
る
場
面
を
掲
げ
る
。

母
君
は
、
た
だ
い
と
若
や
か
に
お
ほ
ど
か
に
て
、
や
は
や
は
と
ぞ
た
を
や
ぎ
た

ま
へ
り
し
、
こ
れ
は
気
高
く
、
も
て
な
し
な
ど
恥
づ
か
し
げ
に
、
よ
し
め
き
た

ま
へ
り
。 

（
玉
鬘
巻
・
③
一
一
七
頁
）

玉
鬘
の
母
で
あ
る
夕
顔
は
、「
た
だ
い
と
若
や
か
に
お
ほ
ど
か
に
て
」
と
、
玉
鬘
の
気

品
の
高
さ
と
対
比
的
に
語
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
生
前
の
夕
顔
の
姿
は
、
光
源
氏
か
ら

次
の
よ
う
に
も
捉
え
ら
れ
て
い
た
。

白
き
袷
、
薄
色
の
な
よ
よ
か
な
る
を
重
ね
て
、
は
な
や
か
な
ら
ぬ
姿
い
と
ら
う

た
げ
に
あ
え
か
な
る
心
地
し
て
、
そ
こ
と
と
り
た
て
て
す
ぐ
れ
た
る
こ
と
も
な

け
れ
ど
、
細
や
か
に
た
を
た
を
と
し
て
、
も
の
う
ち
言
ひ
た
る
け
は
ひ
あ
な
心
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苦
し
と
、
た
だ
い
と
ら
う
た
く
見
ゆ
。 

（
夕
顔
巻
・
①
一
五
七
頁
）

「
た
を
た
を
と
」
は
、
し
な
や
か
な
さ
ま
を
表
わ
す
語
で
あ
る
。『
源
氏
物
語
』
に

お
い
て
、「
た
を
た
を
と
」
は
三
例
し
か
な
い
。
そ
の
三
例
は
、
夕
顔
、
玉
鬘
の
中
の

君
、
浮
舟
の
様
子
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
中
で
も
、「
あ
え
か
」
と
と
も
に
用
い
ら
れ

て
い
る
夕
顔
の
例
は
注
目
に
値
す
る
。

次
に
、
夕
顔
が
「
な
び
く
」
女
君
と
し
て
描
か
れ
て
い
た
こ
と
を
確
認
す
る
。

「
げ
に
、い
づ
れ
か
狐
な
る
ら
ん
な
。
た
だ
は
か
ら
れ
た
ま
へ
か
し
」
と
な
つ
か

し
げ
に
の
た
ま
へ
ば
、
女
も
い
み
じ
く
な
び
き
て
、
さ
も
あ
り
ぬ
べ
く
思
ひ
た

り
。
世
に
な
く
か
た
は
な
る
こ
と
な
り
と
も
、
ひ
た
ぶ
る
に
従
ふ
心
は
い
と
あ

は
れ
げ
な
る
人
と
見
た
ま
ふ
に
、 

（
夕
顔
巻
・
①
一
五
四
―
一
五
五
頁
）

右
に
掲
げ
た
の
は
、
光
源
氏
が
身
分
を
隠
し
て
夕
顔
の
も
と
へ
通
っ
て
い
た
折
の
様

子
で
あ
る
。「
女
も
い
み
じ
く
な
び
き
て
、
さ
も
あ
り
ぬ
べ
く
思
ひ
た
り
」
と
、
夕
顔

が
光
源
氏
の
言
葉
に
対
し
て
従
順
に
応
じ
る
様
子
が
語
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
様
子
を

見
た
光
源
氏
は
、「
ひ
た
ぶ
る
に
従
ふ
心
は
い
と
あ
は
れ
げ
な
る
人
」
と
、
夕
顔
が
ひ

た
す
ら
自
分
に
従
う
様
子
を
好
ま
し
く
思
う
。

こ
の
後
、
夕
顔
は
物
の
怪
に
よ
っ
て
亡
く
な
る
。
夕
顔
の
死
後
も
、
そ
の
従
順
な

様
子
は
光
源
氏
の
女
性
観
に
深
く
影
響
を
与
え
る
。
次
に
掲
げ
る
の
は
、
夕
顔
の
死

後
、
右
近
に
語
っ
た
光
源
氏
の
言
葉
で
あ
る
。

「
は
か
な
び
た
る
こ
そ
は
ら
う
た
け
れ
。
か
し
こ
く
人
に
な
び
か
ぬ
、い
と
心
づ

き
な
き
わ
ざ
な
り
。み
づ
か
ら
は
か
ば
か
し
く
す
く
よ
か
な
ら
ぬ
心
な
ら
ひ
に
、

女
は
、
た
だ
や
は
ら
か
に
、
と
り
は
づ
し
て
人
に
欺
か
れ
ぬ
べ
き
が
さ
す
が
に

も
の
づ
つ
み
し
、
見
ん
人
の
心
に
は
従
は
ん
な
む
あ
は
れ
に
て
、
わ
が
心
の
ま

ま
に
と
り
直
し
て
見
ん
に
、
な
つ
か
し
く
お
ぼ
ゆ
べ
き
」

 

（
夕
顔
巻
・
①
一
八
八
頁
）

「
見
ん
人
の
心
に
は
従
は
ん
な
む
あ
は
れ
に
て
」
と
、前
の
「
ひ
た
ぶ
る
に
従
ふ
心
は

い
と
あ
は
れ
げ
な
る
人
」
と
重
な
る
夕
顔
の
従
順
な
様
子
が
思
い
出
さ
れ
て
い
る
。

光
源
氏
は
夕
顔
と
の
関
わ
り
の
中
で
、
従
順
な
女
性
の
魅
力
に
惹
か
れ
る
の
で
あ
っ

た
。夕

顔
は
物
語
に
お
い
て
、わ
ず
か
の
間
に
亡
く
な
っ
て
し
ま
う
。
し
か
し
な
が
ら
、

娘
の
玉
鬘
の
登
場
に
伴
い
、
そ
の
靡
き
や
す
い
様
子
が
再
び
語
ら
れ
る
。
次
に
掲
げ

る
の
は
、
光
源
氏
が
若
々
し
く
育
っ
て
い
る
呉
竹
に
親
し
み
を
感
じ
、
玉
鬘
に
和
歌

を
詠
み
か
け
る
場
面
で
あ
る
。

御
前
近
き
呉
竹
の
、
い
と
若
や
か
に
生
ひ
た
ち
て
、
う
ち
な
び
く
さ
ま
の
な
つ

か
し
き
に
、
立
ち
と
ま
り
た
ま
う
て
、

「
ま
せ
の
う
ち
に
根
深
く
う
ゑ
し
竹
の
子
の
お
の
が
世
々
に
や
生
ひ
わ
か

る
べ
き

思
へ
ば
恨
め
し
か
べ
い
こ
と
ぞ
か
し
」
と
、
御

を
ひ
き
上
げ
て
聞
こ
え
た
ま

へ
ば
、 

（
胡
蝶
巻
・
③
一
八
二
―
一
八
三
頁
）

こ
こ
で
「
呉
竹
」
が
登
場
す
る
こ
と
は
、「
ほ
ど
な
き
庭
に
、
さ
れ
た
る
呉
竹
、
前
栽

の
露
は
な
ほ
か
か
る
所
も
同
じ
ご
と
き
ら
め
き
た
り
。」（
夕
顔
巻
・
①
一
五
七
頁
）
と
、

夕
顔
の
家
に
「
呉
竹
」
が
あ
っ
た
こ
と
と
関
連
づ
け
る
こ
と
が
で
き
、
夕
顔
と
玉
鬘

が
「
呉
竹
」
を
通
し
て
重
ね
ら
れ
て
い
る
と
さ
れ
る⑨
。「
呉
竹
」
の
様
子
が
「
う
ち
な

び
く
さ
ま
」
と
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
、
こ
こ
で
「
呉
竹
」
を
通
し
て
特
に
想
起

さ
れ
る
の
は
、
光
源
氏
に
靡
い
て
い
た
夕
顔
の
姿
な
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
光
源
氏
は
玉
鬘
に
対
し
て
、
自
分
に
靡
く
よ
う
に
誘
い
掛
け
る
内
容
の

和
歌
を
詠
み
か
け
る
。

「
し
た
露
に
な
び
か
ま
し
か
ば
女
郎
花
あ
ら
き
風
に
は
し
を
れ
ざ
ら
ま
し

な
よ
竹
を
見
た
ま
へ
か
し
」
な
ど
、
ひ
が
耳
に
や
あ
り
け
む
、
聞
き
よ
く
も
あ

ら
ず
ぞ
。 

（
野
分
巻
・
③
二
八
〇
―
二
八
一
頁
）

こ
の
時
、「
な
よ
竹
を
見
た
ま
へ
か
し
」
と
、
風
に
靡
く
こ
と
で
折
れ
な
い
、「
な
よ

竹
」
を
見
習
い
な
さ
い
と
言
う
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
「
呉
竹
」
で
は
な
く
、
そ
の

し
な
や
か
な
性
質
を
言
う
「
な
よ
竹
」
で
あ
る
も
の
の
、従
順
だ
っ
た
夕
顔
の
姿
が
、
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こ
こ
で
も
思
い
起
こ
さ
れ
る
と
類
推
で
き
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
夕
顔
の
「
な
び
く
」
様
子
は
光
源
氏
に
強
い
印
象
を
残
し
、
光

源
氏
の
女
性
観
に
影
響
を
与
え
る
。
そ
れ
は
、
夕
顔
の
死
後
も
光
源
氏
の
記
憶
に
と

ど
め
ら
れ
、
玉
鬘
の
登
場
と
と
も
に
再
認
識
さ
れ
る
。
夕
顔
は
、『
源
氏
物
語
』
に
お

い
て
確
か
に
「
な
び
く
」
女
君
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。

三　
「
な
び
く
」
に
自
覚
的
な
浮
舟

浮
舟
に
は
「
あ
え
か
」
は
用
い
ら
れ
な
い
。
そ
の
た
め
、「
あ
え
か
」
な
女
君
が

「
な
び
く
」
と
い
う
、夕
顔
の
よ
う
な
描
か
れ
方
と
は
異
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
な
が

ら
、
浮
舟
に
つ
い
て
は
、
実
に
六
例
も
の
「
な
び
く
」
の
用
例
が
見
え
る
。
以
下
、

浮
舟
が
「
な
び
く
」
に
自
覚
的
で
あ
り
、「
な
び
く
」
に
抵
抗
し
た
女
君
で
あ
る
こ
と

を
示
す
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
夕
顔
と
よ
く
似
た
浮
舟
に
「
あ
え
か
」
が
用
い
ら
れ
な

か
っ
た
こ
と
の
意
味
を
検
証
す
る
。

浮
舟
の
「
な
び
く
」
の
用
例
は
、
浮
舟
巻
に
集
中
し
て
お
り
、
匂
宮
と
の
関
係
か

ら
使
わ
れ
始
め
る
。

女
、
い
と
さ
ま
よ
う
心
に
く
き
人
〔
薫
※
稿
者
注
。
以
下
同
。〕
を
見
な
ら
ひ
た
る
に
、

時
の
間
も
見
ざ
ら
む
に
死
ぬ
べ
し
と
思
し
焦
が
る
る
人
〔
匂
宮
〕
を
、
心
ざ
し
深

し
と
は
か
か
る
を
言
ふ
に
や
あ
ら
む
と
思
ひ
知
ら
る
る
に
も
、
あ
や
し
か
り
け

る
身
か
な
、
誰
も
、
も
の
の
聞
こ
え
あ
ら
ば
、
い
か
に
思
さ
む
と
、
ま
づ
か
の

上
の
御
心
を
思
ひ
出
で
き
こ
ゆ
れ
ど
、〔
匂
宮
〕「
知
ら
ぬ
を
、
か
へ
す
が
へ
す
い

と
心
憂
し
、
な
ほ
あ
ら
む
ま
ま
に
の
た
ま
へ
。
い
み
じ
き
下
衆
と
い
ふ
と
も
、

い
よ
い
よ
な
む
あ
は
れ
な
る
べ
き
」
と
、
わ
り
な
う
問
ひ
た
ま
へ
ど
、
そ
の
御

答い
ら

へ
は
絶
え
て
せ
ず
、
他
事
は
、
い
と
を
か
し
く
け
近
き
さ
ま
に
答い

ら

へ
き
こ
え

な
ど
し
て
な
び
き
た
る
を
、
い
と
限
り
な
う
ら
う
た
し
と
の
み
見
た
ま
ふ
。

 

（
浮
舟
巻
・
⑥
一
三
〇
頁
）

浮
舟
は
、
薫
の
落
ち
着
い
た
様
子
を
見
慣
れ
て
い
た
た
め
、
匂
宮
の
情
熱
的
な
ふ
る

ま
い
に
触
れ
、
深
く
想
わ
れ
て
い
る
と
感
じ
る
。
こ
の
よ
う
な
状
況
を
、「
ま
づ
か
の

上
の
御
心
を
思
ひ
出
で
き
こ
ゆ
れ
ど
」
と
、
腹
違
い
の
姉
で
あ
る
中
の
君
に
対
し
て

申
し
訳
な
く
思
い
、
匂
宮
に
対
し
て
素
性
を
隠
し
通
そ
う
と
す
る
。
た
だ
し
、「
他
事

は
、
い
と
を
か
し
く
け
近
き
さ
ま
に
答
へ
き
こ
え
な
ど
し
て
な
び
き
た
る
」
と
、
名

の
る
こ
と
以
外
は
匂
宮
に
対
し
て
従
順
に
応
じ
て
い
る
。

し
か
し
、
浮
舟
は
こ
の
ま
ま
単
純
に
匂
宮
に
靡
く
わ
け
で
は
な
い
。
薫
が
浮
舟
を

訪
れ
た
際
、
浮
舟
は
匂
宮
の
こ
と
を
思
い
出
す
。

そ
な
た
に
な
び
く
べ
き
に
は
あ
ら
ず
か
し
と
思
ふ
か
ら
に
、
あ
り
し
御
さ
ま
の

面
影
に
お
ぼ
ゆ
れ
ば
、
我
な
が
ら
も
、
う
た
て
心
憂
の
身
や
と
思
ひ
つ
づ
け
て

泣
き
ぬ
。 

（
浮
舟
巻
・
⑥
一
四
四
頁
）

浮
舟
は
、匂
宮
と
の
逢
瀬
で
、薫
と
は
異
な
る
匂
宮
の
魅
力
に
感
じ
入
る
こ
と
も
あ
っ

た
。
し
か
し
、「
そ
な
た
に
な
び
く
べ
き
に
は
あ
ら
ず
か
し
」
と
、
匂
宮
に
靡
く
べ
き

で
は
な
い
と
い
う
理
性
が
ま
ず
語
ら
れ
て
お
り
、「
な
び
く
」
に
対
し
て
自
覚
的
に
対

処
し
よ
う
と
し
て
い
る
。

そ
の
よ
う
な
浮
舟
の
思
い
に
反
し
て
、
浮
舟
の
傍
に
仕
え
る
右
近
と
侍
従
は
、
浮

舟
が
匂
宮
に
心
を
移
し
て
い
る
と
見
る
。
右
近
は
、
右
近
の
姉
が
二
人
の
男
と
関
係

を
持
ち
、
初
め
の
男
が
後
か
ら
の
男
を
殺
し
て
し
ま
う
と
い
う
悲
劇
的
な
結
末
を
迎

え
た
こ
と
を
浮
舟
に
話
し
、薫
と
匂
宮
の
ど
ち
ら
か
一
人
に
思
い
切
る
よ
う
勧
め
る
。

そ
の
時
、「
宮
も
御
心
ざ
し
ま
さ
り
て
、
ま
め
や
か
に
だ
に
聞
こ
え
さ
せ
た
ま
は
ば
、

そ
な
た
ざ
ま
に
も
な
び
か
せ
た
ま
ひ
て
、
も
の
な
い
た
く
嘆
か
せ
た
ま
ひ
そ
」（
浮
舟

巻
・
⑥
一
七
九
頁
）
と
、
匂
宮
の
愛
情
が
深
く
誠
実
で
あ
る
な
ら
ば
、
匂
宮
の
方
に
思

い
切
れ
ば
良
い
と
言
う
。
さ
ら
に
、
匂
宮
に
肩
入
れ
し
て
い
る
侍
従
も
、「
た
だ
、
御

心
の
中
に
、
す
こ
し
思
し
な
び
か
む
方
を
、
さ
る
べ
き
に
思
し
な
ら
せ
た
ま
へ
」（
浮

舟
巻
・
⑥
一
八
〇
頁
）
と
、
や
は
り
浮
舟
が
匂
宮
に
思
い
を
寄
せ
て
い
る
と
い
う
前
提

で
話
を
続
け
る
。
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右
近
と
侍
従
は
以
前
、
浮
舟
が
後
か
ら
届
い
た
薫
の
手
紙
を
開
か
ず
、
先
に
届
い

て
い
た
匂
宮
か
ら
の
手
紙
だ
け
を
見
て
い
た
た
め
、「
な
ほ
移
り
に
け
り
」（
浮
舟
巻
・

⑥
一
五
八
頁
）
と
確
信
し
て
い
た
。
し
か
し
浮
舟
は
、二
人
の
手
紙
を
同
時
に
開
い
て

見
る
の
は
、
い
か
に
も
多
情
な
女
の
ふ
る
ま
い
だ
と
思
っ
た
た
め
、
匂
宮
の
手
紙
を

見
続
け
て
い
た
の
だ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
誤
解
も
あ
り
、
浮
舟
は
先
ほ
ど
の
右
近
と

侍
従
の
話
を
次
の
よ
う
に
否
定
的
に
聞
く
。

君
〔
浮
舟
〕、
な
ほ
、
我
を
宮
〔
匂
宮
〕
に
心
寄
せ
た
て
ま
つ
り
た
る
と
思
ひ
て
こ

の
人
々
の
言
ふ
、
い
と
恥
づ
か
し
く
、
心
地
に
は
い
づ
れ
と
も
思
は
ず
、
た
だ

夢
の
や
う
に
あ
き
れ
て
、
い
み
じ
く
焦
ら
れ
た
ま
ふ
を
ば
な
ど
か
く
し
も
と
ば

か
り
思
へ
ど
、
頼
み
き
こ
え
て
年
ご
ろ
に
な
り
ぬ
る
人
〔
薫
〕
を
、
今
は
と
も
て

離
れ
む
と
思
は
ぬ
に
よ
り
こ
そ
、
か
く
い
み
じ
と
も
の
も
思
ひ
乱
る
れ
、
げ
に

よ
か
ら
ぬ
こ
と
も
出
で
来
た
ら
む
時
、と
つ
く
づ
く
と
思
ひ
ゐ
た
り
。
ま
ろ
は
、

い
か
で
死
な
ば
や
、
世
づ
か
ず
心
憂
か
り
け
る
身
か
な
、
か
く
う
き
こ
と
あ
る

た
め
し
は
下
衆
な
ど
の
中
に
だ
に
多
く
や
は
あ
な
る
、
と
て
、
う
つ
ぶ
し
臥
し

た
ま
へ
ば
、 
（
浮
舟
巻
・
⑥
一
八
一
頁
）

浮
舟
は
、
情
熱
的
に
執
着
心
を
示
す
匂
宮
に
対
し
て
、「
た
だ
夢
の
や
う
に
あ
き
れ

て
、
い
み
じ
く
焦
ら
れ
た
ま
ふ
を
ば
な
ど
か
く
し
も
と
ば
か
り
」
思
う
一
方
、
長
い

間
頼
っ
て
き
た
薫
に
対
し
て
、
も
う
別
れ
て
し
ま
お
う
と
い
う
つ
も
り
も
な
く
、
自

分
の
気
持
ち
と
し
て
は
、
匂
宮
と
薫
の
ど
ち
ら
か
に
惹
か
れ
て
い
る
わ
け
で
も
な
い

の
だ
と
い
う
。
さ
ら
に
、
都
合
の
悪
い
こ
と
も
起
こ
ら
ぬ
よ
う
に
と
思
い
、「
ま
ろ

は
、
い
か
で
死
な
ば
や
」
と
死
に
傾
い
て
い
く
。

こ
こ
で
考
え
て
お
き
た
い
の
は
、
浮
舟
の
造
型
に
夕
顔
が
踏
ま
え
ら
れ
て
い
る
と

い
う
指
摘
が
あ
る
こ
と
で
あ
る⑩
。

「
な
び
く
」
に
注
目
し
て
み
る
と
、
夕
顔
は
光
源
氏
に
た
だ
ひ
た
す
ら
「
な
び
く
」

態
度
だ
っ
た
の
に
対
し
て
、
浮
舟
は
「
な
び
く
」
に
自
覚
的
で
あ
り
、「
な
び
く
」
に

抵
抗
し
た
末
に
死
に
傾
い
て
い
っ
た
と
も
言
え
る
。
薫
と
匂
宮
と
の
関
係
に
思
い
悩

み
、
死
を
決
意
し
た
浮
舟
に
対
し
て
、
次
の
よ
う
な
語
り
手
か
ら
の
批
評
が
あ
る
。

児
め
き
お
ほ
ど
か
に
、
た
を
た
を
と
見
ゆ
れ
ど
、
気
高
う
世
の
あ
り
さ
ま
を
も

知
る
方
少
な
く
て
生
ほ
し
た
て
た
る
人
に
し
あ
れ
ば
、
す
こ
し
お
ず
か
る
べ
き

こ
と
を
思
ひ
寄
る
な
り
け
む
か
し
。 

（
浮
舟
巻
・
⑥
一
八
五
頁
）

「
児
め
き
お
ほ
ど
か
に
、
た
を
た
を
と
」
し
た
、
お
っ
と
り
と
し
て
、
も
の
柔
ら
か
な

外
見
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
死
を
決
断
し
た
浮
舟
の
大
胆
さ
が
、
そ
の
出
自
の
低
さ
に

よ
っ
て
説
明
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
、『
源
氏
物
語
』
中
で
用
例
が
少
な
く
、
夕
顔
と

共
通
す
る
「
た
を
た
を
と
」
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
注
目
で
き
る
。
夕
顔
と
同

じ
く
頼
り
な
さ
げ
で
弱
々
し
い
形
容
が
な
さ
れ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
浮
舟
に
は
夕

顔
の
特
徴
で
あ
る
「
あ
え
か
」
が
全
く
用
い
ら
れ
な
い
。
こ
れ
は
「
あ
え
か
」
が
、

夕
顔
の
「
な
び
く
」
と
、
浮
舟
の
「
な
び
く
」
を
描
き
分
け
る
上
で
、
重
要
な
言
葉

だ
っ
た
か
ら
な
の
で
は
な
い
か
。
松
村
誠
一
氏⑪
は
、
浮
舟
と
夕
顔
の
類
似
性
が
描
か

れ
る
こ
と
に
つ
い
て
、「
ら
う
た
し
」「
ら
う
た
げ
な
り
」
と
、「
心
強
さ
」
に
着
目

し
、
次
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。

恋
の
相
手
の
薫
や
匂
宮
の
み
な
ら
ず
、異
腹
の
姉
の
中
君
か
ら
も
「
ら
う
た
し
」

と
思
わ
れ
「
ら
う
た
げ
な
り
」
と
見
ら
れ
る
浮
舟
の
、
た
よ
り
き
っ
た
よ
わ
よ

わ
し
い
性
格
を
、
あ
の
は
か
な
び
た
夕
顔
を
す
ぐ
思
い
出
さ
せ
る
よ
う
な
手
を

尽
く
し
て
、
く
り
か
え
し
読
者
に
印
象
づ
け
て
お
い
て
、
ひ
と
た
び
救
い
出
さ

れ
て
生
き
か
え
っ
て
か
ら
の
浮
舟
に
つ
い
て
は
、
実
の
娘
に
対
す
る
ほ
ど
の
親

愛
の
情
を
も
っ
て
接
す
る
尼
君
に
さ
え
、
つ
い
に
一
度
も
「
ら
う
た
し
」
と
思

わ
れ
た
り
、「
ら
う
た
げ
な
り
」
と
見
ら
れ
た
り
す
る
こ
と
の
な
い
「
心
強
さ
」

を
一
貫
し
て
描
き
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

松
村
氏
は
、「
あ
え
か
」
に
つ
い
て
は
言
及
し
て
い
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
浮
舟
と

夕
顔
の
違
い
が
「
心
強
さ
」
に
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、「
あ
え
か
」
の
有
無
が
そ
の
差

を
決
定
づ
け
る
要
因
の
一
つ
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。
さ
ら
に
、「
心

強
く
、
こ
の
世
に
亡
せ
な
ん
と
思
ひ
た
ち
し
」（
手
習
巻
・
⑥
二
九
六
頁
）
の
よ
う
に
、
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浮
舟
が
こ
の
世
か
ら
去
ろ
う
と
し
た
こ
と
が
「
心
強
」
い
決
意
の
固
さ
と
し
て
語
ら

れ
て
い
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、そ
の
原
因
と
も
な
っ
た
「
な
び
く
」
へ
の
抵
抗
と
「
心

強
さ
」
も
無
関
係
で
は
あ
る
ま
い
。

な
お
、
松
村
氏
よ
り
後
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
夕
顔
に
も
意
志
の
強
さ
が
あ
っ
た
と

す
る
説⑫
を
否
定
す
る
つ
も
り
は
な
い
。
こ
こ
で
は
、「
心
強
し
」
と
い
う
語
が
浮
舟
に

は
見
え
て
夕
顔
に
は
用
い
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
、「
な
び
く
」
に
対
す
る
両
者
の
描
か

れ
方
の
違
い
が
あ
る
こ
と
か
ら
、浮
舟
の
方
に
よ
り
一
層
、そ
の
意
志
の
強
さ
を
は
っ

き
り
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
押
さ
え
て
お
く
。

浮
舟
か
ら
『
夜
の
寝
覚
』
へ
の
影
響
に
つ
い
て
は
、
池
田
和
臣
氏
が
、『
夜
の
寝

覚
』
の
物
語
第
一
部
に
多
く
の
表
現
的
類
似
が
見
え
る
こ
と
を
指
摘
し
、「『
寝
覚
』

の
〈
女
の
物
語
〉
と
し
て
の
深
化
を
う
な
が
す
主
題
的
力
源
と
し
て
は
浮
舟
物
語
こ

そ
が
ふ
さ
わ
し
く
、
そ
れ
が
『
寝
覚
』
第
一
部
の
構
想
力
を
さ
さ
え
る
根
幹
を
な
し

て
い
る
と
い
え
よ
う⑬
。」
と
重
視
し
て
い
る
。
ま
た
、
加
藤
玲
氏
「「
お
ほ
ど
か
」
な

女
君
―
浮
舟
か
ら
寝
覚
の
上
へ⑭
」
は
、『
源
氏
物
語
』
中
で
「
お
ほ
ど
か
」
が
最
も
多

く
用
い
ら
れ
る
浮
舟
の
造
型
が
、
寝
覚
の
上
へ
継
承
さ
れ
て
い
る
と
す
る
。
こ
う
し

た
浮
舟
と
の
影
響
関
係
を
考
え
れ
ば
、「
あ
え
か
」
な
夕
顔
の
よ
う
に
は
か
な
げ
で
あ

り
な
が
ら
、「
心
強
さ
」
を
兼
ね
備
え
る
と
い
う
浮
舟
の
造
型
か
ら
、
寝
覚
の
上
の

「
あ
え
か
」
で
「
心
強
」
く
靡
か
な
い
と
い
う
造
型
が
導
き
出
さ
れ
た
と
言
え
る
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。

四　
「
な
び
く
」
女
君
と
見
な
さ
れ
る
女
三
の
宮

『
源
氏
物
語
』
の
女
三
の
宮
の
「
あ
え
か
」
の
用
例
は
、『
夜
の
寝
覚
』
の
「
あ
え

か
」
の
用
い
方
に
最
も
色
濃
く
影
響
を
与
え
て
い
る
。
次
に
掲
げ
る
の
は
、
女
楽
に

お
い
て
光
源
氏
の
視
線
に
沿
っ
て
語
ら
れ
る
女
三
の
宮
の
様
子
で
あ
る
。

宮
の
御
方
を
の
ぞ
き
た
ま
へ
れ
ば
、
人
よ
り
け
に
小
さ
く
う
つ
く
し
げ
に
て
、

た
だ
御
衣
の
み
あ
る
心
地
す
。
に
ほ
ひ
や
か
な
る
方
は
後
れ
て
、
た
だ
い
と
あ

て
や
か
に
を
か
し
く
、
二
月
の
中
の
十
日
ば
か
り
の
青
柳
の
、
わ
づ
か
に
し
だ

り
は
じ
め
た
ら
む
心
地
し
て
、
鶯
の
羽
風
に
も
乱
れ
ぬ
べ
く
あ
え
か
に
見
え
た

ま
ふ
。 

（
若
菜
下
巻
・
④
一
九
一
頁
）

女
三
の
宮
の
「
あ
え
か
」
な
様
子
は
、「
鶯
の
羽
風
」
に
も
乱
れ
て
し
ま
い
そ
う
な
柳

に
喩
え
ら
れ
る
。
こ
れ
と
類
似
し
た
表
現
が
、帝
か
ら
見
た
寝
覚
の
上
の
「
あ
え
か
」

な
様
子
と
し
て
次
の
よ
う
に
見
え
る
。

も
て
な
し
な
ど
は
、
鶯
の
羽
風
も
い
と
は
し
き
ま
で
、
た
を
た
を
と
あ
え
か
に
、

や
は
ら
ぎ
な
ま
め
い
て
、 

（『
夜
の
寝
覚
』
巻
三
・
二
五
六
頁
）

こ
こ
で
注
意
し
て
お
き
た
い
の
は
、『
源
氏
物
語
』
で
も
三
例
し
か
な
か
っ
た
「
た
を

た
を
と
」
が
、
こ
の
女
三
の
宮
と
の
重
な
り
が
濃
厚
な
表
現
と
と
も
に
用
い
ら
れ
て

い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
、『
夜
の
寝
覚
』
は
、「
た
を
た
を
と
」
と
女
三
の
宮

の
印
象
を
関
連
づ
け
て
捉
え
て
い
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。
女
三
の
宮
は
光
源
氏

と
対
面
し
た
際
、「
若
や
か
」「
お
ほ
ど
か
」
と
も
語
ら
れ
て
い
る
。『
夜
の
寝
覚
』
の

男
君
が
寝
覚
の
上
の
昔
か
ら
の
印
象
と
し
て
語
っ
た
、「
若
や
か
」「
お
ほ
ど
か
」「
た

を
た
を
と
」「
あ
え
か
」
は
、
女
三
の
宮
の
特
徴
と
も
ほ
と
ん
ど
重
な
る
の
で
あ
る
。

加
え
て
、
点
線
部
「
二
月
の
中
の
十
日
ば
か
り
の
青
柳
」
に
類
似
す
る
表
現
も
、

帝
か
ら
見
た
寝
覚
の
上
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。

…
…
荒
立
た
せ
た
ま
ふ
に
、
や
う
や
う
生
き
出
で
つ
る
命
、
絶
え
ぬ
る
心
地
し

て
、
こ
の
ご
ろ
〔
二
月
二
十
五
六
日
〕
の
し
だ
り
柳
の
、
風
に
乱
る
る
や
う
に
て
、
さ

す
が
に
い
と
執
念
く
て
、
靡
く
べ
く
も
あ
ら
ず
。

 

（『
夜
の
寝
覚
』
巻
三
・
二
八
〇
―
二
八
一
頁
）

寝
覚
の
上
は
大
皇
の
宮
の
計
画
に
よ
っ
て
、
帝
に
捕
え
ら
れ
、
言
い
寄
ら
れ
る
。
寝

覚
の
上
は
、
帝
の
苛
立
つ
様
子
に
命
も
絶
え
て
し
ま
い
そ
う
に
感
じ
、
柳
が
風
に
乱

れ
る
よ
う
に
弱
々
し
い
も
の
の
、
強
情
で
あ
り
、
帝
を
拒
み
通
す
の
で
あ
る
。

『
源
氏
物
語
』
の
女
三
の
宮
の
表
現
に
は
、『
河
海
抄
』
で
は
「
鶯
の
羽
か
せ
に
な
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ひ
く
青
柳
の
み
た
れ
て
物
を
お
も
ふ
こ
ろ
哉⑮
」（
具
平
親
王
）
が
引
か
れ
て
い
る
。
こ

の
和
歌
で
詠
ま
れ
て
い
る
よ
う
に
、
柳
は
風
に
靡
き
、
乱
れ
る
も
の
で
あ
る
。『
後
拾

遺
和
歌
集
』
に
も
、「
あ
さ
み
ど
り
み
だ
れ
て
な
び
く
あ
を
や
ぎ
の
い
ろ
に
ぞ
は
る
の

か
ぜ
も
み
え
け
る⑯
」（
巻
一
・
春
上
・
七
六
・
藤
原
元
真
）
と
、「
み
だ
れ
て
な
び
く
あ
を

や
ぎ
」
を
詠
む
和
歌
が
あ
る
。

し
か
し
、
寝
覚
の
上
は
柳
の
よ
う
に
弱
々
し
く
見
え
な
が
ら
も
、「
靡
く
べ
く
も
あ

ら
ず
」
と
語
ら
れ
る⑰
。
寝
覚
の
上
の
靡
か
な
い
と
い
う
態
度
は
、
そ
の
外
見
の
弱
々

し
さ
と
は
そ
ぐ
わ
な
い
も
の
と
し
て
特
筆
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

寝
覚
の
上
は
女
三
の
宮
の
よ
う
な
外
見
を
し
て
い
る
け
れ
ど
も
、
靡
か
な
い
と
さ

れ
る
。
そ
れ
で
は
、
女
三
の
宮
の
「
な
び
く
」
の
描
か
れ
方
に
つ
い
て
は
ど
う
で
あ

ろ
う
か
。

光
源
氏
は
、
夕
顔
が
自
分
に
「
な
び
く
」
様
子
で
あ
る
こ
と
を
、
好
ま
し
く
思
っ

て
い
た
。
し
か
し
、
自
分
の
理
想
通
り
に
紫
の
上
を
育
て
上
げ
た
今
、「
な
び
く
」
女

君
に
対
す
る
光
源
氏
の
捉
え
方
も
異
な
る
。

た
だ
聞
こ
え
た
ま
ふ
ま
ま
に
、
な
よ
な
よ
と
な
び
き
た
ま
ひ
て
、
御
答い

ら

へ
な
ど

を
も
、
お
ぼ
え
た
ま
ひ
け
る
こ
と
は
、
い
は
け
な
く
う
ち
の
た
ま
ひ
出
で
て
、

え
見
放
た
ず
見
え
た
ま
ふ
。
昔
の
心
な
ら
ま
し
か
ば
、
う
た
て
心
劣
り
せ
ま
し

を
、 

（
若
菜
上
巻
・
④
七
四
頁
）

「
な
よ
な
よ
と
な
び
き
た
ま
ひ
て
」
と
、女
三
の
宮
は
光
源
氏
の
言
う
こ
と
に
対
し

て
素
直
に
従
う
。
そ
れ
に
対
し
、
光
源
氏
は
物
足
り
な
く
、
否
定
的
に
捉
え
て
い
る
。

夕
顔
と
の
違
い
で
言
え
ば
、
女
三
の
宮
の
場
合
、
柏
木
と
の
関
係
で
も
「
な
び
く
」

が
見
え
る
。

か
か
る
人
に
並
び
て
、
い
か
ば
か
り
の
こ
と
に
か
心
を
移
す
人
は
も
の
し
た
ま

は
む
、
何
ご
と
に
つ
け
て
か
、
あ
は
れ
と
見
ゆ
る
し
た
ま
ふ
ば
か
り
は
な
び
か

し
き
こ
ゆ
べ
き
、
と
思
ひ
め
ぐ
ら
す
に
、
い
と
ど
こ
よ
な
く
御
あ
た
り
は
る
か

な
る
べ
き
身
の
ほ
ど
も
思
ひ
知
ら
る
れ
ば
、
胸
の
み
ふ
た
が
り
て
ま
か
で
た
ま

ひ
ぬ
。 

（
若
菜
上
巻
・
④
一
四
五
頁
）

女
三
の
宮
を
垣
間
見
し
た
柏
木
は
、
女
三
の
宮
に
執
着
を
募
ら
せ
て
い
く
。
光
源
氏

と
自
身
を
思
い
比
べ
、
女
三
の
宮
が
光
源
氏
以
外
の
男
に
気
移
り
す
る
は
ず
が
な
い

と
思
い
な
が
ら
も
、「
あ
は
れ
と
見
ゆ
る
し
た
ま
ふ
ば
か
り
は
な
び
か
し
き
こ
ゆ
べ

き
」
と
、
せ
め
て
「
あ
は
れ
」
と
思
わ
せ
る
程
度
に
は
女
三
の
宮
を
靡
か
せ
る
方
法

が
な
い
か
と
思
い
悩
む
。
こ
う
し
て
女
三
の
宮
か
ら
の
「
あ
は
れ
」
を
求
め
る
柏
木

は
、
女
三
の
宮
付
き
の
女
房
で
あ
る
小
侍
従
に
手
引
き
さ
せ
て
女
三
の
宮
の
も
と
に

忍
び
込
み
、
つ
い
に
密
通
に
至
る
の
で
あ
る
。

た
だ
し
、
柏
木
の
視
点
か
ら
女
三
の
宮
が
靡
い
た
と
す
る
記
述
や
、
女
三
の
宮
自

身
が
柏
木
に
靡
い
た
と
自
覚
す
る
場
面
は
見
ら
れ
な
い
。
し
か
し
、
女
三
の
宮
の
密

通
は
、
后
の
密
通
を
引
き
合
い
に
出
さ
れ
て
語
ら
れ
、「
な
び
く
」
と
結
び
つ
け
ら
れ

て
い
く
。

密
通
発
覚
前
、
光
源
氏
に
密
通
を
知
ら
れ
る
の
を
恐
れ
る
女
三
の
宮
の
様
子
が
、

語
り
手
か
ら
語
ら
れ
る
。

限
り
な
き
女
と
聞
こ
ゆ
れ
ど
、
す
こ
し
世
づ
き
た
る
心
ば
へ
ま
じ
り
、
上
は
ゆ

ゑ
あ
り
、
児
め
か
し
き
に
も
従
は
ぬ
下
の
心
添
ひ
た
る
こ
そ
、
と
あ
る
こ
と
か

か
る
こ
と
に
う
ち
な
び
き
、
心
か
は
し
た
ま
ふ
た
ぐ
ひ
も
あ
り
け
れ
、
こ
れ
は

深
き
心
も
お
は
せ
ね
ど
、
ひ
た
お
も
む
き
に
も
の
怖
じ
し
た
ま
へ
る
御
心
に
、

た
だ
今
し
も
人
の
見
聞
き
つ
け
た
ら
む
や
う
に
ま
ば
ゆ
く
恥
づ
か
し
く
思
さ
る

れ
ば
、
明
か
き
所
に
だ
に
え
ゐ
ざ
り
出
で
た
ま
は
ず
。
い
と
口
惜
し
き
身
な
り

け
り
と
み
づ
か
ら
思
し
知
る
べ
し
。 

（
若
菜
下
巻
・
④
二
三
〇
頁
）

柏
木
が
「
帝
の
御
妻
を
も
と
り
過
ち
て
、」（
若
菜
下
巻
・
④
二
三
〇
頁
）
と
、
后
と

の
密
通
の
場
合
を
思
い
浮
か
べ
る
の
と
対
応
す
る
よ
う
に
、「
限
り
な
き
女
」
と
、
后

の
よ
う
な
高
貴
な
女
性
が
引
き
合
い
に
出
さ
れ
る
。
そ
の
場
合
、「
上
は
ゆ
ゑ
あ
り
、

児
め
か
し
き
に
も
従
は
ぬ
下
の
心
添
ひ
た
る
こ
そ
、
と
あ
る
こ
と
か
か
る
こ
と
に
う

ち
な
び
き
、
心
か
は
し
た
ま
ふ
た
ぐ
ひ
も
あ
り
け
れ
」
と
、
表
面
上
は
奥
ゆ
か
し
く
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お
っ
と
り
と
し
て
い
て
も
、
心
の
底
で
は
従
わ
な
い
深
い
考
え
が
あ
る
人
こ
そ
、
他

の
男
性
に
靡
き
、
心
を
通
わ
せ
る
こ
と
も
あ
る
だ
ろ
う
、
と
語
ら
れ
る
。
一
方
、
女

三
の
宮
の
場
合
、「
深
き
心
も
お
は
せ
ね
ど
、
ひ
た
お
も
む
き
に
も
の
怖
じ
し
た
ま
へ

る
御
心
」
と
、
深
い
考
え
は
な
く
、
た
だ
ひ
た
す
ら
恐
ろ
し
く
思
っ
て
い
る
様
子
で

あ
る
。

密
通
を
知
っ
た
光
源
氏
の
心
中
で
も
同
様
に
、
后
の
密
通
が
引
き
合
い
に
出
さ
れ

る
。

帝
と
聞
こ
ゆ
れ
ど
、
た
だ
素
直
に
、
公
ざ
ま
の
心
ば
へ
ば
か
り
に
て
、
宮
仕
の

ほ
ど
も
も
の
す
さ
ま
じ
き
に
、
心
ざ
し
深
き
私
の
ね
ぎ
言
に
な
び
き
、
お
の
が

じ
し
あ
は
れ
を
尽
く
し
、
見
過
ぐ
し
が
た
き
を
り
の
答い

ら

へ
を
も
言
ひ
そ
め
、
自

然
に
心
通
ひ
そ
む
ら
む
仲
ら
ひ
は
、
同
じ
け
し
か
ら
ぬ
筋
な
れ
ど
、
寄
る
方
あ

り
や
、
わ
が
身
な
が
ら
も
、
さ
ば
か
り
の
人
に
心
分
け
た
ま
ふ
べ
く
は
お
ぼ
え

ぬ
も
の
を
、
と
い
と
心
づ
き
な
け
れ
ど
、 
（
若
菜
下
巻
・
④
二
五
五
頁
）

帝
か
ら
の
寵
愛
が
薄
く
、
表
向
き
お
仕
え
し
て
い
る
だ
け
の
宮
仕
え
で
は
、
臣
下
か

ら
の
熱
心
な
口
説
き
に
惹
か
れ
、
自
然
と
心
を
交
わ
す
こ
と
も
あ
る
だ
ろ
う
。
そ
の

場
合
は
、
同
じ
密
通
と
言
っ
て
も
許
さ
れ
る
余
地
も
あ
る
も
の
の
、
女
三
の
宮
が
柏

木
程
度
の
男
に
心
を
分
け
た
の
は
不
愉
快
だ
と
光
源
氏
は
思
う
。

注
目
し
た
い
の
は
、
語
り
手
か
ら
出
さ
れ
た
高
貴
な
女
性
の
例
で
、「
心
か
は
し
た

ま
ふ
た
ぐ
ひ
」
と
あ
り
、
光
源
氏
が
語
っ
た
后
の
例
も
、「
自
然
に
心
通
ひ
そ
む
ら
む

仲
ら
ひ
」
と
あ
り
、
密
通
し
た
女
性
が
相
手
の
男
性
と
「
心
」
を
通
わ
し
て
い
る
と

さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
と
対
比
的
に
語
ら
れ
る
女
三
の
宮
は
、
た
だ
た
だ
恐
ろ

し
く
思
っ
て
お
り
、
柏
木
に
心
を
寄
せ
た
と
い
う
記
述
は
見
ら
れ
な
い
。
し
か
し
な

が
ら
、
光
源
氏
か
ら
は
、
柏
木
に
「
心
分
け
」
た
の
だ
と
さ
れ
、
女
三
の
宮
の
「
心
」

を
無
視
し
た
よ
う
な
形
で
、
靡
い
た
の
だ
と
見
な
さ
れ
て
し
ま
う
。

『
夜
の
寝
覚
』
の
男
君
は
、
寝
覚
の
上
が
宮
中
を
逃
れ
出
た
後
で
さ
え
、「
か
く
て

の
み
逢
は
ざ
ら
む
ほ
ど
は
、
さ
り
と
も
、
う
ち
見
て
涙
ぐ
ま
る
る
節
々
も
あ
り
な
む

か
し
。」（
前
掲
、『
夜
の
寝
覚
』
巻
四
・
三
五
六
頁
）
と
言
い
、「
こ
れ
は
、
世
の
聞
き
耳

の
う
は
べ
を
も
て
離
れ
て
、
心
の
う
ち
に
は
、
あ
は
れ
と
も
か
た
じ
け
な
し
と
も
、

身
に
し
み
て
思
ひ
知
り
、
う
ち
な
が
め
む
こ
そ
、
世
に
わ
び
し
く
、
胸
痛
か
べ
け
れ
」

（
巻
四
・
三
五
六
貢
）
と
、
寝
覚
の
上
は
世
間
体
を
気
に
し
て
表
面
上
帝
を
拒
み
、
内
心

で
は
帝
に
惹
か
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
と
疑
う
。
女
君
の
心
と
は
違
っ
た
方
向
に
靡
い

て
い
る
、
と
男
君
か
ら
見
な
さ
れ
る
の
は
、『
源
氏
物
語
』
に
お
い
て
、
女
三
の
宮
が

本
心
と
は
異
な
り
、
柏
木
に
靡
い
た
と
光
源
氏
か
ら
見
な
さ
れ
る
の
と
重
な
る
。

以
上
の
よ
う
に
、『
源
氏
物
語
』
の
女
三
の
宮
は
、
光
源
氏
に
対
し
て
従
順
な
「
な

び
く
」
女
君
と
し
て
語
ら
れ
な
が
ら
も
、
密
通
に
際
し
て
は
、
心
を
動
か
し
た
記
述

は
見
ら
れ
ず
、
明
確
に
靡
い
た
と
は
語
ら
れ
な
い
。
こ
の
よ
う
な
女
君
の
本
心
と
男

君
か
ら
の
捉
え
方
の
ず
れ
に
つ
い
て
は
、『
夜
の
寝
覚
』
の
寝
覚
の
上
の
本
心
と
男
君

か
ら
の
捉
え
方
の
ず
れ
と
も
重
な
っ
て
い
る
。

五　

夕
顔
か
ら
の
系
譜
を
継
ぐ
寝
覚
の
上

以
上
確
認
し
て
き
た
よ
う
に
、『
夜
の
寝
覚
』
に
お
け
る
「
あ
え
か
」
な
女
君
が
靡

き
や
す
く
、
男
君
の
不
安
を
か
き
立
て
る
、
と
い
っ
た
発
想
は
、
夕
顔
や
女
三
の
宮

と
い
う
「
あ
え
か
」
な
女
君
が
「
な
び
く
」
女
君
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
こ
と
と
つ

な
が
る
と
考
え
ら
れ
る
。「
若
や
か
」「
お
ほ
ど
か
」「
た
を
た
を
と
」
し
た
態
度
や
様

子
を
「
あ
え
か
」
と
い
う
語
で
集
約
す
る
男
君
の
寝
覚
の
上
の
捉
え
方
は
、
夕
顔
や

女
三
の
宮
の
特
徴
を
意
識
し
て
書
か
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

「
あ
え
か
」
が
用
い
ら
れ
な
い
浮
舟
は
、靡
き
や
す
い
女
君
と
し
て
は
造
型
さ
れ
て

い
な
い
。
し
か
し
、『
源
氏
物
語
』
中
で
最
も
「
な
び
く
」
に
つ
い
て
自
覚
的
に
対
処

し
た
女
君
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。

従
っ
て
、『
夜
の
寝
覚
』
は
夕
顔
、
女
三
の
宮
、
浮
舟
と
い
う
そ
れ
ぞ
れ
の
女
君
が

ど
の
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
の
か
を
踏
ま
え
た
上
で
、
寝
覚
の
上
の
「
あ
え
か
」
で
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「
な
び
く
」
と
見
な
さ
れ
る
外
見
と
、「
あ
え
か
」
ら
し
か
ら
ぬ
「
心
強
」
く
「
な
び

く
」
に
抵
抗
す
る
内
面
を
作
り
上
げ
て
い
っ
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

夕
顔
と
浮
舟
は
、『
更
級
日
記
』
に
も
並
べ
て
語
ら
れ
て
お
り⑱
、
平
安
時
代
後
期
に

は
す
で
に
そ
の
類
似
性
が
認
め
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。『
夜
の
寝
覚
』の
作
者
を

孝
標
女
に
断
定
す
る
つ
も
り
は
な
い
が
、『
狭
衣
物
語
』
の
飛
鳥
井
の
女
君
が
夕
顔
と

浮
舟
を
用
い
て
造
型
さ
れ
て
い
る⑲
こ
と
を
考
え
れ
ば
、『
夜
の
寝
覚
』
が
そ
の
よ
う

な
夕
顔
と
浮
舟
の
特
徴
を
合
わ
せ
た
人
物
を
造
型
し
て
も
何
ら
不
思
議
で
は
な
い
。

寝
覚
の
上
が
男
君
と
の
出
会
い
で
身
分
の
低
い
女
性
と
間
違
わ
れ
た
こ
と
は
、「
我

な
が
ら
あ
や
し
く
鎮
め
が
た
き
を
、
人
の
程
を
こ
よ
な
き
劣
り
と
思
ふ
に
、
あ
な
づ

ら
は
し
く
、」（『
夜
の
寝
覚
』
巻
一
・
三
〇
頁
）
と
、
男
君
の
自
制
心
を
崩
さ
せ
た
要
因

に
も
な
っ
て
い
た
。
誤
解
が
解
け
た
後
も
な
お
、
寝
覚
の
上
は
大
君
や
女
一
の
宮
と

い
っ
た
男
君
の
正
妻
に
比
べ
て
劣
位
に
置
か
れ
る
な
ど
、
身
分
の
低
い
夕
顔
や
浮
舟

の
よ
う
に
不
安
定
な
立
場
に
あ
り
、
帝
や
老
関
白
な
ど
複
数
の
男
性
と
の
関
係
に
も

悩
ま
さ
れ
る
。
し
か
し
、
夕
顔
と
浮
舟
で
は
、
太
政
大
臣
の
娘
で
あ
り
、
関
白
の
妻

と
な
っ
た
寝
覚
の
上
と
は
身
分
的
に
釣
り
合
わ
な
い
。
そ
う
し
た
中
で『
夜
の
寝
覚
』

が
注
目
し
た
の
は
、
夕
顔
の
よ
う
に
「
あ
え
か
」
で
あ
り
な
が
ら
、
高
貴
な
出
自
を

持
つ
女
三
の
宮
だ
っ
た
。『
夜
の
寝
覚
』は
夕
顔
と
女
三
の
宮
の
共
通
す
る
特
徴
を
巧

妙
に
掬
い
取
り
、
夕
顔
と
浮
舟
と
い
う
広
く
認
め
ら
れ
た
系
譜
に
女
三
の
宮
を
組
み

込
む
こ
と
で
、「
あ
え
か
」
と
「
心
強
し
」、
あ
る
い
は
本
来
の
出
自
の
高
さ
と
身
分

の
低
い
女
性
の
よ
う
な
境
遇
と
い
う
二
面
性
を
描
き
出
し
た
。
寝
覚
の
上
は
、
理
想

性
を
保
ち
な
が
ら
も
、
な
お
不
如
意
な
男
性
と
の
関
係
に
巻
き
込
ま
れ
る
べ
く
造
型

さ
れ
て
い
る
と
言
え
る
。

注①　
「
紫
の
上
と
寝
覚
の
上
―
成
長
す
る
女
主
人
公
に
つ
い
て
―
」『
新
編
日
本
古
典
文
学

全
集　

夜
の
寝
覚
』（
小
学
館
、
一
九
九
六
年
）
六
頁
。

②　
『
夜
の
寝
覚
』
の
引
用
は
、「
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
」
に
よ
る
。
以
下
同
じ
。
な

お
、
傍
線
等
は
全
て
稿
者
に
よ
る
。

③　

吉
村
研
一
氏
「「
あ
え
か
」
に
つ
い
て
」（『『
源
氏
物
語
』
を
演
出
す
る
言
葉
』
勉
誠

出
版
、
二
〇
一
八
年　

初
出
「『
源
氏
物
語
』
に
お
い
て
「
あ
え
か
」
と
い
う
言
葉
が

果
た
し
た
役
割
」『
学
習
院
大
学
大
学
院
日
本
語
日
本
文
学
』
一
〇
、二
〇
一
四
年
三

月
）。
な
お
、『
紫
式
部
日
記
』
に
も
「
あ
え
か
」
は
三
例
あ
る
。

④　
『
狭
衣
物
語
』
と
『
浜
松
中
納
言
物
語
』
は
、「
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
」
に
見
え

る
用
例
数
を
示
し
た
。

⑤　
「
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
」
二
六
頁
頭
注
、赤
迫
照
子
氏
「『
夜
の
寝
覚
』
に
お
け

る
夕
顔
物
語
引
用
の
方
法
―
「
身
分
違
い
の
恋
」
と
い
う
装
い
―
」（『
更
級
日
記
の
新

研
究
―
孝
標
女
の
世
界
を
考
え
る
』
新
典
社
、
二
〇
〇
四
年
）
な
ど
。

⑥　
『
源
氏
物
語
』
の
引
用
は
、「
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
」
に
よ
る
。
分
冊
を
丸
囲
み

の
算
用
数
字
で
頁
数
の
前
に
示
し
た
。
以
下
同
じ
。
な
お
、傍
線
等
は
全
て
稿
者
に
よ

る
。

⑦　

鈴
木
弘
道
氏
『
寝
覚
物
語
の
基
礎
的
研
究
』（
塙
書
房
、
一
九
六
五
年
、
二
四
七
頁
）

な
ど
。

⑧　
「「
あ
え
か
」
の
系
譜
と
機
略
―
源
氏
物
語
の
〈
女
と
男
〉、そ
の
一
脈
―
」（
古
代
中

世
文
学
論
考
会
編
『
古
代
中
世
文
学
論
考
』
第
四
集
、
新
典
社
、
二
〇
〇
〇
年
）。

⑨　
「
源
氏
は
、
若
や
か
な
呉
竹
の
姿
に
、
若
き
日
五
条
の
家
で
夕
顔
と
と
も
に
な
が
め

た
呉
竹
の
こ
と
を
思
い
出
す
。（
中
略
）
夕
顔
と
玉
鬘
の
イ
メ
ー
ジ
が
重
な
る
。」（「
新

編
日
本
古
典
文
学
全
集
」
③
一
八
二
頁
頭
注
八
）
な
ど
。
笹
生
美
貴
子
氏
「『
源
氏
物

語
』
に
見
ら
れ
る
「
呉
竹
」
―
《
夕
顔
・
玉
鬘
母
子
物
語
》
の
伏
線
機
能
―
」（『
語

文
』
一
二
四
、二
〇
〇
六
年
三
月
）
が
詳
し
い
。

⑩　

今
井
源
衞
氏
「
浮
舟
の
造
型
―
夕
顔
・
か
ぐ
や
姫
の
面
影
を
め
ぐ
っ
て
―
」（『
源
氏

物
語
の
思
念
』
笠
間
書
院
、
一
九
八
七
年　

初
出
『
文
学
』
五
〇
―
七
、一
九
八
二
年

七
月
）、
吉
井
美
弥
子
氏
「
浮
舟
物
語
の
一
方
法
―
装
置
と
し
て
の
夕
顔
」（『
読
む
源

氏
物
語　

読
ま
れ
る
源
氏
物
語
』
森
話
社
、
二
〇
〇
八
年　

初
出
『
中
古
文
学
』

三
八
、一
九
八
六
年
十
一
月
）
な
ど
。

⑪　
「
浮
舟
―
「
ら
う
た
さ
」
と
「
心
強
さ
」
―
」（『
成
蹊
國
文
』
創
刊
号
、
一
九
六
八

年
一
月
）。

⑫　

今
井
源
衞
氏
「
夕
顔
の
性
格
」（『
源
氏
物
語
の
思
念
』
笠
間
書
院
、一
九
八
七
年　
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初
出
『
平
安
時
代
の
歴
史
と
文
学
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
一
年
）。

⑬　
「『
源
氏
物
語
』
の
水
脈
―
浮
舟
物
語
と
『
夜
の
寝
覚
』
―
」（『
源
氏
物
語　

表
現
構

造
と
水
脈
』
武
蔵
野
書
院
、
二
〇
〇
一
年　

初
出
『
国
語
と
国
文
学
』
六
一
―

一
一
、一
九
八
四
年
十
一
月
）。

⑭　
『
相
模
国
文
』
二
九
、二
〇
〇
二
年
三
月
。

⑮　

玉
上
琢
彌
氏
編
『
紫
明
抄
・
河
海
抄
』（
角
川
書
店
、
一
九
六
八
年
）
四
八
四
頁
。

⑯　
『
新
編
国
歌
大
観
』
第
一
巻
（
角
川
書
店
、
一
九
八
三
年
）。

⑰　

赤
迫
照
子
氏
「『
夜
の
寝
覚
』
の
「
鴬
」
―
『
源
氏
物
語
』
引
用
の
方
法
の
一
断
面

―
」（『
古
代
中
世
国
文
学
』
一
六
、二
〇
〇
〇
年
十
二
月
）
で
も
、
こ
の
場
面
に
お
け

る
寝
覚
の
上
と
女
三
の
宮
の
影
響
関
係
に
つ
い
て
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。赤
迫
氏
の

論
で
は
、「
た
だ
し
、
女
三
宮
を
想
起
さ
せ
る
と
い
っ
て
も
未
熟
・
脆
い
と
い
っ
た
負

の
部
分
は
も
ち
こ
ま
れ
て
い
な
い
。」
と
す
る
が
、
帝
に
よ
っ
て
「
あ
え
か
」
と
捉
え

ら
れ
て
い
る
点
か
ら
、危
う
さ
を
感
じ
さ
せ
る
弱
々
し
さ
が
付
与
さ
れ
て
い
る
と
考
え

る
。

⑱　
「
光
の
源
氏
の
夕
顔
、
宇
治
の
大
将
の
浮
舟
の
女
君
の
や
う
に
こ
そ
あ
ら
め
と
思
ひ

け
る
心
、
ま
づ
い
と
は
か
な
く
あ
さ
ま
し
。」（「
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
」
二
九
九

頁
）
と
あ
る
。

⑲　

大
槻
修
氏
「
は
か
な
げ
な
女
の
悲
恋
の
物
語
」（『
中
世
王
朝
物
語
の
研
究
』
世
界
思

想
社
、
一
九
九
三
年　

初
出
『
甲
南
女
子
大
学
研
究
紀
要
』
創
立
十
周
年
記
念
号
、

一
九
七
五
年
十
一
月
）
は
、
夕
顔
・
浮
舟
の
よ
う
な
「
は
か
な
げ
な
女
の
悲
恋
」
を
描

く
物
語
が
、『
狭
衣
物
語
』
以
降
、
さ
ま
ざ
ま
な
創
意
工
夫
を
交
え
て
作
ら
れ
て
い
っ

た
と
す
る
。

〔
付
記
〕

本
稿
は
、第
六
十
二
回
立
命
館
大
学
日
本
文
学
会
大
会
で
の
口
頭
発
表
「『
夜
の
寝

覚
』
と
夕
顔
・
浮
舟
に
つ
い
て
の
一
考
察
―
「
な
び
く
」
女
君
を
め
ぐ
っ
て
―
」

（
二
〇
一
八
年
六
月
十
日
、
於
立
命
館
大
学
）
を
も
と
に
、
大
幅
に
加
筆
修
正
し
た
も
の

で
す
。
ご
教
示
を
賜
り
ま
し
た
先
生
方
に
深
く
お
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

（
本
学
大
学
院
博
士
後
期
課
程
）


