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[

は
じ
め
に]

夕
顔
巻
の
造
形
に
は
、
九
州
肥
前
松
浦
地
方
に
ゆ
か
り
の
あ
る
二
つ

の
作
品
が
踏
ま
え
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。『

肥
前
国
風
土

記』

に
残
さ
れ
て
い
る

｢

松
浦
郡

褶
振
峯｣

の
話
と

『
万
葉
集』

の

｢

松
浦
川
に
遊
ぶ｣

関
係
の
歌
と
序
で
あ
る
。
そ
の
松
浦
は
紫
式
部
の

親
友
が
下
向
し
て
亡
く
な
っ
た
所
な
の
で
あ
る
。

一

そ
の
女
友
達
は
、『

紫
式
部
集』

に
よ
れ
ば
独
身
時
代
に
も
っ
と
も

親
し
か
っ
た
人
の
よ
う
で
あ
る
。
紫
式
部
の
父
藤
原
為
時
は
長
徳
二

(

九
九
六)

年
夏
に
越
前
守
と
し
て
彼
女
を
同
道
し
て
下
向
し
て
い
る

が
、
ち
ょ
う
ど
同
じ
頃
そ
の
親
友
も
、
父
か
夫
に
従
っ
て
肥
前
へ
下
っ

て
い
る

(

注
１)

。

『

紫
式
部
集

(

注
２)』

に
よ
る
と
、

｢

姉
な
り
し
人
亡
く
な
り
、
ま
た
人
の
お
と
と
失
ひ
た
る
が
、

か
た
み
に
あ
ひ
て
、
亡
き
が
代
り
に
思
ひ
思
は
む
と
い
ひ
け

り
。
文
の
上
に
姉
君
と
書
き
、
中
の
君
と
書
き
か
よ
ひ
け
る

が
、
お
の
が
じ
し
遠
き
所
へ
行
き
別
る
る
に
、
よ
そ
な
が
ら

別
れ
惜
し
み
て

15

北
へ
行
く
雁
の
翼
に
こ
と
づ
て
よ
雲
の
う
は
が
き
か
き
た
え
ず
し

て｣

｢
筑
紫
に
肥
前
と
い
ふ
所
よ
り
文
を
お
こ
せ
た
る
を
、
い
と
遥

か
な
る
所
に
て
見
け
り
。
そ
の
返
り
事
に

18

あ
ひ
み
む
と
思
ふ
心
は
松
浦
な
る
鏡
の
神
や
空
に
見
る
ら
む
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返
し
、
ま
た
の
年
も
て
き
た
り

19

行
き
め
ぐ
り
あ
ふ
を
松
浦
の
鏡
に
は
誰
を
か
け
つ
つ
祈
る
と
か
し

る｣

｢

遠
き
所
へ
行
き
し
人
の
亡
く
な
り
に
け
る
を
、
親
は
ら
か
ら

な
ど
帰
り
来
て
、
悲
し
き
こ
と
言
ひ
た
る
に

39

い
づ
か
た
の
雲
路
と
聞
か
ば
尋
ね
ま
し
列
は
な
れ
た
る
雁
が
行
方

を｣

こ
の
他
６
・
７
・
８
・
９
・
10
・
16
・
17
番
歌
も
関
連
の
贈
答
で
あ
る
。

義
姉
妹
の
契
り
を
結
ぶ
ほ
ど
に
親
し
か
っ
た
友
と
の
離
別
の
悲
し
み
、

さ
ら
に
ま
み
え
る
こ
と
な
く
遠
国
で
死
去
し
た
友
を
悼
む
紫
式
部
の
喪

失
感
は
想
像
で
き
よ
う
。
そ
の
痛
切
な
心
情
が
『
源
氏
物
語』

に
影
を

落
と
さ
な
い
は
ず
は
な
い
と
思
う
の
で
あ
る
。

そ
の
友
は
、
物
語
に
興
味
を
持
つ
紫
式
部
に
、
住
み
着
く
こ
と
に
な
っ

た
肥
前
の
伝
説
や
文
学
作
品
な
ど
を
手
紙
に
書
き
記
す
こ
と
は
な
か
っ

た
か
。
あ
る
い
は
式
部
の
方
も
、
友
の
居
る

(

居
た)

肥
前
に
関
す
る

作
品
な
ど
に
目
が
い
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
肥
前
で
お
そ
ら
く
当

時
に
お
い
て
も
も
っ
と
も
有
名
な
話
が

｢

褶
振
峯｣

説
話

(

松
浦
佐
用

姫
説
話)

で
あ
り
、
作
品
の
ほ
う
は

『

万
葉
集』

巻
五
の

｢

松
浦
川
に

遊
ぶ｣

の
序
と
十
二
首
の
歌
で
あ
ろ
う
。
以
下
そ
の
二
つ
の
作
品
が
ど

の
よ
う
に
夕
顔
巻
の
構
成
や
夕
顔
の
人
物
造
形
に
取
り
込
ま
れ
て
い
る

か
と
い
う
こ
と
を
見
て
ゆ
き
た
い
。

二

『

源
氏
物
語』

で
源
氏
は
夕
顔
に
通
い
始
め
て
か
ら
も
、
装
束
を
や

つ
し
身
分
素
姓
を
明
か
さ
ず
顔
も
隠
し
て
い
る
。
そ
の
構
想
が
三
輪
山

説
話
を
踏
ま
え
て
い
る
こ
と
は
周
知
の
こ
と
で
あ
る
。
三
輪
山
説
話
と

し
て
記
さ
れ
て
い
る
の
は
、『

古
事
記』

中
巻
の
崇
神
天
皇
の
条
で
あ

り
、
夕
顔
の
該
当
部
分
と
そ
の
三
輪
山
説
話
の
話
柄
を
比
較
し
て
み
る

と
、
両
者
の
一
致
点
は
男
が
素
姓
を
隠
し
て
夜
半
に
訪
れ
る
こ
と
で
あ

る
が
、
三
輪
山
の
場
合
、
男
は

｢

其
形
姿
威
儀
、
於
時
無
比｣

(

古
事

記)

と
あ
り
、
顔
を
隠
し
て
は
い
な
い
。
女
が
男
の
素
姓
を
探
索
す
る

こ
と
は
両
者
一
致
す
る
も
の
の
、
そ
も
そ
も
三
輪
山
説
話
は
神
生
み
の

め
で
た
い
話
な
の
で
あ
る
。
三
輪
山
説
話
の
類
話
は
各
地
に
あ
り
、
ゆ

え
に
三
輪
山
型(

式)

説
話
と
も
称
さ
れ
、
細
部
に
違
い
が
あ
る
の
で
、

紫
式
部
が
三
輪
山
型
説
話
を
取
り
込
ん
で
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
と

し
て
も
、
そ
れ
が

『

古
事
記』

に
記
す
話
柄
と
の
限
定
は
で
き
な
い
。

肥
前
松
浦
地
方
に
も
三
輪
山
型
説
話
が
残
さ
れ
て
い
る
。『

肥
前
国

風
土
記』

の

｢

松
浦
郡

鏡
渡
・
褶
振
峯｣

の
両
項
で
あ
る
。｢

鏡
渡｣

は
大
伴
狭
手
彦
が
任
那
に
遠
征
す
る
と
き
に
、
契
り
を
持
っ
た
篠
原
村

の
弟
日
姫
子
に
鏡
を
贈
っ
た
話
で
あ
る
。
続
く｢

褶
振
峯｣

を
掲
げ
る

(

注
３)

。

｢

大
伴
の
狭さ

手で

彦ひ
こ

の
連

む
ら
じ
、
發
船

ふ
な
だ
ち

し
て
任
那

み
ま
な

に
渡
り
し
時
、
弟お

と

日ひ

姫ひ
め

子こ

、

此こ
こ

に
登
り
て
、
褶ひ

れ

を
用
ち
て
振
り
招を

き
き
。
因よ

り
て
褶
振

ひ
れ
ふ
り

の
峯
と
名
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づ
く
。
然し

か

し
て
、
弟
日
姫
子
、
狭
手
彦
の
連
と
相あ

ひ

分わ
か

れ
て
五
日
を
經へ

し
後
、
人
あ
り
、
夜
毎
に
来
て
、
婦

を
み
な
と
共
に
寝い

ね
、
暁

あ
か
と
きに
至
れ
ば
早

く
歸
り
ぬ
。
容か

止ほ

形
貌

か
た
ち

は
狭
手
彦
に
似
た
り
き
。
婦
、
其そ

を
恠あ

や

し
と

抱お
も

ひ
て
、
忍も

黙だ

え
あ
ら
ず
、
竊

ひ
そ
か
に
續う

み

麻を

を
用
ち
て
其
の
人
の
襴

き
ぬ
の
す
そに
繋か

け
、
麻を

の
随

ま
に
ま

に
尋と

め
往
き
し
に
、
此
の
峯
の
頭

ほ
と
り

の
沼
の
邊へ

に
到
り
て
、

寝い
ね

た
る
蛇へ

み

あ
り
、
身
は
人
に
し
て
沼
の
底
に
沈
み
、
頭

か
し
ら
は
蛇
に
し
て

沼
の
脣き

し

に
臥ふ

せ
り
き
。
忽

た
ち
ま
ち
人
と
化
為

な

り
て
、
即
ち
語
り
て
い
ひ
し

く
、

篠
原

し
の
は
ら

の

弟
姫

お
と
ひ
め

の
子
ぞ

さ
一ひ

と

夜よ

も

率ゐ

寝ね

て
む
時
や

家い
へ

に

く
だ
さ
む

時
に
、
弟
日
姫
子
の
従
女

と
も
の
め

、
走
り
て
親
族

か
ぞ
い
ろ

に
告
げ
し
か
ば
、
親
族
、

衆も
ろ
び
とを
發い

だ

し
て
昇の

ぼ

り
て
看み

る
に
、
蛇
と
弟
日
姫
子
と
、
竝な

ら

び
に
亡う

せ
て

存あ

ら
ず
。
こ
こ
に
、
其
の
沼
の
底
を
見
る
に
、
但た

だ

、
人
の
屍

か
ば
ね
の
み
あ

り
。
各

お
の
も
お
の
も、
弟
日
姫
子
の
骨

か
ば
ね
な
り
と
謂い

ひ
て
、
即や

が

て
、
此
の
峯
の
南
に

就つ

き
て
、
墓
を
造
り
て
治を

さ

め
置
き
き
。
其
の
墓
は
見い

ま

に
在あ

り｣

こ
こ
に

｢

弟
日
姫
子｣

と
し
て
出
て
い
る
の
は
、『

万
葉
集』

巻
五
の

大
伴
旅
人
な
ど
の
歌
で
は

｢

松
浦
佐
用
姫｣

の
名
に
な
る
。
こ
の
褶
振

峯
説
話
は
ま
さ
に
三
輪
山
型
の
そ
れ
で
あ
る
が
、『

古
事
記』

の
三
輪

山
説
話
よ
り
は
る
か
に
夕
顔
巻
の
構
成
に
通
じ
る
。
両
話
の
一
致
点
を

挙
げ
て
み
る
と

(⇔

の
上
段
が
褶
振
峯
説
話
、
下
段
が
夕
顔
巻)

�

�
女
は
死
ぬ
…
弟
日
姫
子⇔

夕
顔

�

�
侍
女
の
役
割
が
大
き
い
…
從
女⇔

右
近

�

�
女
の
亡
骸
を
見
に
行
く
…
親
族
と
衆⇔

源
氏
と
惟
光

�

�
不
気
味
な
雰
囲
気
…
沼
の
蛇
と
呪
い
の
歌⇔

物
の
怪
と
怨
み
言

こ
れ
ら
は
夕
顔
巻
の
構
成
に
は
重
要
な
要
素
で
あ
る
が
、『

古
事
記』

の
三
輪
山
説
話
に
は
存
在
し
な
い
事
柄
で
あ
る
。
三
輪
山
型
説
話
で
共

通
す
る
こ
と
は
、
男
は
蛇
の
化
身
で
あ
り
、
変
身
し
て
は
蛇
と
な
り
人

間
と
な
る
。
ち
な
み
に
夕
顔
巻
で
源
氏
が
顔
を
隠
し
、
そ
れ
を
剥
ぐ
行

動
は
、
蛇
に
ち
な
ん
で
化
身
か
ら
本
体
を
現
す
こ
と
を
象
徴
さ
せ
て
い

る
の
で
あ
ろ
う
。

夕
顔
の
巻
の
構
成
の
骨
子
は
褶
振
峯
説
話
が
凡
そ
持
っ
て
い
る
と
い
っ

て
よ
い
。
と
い
う
こ
と
は
紫
式
部
は
親
友
に
関
わ
る
肥
前
松
浦
の
説
話

に
着
想
を
得
て
、
夕
顔
巻
を
構
想
し
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。

な
ぜ
そ
の
よ
う
な
着
想
を
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
物
語
創
作
へ

の
興
味
か
ら
と
い
う
よ
り
は
、
友
が
住
ん
だ
地
で
蛇
に
魅
入
ら
れ
て
死

ん
で
い
っ
た
褶
振
峯
の
女
に
、
亡
き
友
の
死
を
重
ね
て
悼
む
痛
切
な
思

い
か
ら
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
か
。
説
話
で
は
女
は
蛇
に
殺
さ
れ
た
が
、

夕
顔
は
荒
れ
た
所
に
住
み
着
い
て
い
た
物
の
怪
に
殺
さ
れ
た
。
と
も
に

異
界
の
も
の
に
魅
入
ら
れ
る
よ
う
な
素
晴
ら
し
い
女
で
あ
っ
た
と
い
う

こ
と
に
も
な
ろ
う
。
紫
式
部
は
亡
き
友
を

『

源
氏
物
語』

の
中
で
再
生

し
、
死
に
は
源
氏
の
魂
を
絞
っ
て
悼
ま
し
め
る
こ
と
が
、
式
部
の
友
へ

の
鎮
魂
の
方
法
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
。
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三

顔
を
見
せ
た
源
氏
は
夕
顔
に
名
の
ら
せ
よ
う
と
す
る
。
し
か
し
夕
顔

は

｢

海
人
の
子
な
れ
ば

(

注
４)｣

と
答
え
て
明
か
さ
な
い
。
こ
れ
に
つ
い
て
は

諸
注
が

『

和
漢
朗
詠
集』

の

｢

白
波
の
寄
す
る
渚
に
世
を
過
ぐ
す
海
人

の
子
な
れ
ば
宿
も
定
め
ず｣

(

遊
女

海
人
詠

(

注
５))

が
引
歌
で
あ
る
と
す

る
。
そ
れ
は
夕
顔
が
居
所
を
転
々
と
す
る
こ
と
や
低
い
身
分
で
あ
る
こ

と
が
根
拠
と
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
歌
と
夕
顔
巻
成
立
の
前
後
関
係
の

疑
問
は
残
る
。
夕
顔
巻
執
筆
の
頃
に
す
で
に
存
在
し
た
歌
で
あ
ろ
う
か
。

と
こ
ろ
で
夕
顔
の

｢

海
人
の
子
な
れ
ば｣
の
後
に
省
略
さ
れ
て
い
る

言
葉
は
そ
の
歌
に
よ
れ
ば
、｢

宿
も
定
め
ず｣
で
あ
る
が
、『

源
氏
物
語』

よ
り
か
な
り
後
ま
で
、
海
人

(

女)

が
定
住
し
な
い
流
浪
の
民
で
あ
る

か
、
あ
る
い
は
家
も
持
て
な
い
階
層
で
あ
る
と
の
固
定
観
念
は
歌
の
表

現
で
は
見
ら
れ
な
い
。
と
す
れ
ば

『

和
漢
朗
詠
集』

の
歌
が

｢
宿
も
定

め
ず｣

と
詠
ん
だ
の
は
特
異
な
発
想
で
は
な
い
の
か
。

こ
こ
に
前
述
の
夕
顔
と
肥
前
松
浦
の
地
と
の
線
か
ら
、｢

海
人
の
子

な
れ
ば｣

の
一
文
の
み
な
ら
ず
、
夕
顔
造
形
の
深
淵
に
ま
で
関
与
し
て

い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
作
品
と
し
て
、『

万
葉
集』

巻
五
の

｢

松
浦
川
に
遊
ぶ｣

と
い
う
長
文
の
序
を
添
え
る
大
伴
旅
人
他
の
十
二

首
が
あ
る
。
そ
の
序
文
を
掲
出
す
る

(

注
６)

。

｢

余
や
つ
か
れ、
暫

た
ま
さ
かに
松
浦
の
県

あ
が
た
に
往
き
て
逍
遙

せ
う
え
う

し
、
聊

い
さ
さ
か
に
玉
島
の
潭ふ

ち

に
臨
み

て
遊
覧
す
る
に
、
忽

た
ち
ま

ち
に
魚う

を

を
釣
る
女
子

を
と
め

等ら

に
値あ

ひ
ぬ
。
花

★

の
容か

ほ

双な
ら

び
な
く
、
光て

り
た
る
儀
匹

す
が
た
た
ぐ
ひな
し
。
柳

★

の
葉
を
眉ま

よ

の
中
に
開
き
、
桃
の

花
を
頬つ

ら

の
上
に
発ひ

ら

く
。
意い

気き

雲
を
凌し

の

ぎ
、
風
流
世
に
絶た

え
た
り
。
僕

★
や
つ
か
れ

問
ひ
て
曰
く
、
誰た

が
郷さ

と

誰
が
家
の
児

★

ら
そ
、
け

★

だ
し
神
仙

し
ん
せ
ん

な
ら
む
か

と
い
ふ
。
娘

を
と
め

等ら

皆
咲ゑ

み
答
へ
て
曰
く
、
児わ

等れ

は
漁あ

夫ま

の
舎い

へ

の
児
、
草

の
庵い

ほ

の
微い

や

し
き
者
な
り
。
郷
も
な
く
家
も
な
し
。
何
そ
称あ

げ
云
ふ
に

足
ら
む
。
た
だ★

性
水

ひ
と
と
な
り
に
便な

ら

ひ
、
ま
た
心
山
を
楽
し
ぶ
。
あ
る
と
き
に

は
洛

★
ら
く

浦ほ

に
臨
み
て
徒

い
た
づ
ら
に
玉
魚
を
羨と

も

し
び
、
あ
る
と
き
に
は
巫

★
ぶ

峡か
ふ

に

臥ふ

し
て
空む

な

し
く
煙

★
え
ん

霞か

を
望
む
。
今
邂
逅

★
た
ま
さ
か

に
貴ま

ら

客ひ
と

に
相
遇

あ

ひ
ぬ
。
感
応

に
勝あ

へ
ず
、
輙

す
な
は
ち� く

わ
ん

曲き
ょ
くを
陳の

ぶ
。
今
よ
り
後
に
、
豈あ

に

偕か
い

老ら
う

に
あ
ら
ざ

る
べ
け
む
と
い
ふ
。
下
官

★
や
つ
か
れ

対こ
た

へ
て
曰
く
、
唯

★
を

々を

、
敬

つ
つ
し
み
て
芳
命
を
奉

う
け
た
ま

は
ら
む
と
い
ふ
。
時
に
、
日

★

は
山
の
西
に
落
ち
、
驪

★
り

馬ば

去い

な
む
と
す
。

遂
に
懐
抱

★
く
わ
い
は
う
を
申の

べ
、
因よ

り
て
詠
歌
を
贈
り
て
曰
く｣

こ
の
序
文
で
傍
線
を
引
い
て
い
る
所
が
、
夕
顔
巻
で

｢

海
人
の
子｣

を
導
き
出
す
元
に
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
源
氏
が
夕

顔
へ

｢

今
だ
に
名
の
り
し
た
ま
へ｣

と
促
す
の
は
、｢

松
浦
川
に
遊
ぶ｣

序
の

｢

誰
が
郷
誰
が
家
の
児
ら
そ｣

(〈

松
浦
川〉

と
略)

と
尋
ね
て
い

る
の
と
重
な
り
、
そ
れ
に
答
え
る
夕
顔
の

｢

海
人
の
子
な
れ
ば｣

は

｢

児
等
は
漁
夫
の
舎
の
児｣

〈

松
浦
川〉

と
ぴ
っ
た
り
一
致
す
る
。

大
伴
旅
人
の
こ
の
序
文
は
八
五
三
番
歌
の
前
に
置
か
れ
て
お
り
、
以

下
八
六
三
番
歌
ま
で
物
語
的
に
蓬
客

(

男)

と
玉
島
の
女
子
た
ち
と
の
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応
酬
が
続
き
、
少
し
後
に
関
連
歌
が
一
首
あ
る
。
こ
の
女
子
た
ち
は

｢

神
仙｣

(

序)

や

｢

常
世
の
国
の
海
人
娘
子｣

(

八
六
五)

な
ど
と
表

現
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
現
実
の
人
間
な
ら
ぬ
神
女
で
あ
る
。
そ
の
神

女
と
の
出
会
い
の
場
所
設
定
が
こ
の
松
浦
の
玉
島
川
で
あ
る
こ
と
に
は

重
要
な
理
由
が
あ
る
。『

肥
前
国
風
土
記』

で
は
、
前
述
の

〈

鏡
渡
・

褶
振
峯〉

の
前
に
あ
る
の
が
神
功
皇
后(

気
長
足
姫
尊)

伝
説
で
あ
り
、

新
羅
出
兵
の
前
に
こ
の
川
で
神
意
を
占
っ
た
。
そ
の
と
き
に
釣
れ
た
の

が

｢

細
鱗｣

(

年
魚
・
鮎)

で
あ
る
が
、〈

松
浦
川〉

の
方
で
も
、
女
子

た
ち
は
鮎
を
釣
っ
て
い
る
。
こ
の
話
は

『

日
本
書
紀』

・『

古
事
記』

に

も
記
載
が
あ
る
。
つ
ま
り
こ
の
所
は
聖
地
と
し
て
伝
え
ら
れ
る
場
所
な

の
で
あ
る
。
男
は
異
次
元
世
界
と
も
言
う
べ
き
所
で
仙
女
に
出
会
っ
た

と
い
う
設
定
で
あ
る
。

四

夕
顔
巻
と

〈

松
浦
川〉

と
の
関
連
を
見
る
。
ま
ず
源
氏
は

｢

名
の
り

し
た
ま
へ｣

と
氏
や
素
姓
を
尋
ね
、
そ
れ
に
夕
顔
は

｢

海
人
の
子
な
れ

ば｣

と
答
え
た
。｢

海
人｣

の
引
歌
は
場
面
と
し
て
は
唐
突
な
感
は
ま

ぬ
が
れ
ま
い
。〈

松
浦
川〉

で
は
、
神
功
皇
后
に
ち
な
ん
で
そ
の
聖
地

で
女
子
が
鮎
を
釣
っ
て
い
る
場
面
と
し
て
の

｢

海
人｣

は
必
然
性
が
あ

る
。
し
か
も
蓬
客
の｢

誰
が
郷
誰
が
家
の
児｣

か
と
氏
素
姓
を
尋
ね
る
。

そ
れ
に
対
し
女
子
は

｢

漁
夫
の
家
の
児｣

で

｢

微
し
き｣

者
だ
か
ら

｢

称
げ
云
ふ｣

よ
う
な
素
姓
で
は
な
い
と
い
う
整
然
と
し
た
答
え
か
た

で
あ
る
。
ち
な
み
に

〈

松
浦
川〉

で
は
続
く
仙
女
の
暮
ら
し
ぶ
り
の
描

写
が
、｢

白
波
の｣

の
歌
で
は
三
句
目
の

｢

世
を
過
ぐ
す｣

に
ま
と
め

ら
れ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

で
は
従
来
夕
顔
の
身
分
が
低
い
と
言
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
ど
の
よ
う

に
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。〈

松
浦
川〉

で
は
、
序
文
で
の
女
子
の

答
え
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
男
は

｢

あ
さ
り
す
る
漁
夫
の
子
ど
も
と
人
は

言
へ
ど
見
る
に
知
ら
え
ぬ
う
ま
ひ
と
の
子
と｣

(

八
五
三)

と
、
海
人

の
家
の
子
で
は
な
く
身
分
あ
る
家
の
女
子
で
あ
る
こ
と
は
分
か
っ
た
と

い
う
。
女
も

｢

玉
島
の
こ
の
川
上
に
家
は
あ
れ
ど
君
を
や
さ
し
み
表
は

さ
ず
あ
り
き｣

(

八
五
四)

と
、
立
派
す
ぎ
る
男
な
の
で
偽
っ
た
の
だ

と
明
か
す
。

は
た
し
て
夕
顔
は
海
人
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
な
低
い
身
分
素
姓
の
女

で
あ
っ
た
の
か
。
そ
れ
に
は

｢

白
波
の｣

の
歌
の
題
が

｢

遊
女｣

で
あ

る
こ
と
も
身
分
低
い
と
さ
れ
る
理
由
な
の
だ
が
、
一
考
す
べ
き
で
あ
ろ

う
。夕

顔
の
死
後
、
右
近
が
源
氏
に
語
っ
た
こ
と
に
よ
れ
ば
、
夕
顔
の
父

は
若
く
し
て

｢

三
位
中
将｣

で
亡
く
な
っ
た
と
す
る
。
夕
顔
に
は
頭
中

将
が
三
年
ほ
ど
通
っ
て
い
た
が
、
そ
の
時
に
は
す
で
に
親
は
亡
く
な
っ

て
い
た

(

帚
木)
。
そ
も
そ
も
三
位
中
将
は
物
語
で
は
主
人
公
に
も
さ
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れ
る
よ
う
な
出
世
コ
ー
ス
に
あ
る
官
位
で
あ
る
と
も
い
わ
れ
る
。
近
衛

中
将
は
従
四
位
相
当
で
あ
る
が
、
中
将
で
特
別
三
位
に
な
っ
た
人
は
、

源
氏
が
十
八
歳
で
あ
る
の
は
別
格
で
あ
ろ
う
が
、
左
大
臣
息
の
頭
中
将

で
さ
え
も
四
位
に
な
っ
て
五
年
ほ
ど
経
っ
て
二
十
八
歳
く
ら
い
で
三
位

中
将
に
な
っ
て
い
る
。
そ
の
父
は
夕
顔
を

｢

い
と
ら
う
た
き
も
の
に
思

ひ
き
こ
え
た
ま
へ
り
し
か
ど
、
わ
が
身
の
ほ
ど
の
心
も
と
な
さ
を
思
す

め
り
し
に｣

(

夕
顔)

に
つ
い
て
、｢

娘
を
将
来
で
き
れ
ば
後
宮
に
入
れ

た
い
な
ど
と
考
え
て
い
た
か｣

(
新
編
日
本
文
学
全
集
の
頭
注)

と
い

う
あ
た
り
の
階
層
で
あ
る
。
空
蝉
は
衛
門
督

(

従
四
位
下)

の
娘
で
や

は
り
入
内
を
と
の
望
み
を
親
は
持
っ
て
い
た
し
、
末
摘
花
は
宮
家
の
娘

で
あ
り
、
夕
顔
は
三
位
中
将
娘
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
帚
木
三
帖
の

女
は
、｢

も
と
は
や
む
ご
と
な
き
筋
な
れ
ど
…
時
世
に
移
ろ
ひ
て
お
ぼ

え
衰
え｣

(

帚
木)

た
素
姓
の
女
と
み
る
べ
き
な
の
で
あ
ろ
う
。
も
ち

ろ
ん
源
氏
と
の
比
較
に
お
い
て
は
は
る
か
に
低
い
か
ら
こ
そ

｢
さ
ば
か

り
に
こ
そ｣

と
、
源
氏
で
あ
ろ
う
と
は
見
当
を
つ
け
て
い
た
も
の
の

｢

何
な
ら
ぬ
御
名
の
り
を
聞
こ
え
た
ま
は
ん｣

と
名
の
ら
な
か
っ
た
の

で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
夕
顔
が

｢

海
人
の
子
な
れ
ば｣

と
口
に
し
た
と
き
、
謙

遜
で
は
あ
っ
て
も
、
そ
の
奥
に
矜
持
が
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
夕
顔
の
造

形
に
卑
屈
で
は
な
い
、
自
負
に
裏
打
ち
さ
れ
た
謙
虚
さ
が
あ
る
と
す
れ

ば
、
そ
れ
は
典
拠
と
し
て
の

〈

松
浦
川〉

の
神
女
に
依
拠
さ
せ
ら
れ
て

い
る
面
も
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

こ
の

〈

松
浦
川〉

に
は
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、『

遊
仙

窟』

が
下
敷
き
に
あ
り
、｢

僕
問
曰
、
誰
郷
誰
家
児
等
、
若
疑
神
仙
者

乎
…
草
菴
之
微
者｣

〈

松
浦
川〉

は
、｢

余
乃
問
曰
、
承
聞
此
処
有
神
仙

之
窟
宅
…
児
家
堂
舎
賤
陋

(

注
７)｣

(

遊
仙
窟)

に
依
っ
て
い
よ
う
。
そ
の
他

に
も
女
の
容
姿
の
形
容
な
ど
に
も
類
似
が
見
ら
れ
る
。

〈

松
浦
川〉

の
長
文
の
序
に
は
、『

遊
仙
窟』

だ
け
で
な
く
、『

文
選』

の
情
賦
篇
の

｢

高
唐
賦｣

・｢

神
女
賦｣

・｢

洛
神
賦｣

が
踏
ま
え
ら
れ
て

い
る(

前
掲
序
文
の
★
印
の
所
は
そ
れ
ら
の
中
国
文
学
に
典
拠
が
あ
る)

。

清
少
納
言
が

｢

書
は
文
集
、
文
選｣

(

枕
草
子)

と
記
す
よ
う
に
当
時

女
に
も
読
ま
れ
た
で
あ
ろ
う
人
気
文
学
の

『

文
選』

で
あ
る
。｢

桐
壺｣

巻
で
白
氏
文
集
が
し
っ
か
り
と
踏
ま
え
ら
れ
た
が
、
次
の
浪
漫
的
物
語

と
し
て
の
夕
顔
巻
に
は
、
間
に

〈

松
浦
川〉

が
介
在
し
て
、
中
国
文
学

が
典
拠
と
し
て
は
隠
し
味
と
で
も
い
う
べ
き
造
形
法
で
踏
ま
え
ら
れ
て

い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
紫
式
部
が
当
時
人
気
の

『

遊
仙
窟』

や

『

文
選』

と
い
っ
た
中
国
文
学
作
品
を
、『

源
氏
物
語』

の
早
い
段
階
で

見
逃
す
は
ず
は
な
い
と
い
う
こ
と
も
考
慮
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

五

夕
顔
巻
の
造
形
に
ど
の
よ
う
に

〈

松
浦
川〉

お
よ
び
さ
ら
に
そ
の
奥
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の
『

遊
仙
窟』

や

『

文
選』

の
情
賦
篇
が
投
影
さ
せ
ら
れ
て
い
る
か
と

い
う
こ
と
を
検
証
し
て
み
る
。

〈

松
浦
川〉
で
は
女
は

｢

神
仙｣

(

序)
｢

仙
媛｣

(

八
六
五
の
詞
書)

｢

常
世
の
国
の
海
人
娘
子｣

(

八
六
五)

と
神
女

(

仙
女)

で
あ
る
こ
と

が
印
象
付
け
ら
れ
る
。
夕
顔
は
も
ち
ろ
ん
虚
構
の
中
の
現
実
の
人
間
で

あ
る
が
、
源
氏
の
造
形
に
取
り
込
ま
れ
て
い
る
三
輪
山
型
説
話
は
神
生

み
の
神
婚
譚
な
の
で
あ
る
。
三
輪
山
の
神
は
男
の
方
で
あ
る
が
、
対
と

な
る
女
の
方
に
も
神
女
と
し
て
の
ひ
そ
か
な
仕
掛
け
が
な
さ
れ
て
い
る

の
で
は
な
い
か
。
源
氏
の
み
な
ら
ず
夕
顔
に
も
神
性
が
付
与
さ
れ
て
い

る
と
考
え
て
よ
い
か
も
し
れ
な
い
の
は
三
輪
山
型
説
話
に
依
る
だ
け
で

な
く
、
さ
ら
に
そ
の
神
女
性
は

『

遊
仙
窟』
・『
文
選』

に
も
由
来
す
る

と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

両
作
品
の
女
の
神
女

(

仙
女)

性
を
あ
げ
て
み
る
。『
遊
仙
窟』

で

は
男
が
辿
り
つ
い
た
の
は
、
古
老
に
よ
れ
ば

｢

此
是
神
仙
窟｣
と
さ
れ

る
所
で
あ
り
、
最
後
に
女
に
別
れ
て

｢

望
神
仙
兮
不
可
見｣

｢
思
神
仙

兮
不
可
得｣

と
男
が
長
吟
す
る
。
男
の
幻
想
に
し
ろ
神
女
と
の
表
現
が

あ
る
。『

文
選』

の
三
賦
の
女
は
す
べ
て
神
女
で
あ
る
。
一
応
文
中
で

の
そ
れ
を
表
出
し
て
み
る
。｢

高
唐
賦｣

で
は

｢

妾
巫
山
之
女
也｣

と

し
、｢

神
女
賦｣

は
題
か
ら
し
て
そ
う
で
あ
る
が
、
文
中
で
も

｢

夢
與

神
女
遇｣
｢

夫
何
神
女
之
佼
麗
兮｣

と
あ
り
、｢

洛
神
賦｣

で
は

｢

河
洛

之
神｣

と
す
る
。

こ
れ
ら
の
作
品
の
神
女
は
す
べ
て｢

水｣

と
の
関
わ
り
が
見
ら
れ
る
。

｢

高
唐
賦｣

で
は
精
細
な
渓
谷
の
描
写
を
主
と
し
、
そ
の
所
に
遊
ぶ
生

き
物
な
ど
と
絡
め
て
異
次
元
世
界
を
描
き
出
す
。｢

神
女
賦｣

で
は

｢

雲
夢
之
浦｣

、｢

洛
神
賦｣

で
は
作
者
は

｢

洛
川｣

で
神
女
に
出
会
う

の
だ
が
、｢

神
滸｣

｢

潛
淵｣

｢

清
流｣

も
水
の
場
所
の
表
現
で
あ
る
。

『

遊
仙
窟』

は
こ
れ
ら
の
神
女
物
と
は
別
に
扱
う
べ
き
で
あ
る
か
も
し

れ
な
い
が
、
男
が
深
淵
に
阻
ま
れ
た
所
で
、
小
舟
に
乗
り
谷
川
を
溯
る

と
、
女
が
水
辺
で
洗
濯
を
し
て
い
る
の
に
出
会
う
こ
と
に
な
る
の
は
、

や
は
り
神
女
性
を
醸
し
出
さ
せ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

古
来
水
は
神
聖
な
も
の
で
あ
り
、
神
女
と
水
の
関
わ
り
は
い
う
ま
で

も
な
い
が
、
ま
た
こ
れ
ら
の
作
品
の
よ
う
に
、
神
女
は
深
山
幽
谷
の
異

次
元
世
界
に
住
ん
で
い
る
も
の
で
、
さ
す
れ
ば
地
形
か
ら
も
渓
谷
の
水

と
の
縁
が
あ
る
。

〈

松
浦
川〉

で
男
が
川
で
魚
を
釣
る
女
た
ち
と
出
会
う
の
に
は
、
序

文
に
典
拠
と
も
な
る
こ
れ
ら
の
中
国
文
学
の
言
葉
が
散
り
ば
め
ら
れ
て

い
る
こ
と
か
ら
も
、
読
者
は
必
然
的
に
そ
の
先
行
文
学
作
品
の
世
界
を

思
い
浮
か
べ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。｢

児
等
者
漁
夫
之
舎
児｣

と
答
え
る

女
は
、
男
が｢

若
疑
神
仙
者
乎｣

と
疑
っ
た
よ
う
に
神
女
な
の
で
あ
る
。

夕
顔
が
こ
の

〈

松
浦
川〉

を
取
り
込
ん
で
い
る
と
す
れ
ば
、
夕
顔
に

は
神
女
性
を
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
従
来
い
わ
れ
て
い
る
よ

う
な
夕
顔
の
遊
女
性
と
は
ど
う
関
わ
る
の
か
と
い
う
問
題
で
も
あ
る
。
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六

神
女
性
は
し
か
し
夕
顔
巻
の
構
造
で
は
崇
高
・
光
輝
の
物
語
へ
は
向

か
わ
ず
、
古
代
の
神
話
や
説
話
の
裏
面
と
も
い
う
べ
き
異
次
元
世
界
の

幽
暗
や
畏
怖
・
恐
怖
の
物
語
を
形
成
す
る
こ
と
に
関
わ
っ
た
の
で
は
な

か
ろ
う
か
。

八
月
十
五
夜
の
明
け
方
と
い
う
、
ま
さ
に
天
女
か
ぐ
や
姫
の
昇
天
の

夜
、
源
氏
は
夕
顔
を
某
院
へ
連
れ
出
す
。
そ
こ
は

｢

荒
れ
た
る
門
の
忍

ぶ
草
茂
り
…
た
と
し
へ
な
く
木
暗
し
…
霧
も
深
く｣

と
不
気
味
な
邸
宅

で
あ
り
、
し
か
も
源
氏
は
ま
だ

｢

顔
を
も
ほ
の
見
せ
た
ま
は
ず
…
昔
あ

り
け
ん
物
の
変
化
め｣

い
た
ま
ま
で
あ
り
、
夕
顔
は

｢
う
は
の
そ
ら
に

て
影
や
絶
え
な
む
…
心
細
く
と
て
、
も
の
恐
ろ
し
う
す
ご
げ
に
思｣

っ

て
い
る
。
さ
ら
に
昼
な
お
陰
鬱
な
庭
の
有
様
が
描
写
さ
れ
、｢
物
を
い

と
恐
ろ
し
と
思｣

い
続
け
る
夕
顔
。
そ
し
て
物
の
怪
の
出
現
と
な
り
、

夕
顔
は
死
ぬ
。

夕
顔
巻
の
こ
の
構
成
の
基
調
は
、
前
述
の
三
輪
山
型
説
話
で
あ
る
松

浦
褶
振
峯
の
話
に
負
う
と
こ
ろ
の
方
が
大
き
い
の
で
あ
ろ
う
と
思
う
が
、

〈

松
浦
川〉

を
介
在
さ
せ
て
み
る
と
、
前
述
の
中
国
文
学
の
神
女
世
界

も
揺
曳
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

｢

高
唐
賦｣

は
、
巫
山
の
峻
険
さ
と
谷
川
の
荒
々
し
さ
の
描
写
に
筆

を
つ
く
し
、
猛
獣
で
さ
え
も
驚
き
、
気
を
失
う
ほ
ど
だ
と
す
る
。
奇
岩

怪
石
は
鬼
か
ら
生
ま
れ
た
か
と
思
う
ば
か
り
で
、
長
く
留
ま
っ
て
い
れ

ば
冷
汗
が
ふ
き
だ
し
、
ど
の
よ
う
な
人
も
気
を
失
い
そ
う
に
な
る
。
そ

の
よ
う
な
場
所
を
通
ら
な
け
れ
ば
高
唐
観
に
行
き
着
く
こ
と
は
で
き
な

い
と
述
べ
る
。
他
の
二
賦
に
は
場
所
の
描
写
は
な
い
が
、『

遊
仙
窟』

で
も
、
断
崖
絶
壁
の
深
い
谷
、
刀
で
削
ら
れ
た
よ
う
な
高
嶺
、
道
は
険

し
く
鳥
し
か
行
き
来
で
き
な
い
よ
う
な
所
に
男
は
迷
い
込
ん
だ
あ
げ
く

に
桃
源
郷
に
着
く
の
で
あ
る
。

人
間
世
界
と
異
次
元
世
界
と
の
隔
絶
、
恐
怖
の
体
験
な
し
に
は
辿
り

着
け
な
い
世
界
で
あ
る
こ
と
を

〈

松
浦
川〉

の
前
段
階
作
品
が
示
す
こ

と
は
、
夕
顔
巻
に
も
示
唆
を
投
げ
か
け
て
い
な
い
だ
ろ
う
か
。
つ
ま
り

源
氏
が
夕
顔
を
某
院
へ
連
れ
出
す
の
は
、
異
次
元
世
界
へ
の
道
行
き
で

あ
り
、
そ
の
某
院
の
不
気
味
さ
は
異
次
元
世
界
に
入
り
込
ん
だ
こ
と
を
、

夕
顔
物
語
で
は
疑
似
的
造
形
を
し
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

七

夕
顔
に
神
女
性
が
付
与
さ
れ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
夕
顔
の
人

物
造
形
に
ど
の
よ
う
に
関
わ
っ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
を
考
え
て
み
る
。

夕
顔
に
つ
い
て
の
も
っ
と
も
大
き
な
論
点
と
し
て
、
古
注

『

河
海
抄』

以
来
そ
し
て
現
在
ま
で
も
尾
を
引
い
て
い
る
の
が
、｢

心
あ
て
に
そ
れ
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か
と
ぞ
見
る
白
露
の
光
そ
へ
た
る
夕
顔
の
花｣

の
歌
に
関
わ
る
問
題
で

あ
る
。
実
に
多
く
の
方
々
の
発
言
が
あ
る
が

(

注
８)

、
歌
の
解
釈
は
こ
こ
で
は

措
く
。
こ
の
歌
は
乳
母
の
家
の
隣
に
咲
い
て
い
た
夕
顔
の
花
を
源
氏
が

随
身
に
折
り
採
ら
せ
よ
う
と
し
た
時
に
、
そ
の
家
の
童
女
が
、
こ
れ
に

置
い
て
差
し
あ
げ
ら
れ
る
よ
う
に
と
差
し
出
し
た
扇
に
書
か
れ
て
い
た

歌
で
あ
る
。
解
釈
の
他
に
も
う
一
つ
の
論
点
は
、
内
気
で
恥
ず
か
し
が

り
や
の
夕
顔
が
、
自
分
の
方
か
ら
源
氏
に
歌
を
詠
み
か
け
る
こ
と
が
あ

り
う
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
状
況
は
ひ
じ
ょ
う
に
異
な
る
が
、
夕

顔
が
頭
中
将
の
愛
人
で
あ
っ
た
と
き
も
夕
顔
の
方
か
ら
中
将
へ
歌
を
遣
っ

て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
こ
と
、
つ
ま
り
女
の
側
か
ら
男
へ
の
積
極
的
な
行
動
を

起
こ
す
場
合
を
、
夕
顔
造
形
の
先
行
作
品
と
な
っ
て
い
る
か
も
し
れ
な

い

〈

松
浦
川〉

か
ら
先
ず
見
て
み
る
。

｢

今
以
邂
逅
相
遇
貴
客
。
不
勝
感
応
、
輙
陳�

曲
。
而
今
而
後
、
豈

可
非
偕
老
哉
。
下
官
対
曰
、
唯
々
、
敬
奉
芳
命
于
時｣

(

今
思
い
が

け
ず
高
貴
な
旅
の
お
方
の
あ
な
た
様
に
お
逢
い
で
き
ま
し
た
。
う
れ

し
さ
を
包
み
か
ね
て
、
心
の
底
を
う
ち
明
け
る
次
第
で
す
。
こ
れ
か

ら
後
は
、
ど
う
し
て
共
白
髪
の
契
り
を
結
ば
ず
に
い
ら
れ
ま
し
ょ
う

か
と
。
わ
た
し
は
答
え
た
、
は
い
は
い
謹
ん
で
仰
せ
に
従
い
ま
し
ょ

う)

蓬
客
が
松
浦
川
で
出
会
っ
た
神
女
は
、
漁
夫
の
家
の
子
で
下
賤
な
者
と

答
え
た
が
、
続
い
て
非
現
実
的
暮
ら
し
か
た
を
明
か
し
て
、
神
女
で
あ

る
こ
と
を
男
に
悟
ら
せ
る
。
引
用
文
は
そ
の
後
に
続
く
言
葉
で
あ
る
。

神
女
は
男
の
素
晴
ら
し
さ
に
心
を
押
さ
え
き
れ
ず
情
熱
的
愛
の
告
白
を

し
、
さ
ら
に

｢

偕
老｣

の
契
り
を
と
結
婚
を
願
う
。
女
の
方
か
ら
の
こ

の
唐
突
な
求
愛
は
物
語
的
に
見
て
も
不
自
然
な
感
は
い
な
め
な
い
。
し

か
し

〈

松
浦
川〉

の
内
容
・
文
章
と
も
に
先
蹤
で
あ
る

『

文
選』

の
情

賦
の
中
、｢

高
唐
賦｣

・｢

神
女
賦｣

で
は
、
神
女
が
男
に
出
会
う
と
き
、

神
女
の
方
か
ら
積
極
的
に
男
に
働
き
か
け
る
の
で
あ
る
。

｢

昔
者
先
王
嘗
遊
高
唐
、
怠
而
晝
寢
。
夢
見
一
婦
人
、
曰
、
妾
巫
山

之
女
也
。
爲
高
唐
之
客
。
聞
君
遊
高
唐
、
願
薦
枕
席
。
王
因
幸
之
。｣

(

昔
、
先
王
が
高
唐
の
楼
観
に
遊
ば
れ
た
時
、
お
疲
れ
に
な
っ
て
昼

寝
を
さ
れ
て
い
る
と
、
夢
の
中
に
婦
人
が
現
れ
、｢

私
は
巫
山
の
山

頂
に
住
む
娘
で
す
が
、
麓
の
高
唐
観
に
滞
在
し
て
居
り
ま
す
。
王
様

が
こ
ち
ら
に
お
出
か
け
と
聞
き
ま
し
た
の
で
、
寝
所
に
お
仕
え
し
た

い
と
思
っ
て
参
上
し
ま
し
た｣

と
言
っ
た
そ
う
で
す
。
そ
こ
で
先
王

は
、
こ
の
女
性
を
愛
さ
れ
た
の
で
す)

高
唐
賦
序
文
と
訳

｢

望
余
帷
而
延
視
兮
、
若
流
波
之
將
瀾
…
志
未
可
乎
得
原
。
意
似
近

而
既
遠
兮
、
若
將
來
而
復
旋
。�

余�

而
請
御
兮
、
願
盡
心
之
惓
惓｣

…
精
交
接
以
来
往
来
兮｣

(

私
の
寝
所
の
帳
を
、
首
を
延
ば
し
て
見

や
り
、
そ
の
視
線
は
川
面
が
今
に
も
波
た
と
う
と
し
て
い
る
か
の
よ

う
で
あ
っ
た
…
私
に
は
、
そ
の
意
図
が
見
抜
け
な
か
っ
た
。
こ
ち
ら
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に
近
づ
く
よ
う
に
見
え
て
、
遠
ざ
か
り
、
来
る
か
と
思
え
ば
、
ま
た

引
き
返
す
。
そ
こ
で
私
は
、
帳
を
掲
げ
て
、
神
女
に
向
か
い
、
お
仕

え
し
た
い
と
訴
え
、
自
ら
の
真
心
を
尽
く
し
た
い
と
願
っ
た
…
心
は

交
わ
っ
て
行
き
来
し)

神
女
賦
と
訳

｢

高
唐
賦｣

で
は
神
女
の
方
の
誘
い
か
け
で
王
と
結
ば
れ
る
。｢

神
女
賦｣

で
は
、
明
ら
か
な
情
意
の
表
示
は
な
い
が
、
や
は
り
神
女
の
方
か
ら
興

味
を
持
ち
、
逡
巡
す
る
よ
う
な
、
去
り
か
ね
る
行
動
は
愛
情
の
表
出
と

み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

〈

松
浦
川〉

・｢

高
唐
賦｣

・｢

神
女
賦｣
と
も
に
、
先
ず
神
女
の
方
か

ら
男
に
対
し
て
愛
情
表
現
の
言
葉
や
行
動
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か

し
て
夕
顔
に
神
女
性
が
込
め
ら
れ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
夕
顔
が

｢

心
あ

て
に｣

の
歌
を
源
氏
に
対
し
て
自
分
の
方
か
ら
贈
っ
た
と
し
て
も
、
そ

れ
は
夕
顔
の
個
性
以
前
の
、
一
つ
の
類
型
的
表
現
で
あ
る
と
み
る
こ
と

も
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
神
女
が
男
に
愛
情
表
現
を
す
る
の
は
、
母

性
神
話
の
一
つ
の
形
で
も
あ
ろ
う
し
、
古
代
的
神
話
的
話
型
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
神
女
と
人
間
の
男
と
の
関
わ
り
の
時
代
の
物
語
に
な
る
と
、
人

間
の
男
は
異
次
元
世
界
の
神
女
の
愛
を
恩
恵
と
し
て
戴
く
と
い
う
こ
と

に
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

夕
顔
巻
の
構
造
は
、
三
輪
山
型
説
話
を
基
底
に
、
物
の
怪
の
出
現
の

お
ど
ろ
お
ど
ろ
し
い
場
面
は
古
代
的
で
あ
ろ
う
し
、
言
葉
と
し
て
も

｢

昔
物
語
な
ど
に
こ
そ
か
か
る
こ
と
は
聞
け｣

、｢

葛
城
の
神｣

、｢

昔
あ

り
け
ん
物
の
変
化｣

、｢

荒
れ
た
り
し
所
に
棲
み
け
ん
も
の
の
我
に
見
入

れ
け
ん｣

、｢

長
生
殿
の
古
き
例｣

な
ど
古
代
的
雰
囲
気
を
散
り
ば
め
て

い
る
が
、
夕
顔
の
人
物
造
形
に
も
同
様
に
神
女
と
い
う
古
代
性
が
隠
さ

れ
て
い
る
と
み
て
よ
い
の
で
あ
ろ
う
。
夕
顔
が
死
ぬ
ま
で
源
氏
に
と
っ

て
は
謎
の
女
で
あ
る
こ
と
も
、
疑
似
神
女
性
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
の

か
も
し
れ
な
い
。
夕
顔
が
自
分
の
方
か
ら
歌
を
贈
っ
た
こ
と
に
関
し
て
、

当
時
の
読
者
も
違
和
感
を
抱
い
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
や
が
て

｢

海
人

の
子
な
れ
ば｣

と
夕
顔
が
答
え
た
こ
と
で
、〈

松
浦
川〉

を
想
起
で
き

る
人
は
、
そ
の

｢

海
人
の
子
な
れ
ば｣

が
、｢

わ
た
し
は
神
女
な
の｣

と
い
う
含
み
が
あ
る
こ
と
に
気
づ
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

八

夕
顔
と
神
女
の
性
情
に
共
通
す
る
面
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う

こ
と
に
つ
い
て
も
見
て
み
た
い
。
さ
ら
に
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
を

意
味
す
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ま
ず
夕
顔
の
性
格
や
源
氏
に
対
す
る
態
度
な
ど
を
拾
い
出
し
て
み
る

と
、｢

人
の
け
は
ひ
、
い
と
あ
さ
ま
し
く
や
は
ら
か
に
お
ほ
ど
き
て
、

も
の
深
く
重
き
方
は
お
く
れ
て
、
ひ
た
ぶ
る
に
若
び
た
る｣

、｢

ひ
た
ぶ

る
に
従
ふ
心
は
い
と
あ
は
れ
げ
な
る
人｣

、｢

の
ど
か
に
、
つ
ら
き
も
う

き
も
か
た
は
ら
い
た
き
こ
と
も
思
ひ
入
れ
た
る
さ
ま
な
ら
で
わ
が
も
て
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な
し
あ
り
さ
ま
は
、
い
と
あ
て
は
か
に
児
め
か
し
く
て｣

、｢

い
と
ら
う

た
げ
に
あ
え
か
な
る
心
地
…
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
苦
し
と
、
た
だ
い
と
ら
う
た
く
見
ゆ
。
心
ば

み
た
る
方
を
す
こ
し
添
へ
た
ら
ば｣

、｢

心
細
く
と
て
、
も
の
恐
ろ
し
う

す
ご
げ
に
思
ひ｣
、｢
い
と
あ
い
だ
れ
た
り｣

(

以
上
は
源
氏
の
夕
顔
観)

、

｢

も
の
怖
ぢ
を
な
ん
わ
り
な
く
せ
さ
せ
た
ま
ふ
本
性｣

、｢

も
の
怖
ぢ
を

わ
り
な
く
し
た
ま
ひ
し
御
心｣
、｢

世
の
人
に
似
ず
も
の
づ
つ
み
を
し
た

ま
ひ
て
、
人
に
も
の
思
ふ
気
色
を
見
え
ん
を
恥
づ
か
し
き
も
の
に
し
た

ま
ひ
て
、
つ
れ
な
く
の
み
も
て
な
し
て
御
覧
ぜ
ら
れ
た
て
ま
つ
り
た
ま

ふ
め
り
し
か｣

(

以
上
右
近
の
言
葉)

、｢
は
か
な
び
た
る
こ
そ
は
ら
う

た
け
れ
…
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｣

(

源
氏
の
言
葉
に
右
近
が
夕
顔
は
そ
の
と
お
り
の
人
だ
と

い
う)

、｢

ら
う
た
げ
…
の
ど
け
き｣

、｢

う
ら
な
き｣

、｢

は
か
な
げ
に
言

ひ
な
し
て
、
ま
め
ま
め
し
く
恨
み
た
る
さ
ま
も
見
え
ず
、
涙
を
漏
ら
し

落
と
し
て
も
、
い
と
恥
づ
か
し
く
つ
つ
ま
し
げ
に
紛
ら
は
し
隠
し
て
、

つ
ら
き
を
も
思
ひ
知
り
け
り
と
見
え
む
は
わ
り
な
く
苦
し
き
も
の
と
思

ひ
た
り
し
か
ば｣
(

以
上
は
頭
中
将
の
夕
顔
観)

。

こ
れ
ら
を
整
理
し
て
み
る
と
夕
顔
は
、
可
愛
ら
し
く
、
お
お
ら
か
、

お
っ
と
り
し
て
、
従
順
、
柔
和
、
素
直
、
無
邪
気
、
こ
だ
わ
り
の
な
さ
、

恥
ず
か
し
が
り
、
優
美
、
怖
が
り
、
男
に
寄
り
添
う
甘
え
な
ど
の
性
情

が
み
え
て
く
る
。

そ
こ
で
夕
顔
造
形
の
先
行
作
品
で
あ
ろ
う
か
と
し
て
見
て
き
て
い
る

作
品
の
中
で
、
神
女
た
ち
の
性
情
が
表
現
さ
れ
て
い
る
個
所
を
引
く
。

｢

性
和
適
、
宜
侍
旁
。
順
序
卑
、
調
心
腸
…
志
解
泰
而
體
閑
…
澹
清

静
其
�
�
兮
、
性
沈
詳
而
不
煩｣

(

性
質
は
温
和
で
、
王
の
傍
ら
に

お
仕
え
す
る
の
に
ふ
さ
わ
し
く
、
柔
順
な
物
腰
は
、
人
の
気
持
ち
を

和
ら
げ
て
く
れ
る
で
し
ょ
う
…
心
は
ゆ
っ
た
り
と
し
て
、
典
雅
で
あ

る
…
神
女
は
恬
淡
と
し
て
、
落
ち
着
い
た
性
格
で
、
慎
み
深
く
、
性

急
な
と
こ
ろ
が
な
か
っ
た)

神
女
賦
と
訳

｢

儀
静
體
閑
。
柔
情
綽
態
、
媚
於
語
言｣

(

動
作
は
静
か
で
落
ち
着

い
て
い
る
。
態
度
は
柔
和
で
あ
り
、
話
し
方
は
愛
ら
し
い)

洛
神
賦

と
訳

｢

神
女
賦｣

の
神
女
の
性
格
の
、
温
和
・
柔
順
・
恬
淡
・
慎
み
深
さ
な

ど
、
い
わ
ば
神
女
の
全
体
像
に
夕
顔
は
近
い
と
こ
ろ
が
あ
る
。｢

洛
神

賦｣

の
神
女
も

｢

神
女
賦｣

の
そ
れ
に
似
て
お
り
、
こ
と
に
話
し
方
が

｢

媚｣

と
表
現
さ
れ
る
の
は
、
夕
顔
の

｢

い
と
あ
い
だ
れ
た
り｣

と
い

う
印
象
的
な
記
述
に
通
底
す
る
よ
う
で
あ
る
。
夕
顔
と
神
女
と
の
取
り

合
わ
せ
は
か
け
離
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
り
な
が
ら
、
性
格
造
形
に
お
い

て
も
違
和
感
は
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

夕
顔
が
源
氏
の
愛
を
受
け
入
れ
て
い
く
そ
の
時
々
に
源
氏
に
見
せ
た

性
情
に
は
本
性
と
は
や
や
異
な
る
、
作
為
的
な
虚
偽
の
も
の
も
あ
る
ら
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し
く
、
頭
中
将
へ
見
せ
て
い
る
、
縋
り
つ
く
よ
う
な
、
虫
の
音
に
競
う

よ
う
に
泣
く
姿
は
、
い
わ
ば
母
と
し
て
の
夕
顔
の
面
が
濃
く
、
源
氏
に

見
せ
た
夕
顔
は
女
と
し
て
の
姿
で
あ
ろ
う
か
。
謎
め
か
し
く
、
な
ま
め

か
し
く
才
気
も
あ
り
、
か
ぎ
り
な
く
魅
惑
的
で
あ
る
。
夕
顔
が
源
氏
を

受
け
入
れ
た
当
初
の
経
緯
は
書
か
れ
て
い
な
い
が
、
ど
う
も
そ
れ
ほ
ど

源
氏
を
拒
ん
だ
り
、
て
こ
ず
ら
せ
た
り
は
し
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

そ
れ
は
男
が
源
氏
で
あ
ろ
う
と
の
見
当
か
ら
、
慕
わ
ず
に
は
お
れ
な
か
っ

た
、
女
と
し
て
の
夕
顔
の
情
念
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。

し
か
し
神
女
と
の
関
連
で
見
れ
ば
、〈
松
浦
川〉

・｢

神
女
賦｣

・｢

洛

神
賦｣

そ
れ
ぞ
れ
に
、
男
へ
の
情
の
濃
い
、
優
し
い
愛
情
の
披
瀝
が
な

さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
神
女
は
本
来
女
の
理
想
の
姿
と
し
て
想
像
さ

れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
ゆ
え
に
そ
れ
は
遊
女
性
と
は
本
質
に
お
い
て

異
な
る
が
、
し
か
し
男
が
遊
女
に
求
め
る
愛
す
べ
き
女
の
性
情
と
重
な

る
の
で
あ
る
。
夕
顔
に
遊
女
性
を
見
る
の
は
、
現
象
的
に
は
同
じ
も
の

を
さ
し
て
い
る
の
で
あ
る
と
し
て
も
、
夕
顔
造
形
の
本
質
か
ら
み
れ
ば
、

そ
の
差
異
は
大
き
い
と
考
え
て
い
る
。

性
情
の
面
か
ら
も
夕
顔
に
神
女
性
が
加
味
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
矛
盾

は
な
い
よ
う
で
あ
る
。
さ
ら
に
言
え
ば
、
夕
顔
は
童
や
女
房
た
ち
に
も
、

素
姓
が
知
れ
な
い
よ
う
に
注
意
さ
せ
、
自
身
も
源
氏
に
名
乗
ら
な
い
。

そ
れ
は
夕
顔
巻
の
構
成
か
ら
の
要
請
で
も
あ
る
に
違
い
な
い
が
、
そ
の

根
底
に
神
女
の
神
秘
性
を
そ
の
よ
う
な
形
で
匂
わ
せ
る
意
図
が
あ
っ
た

の
で
は
な
い
か
。
ま
た
詳
述
の
余
裕
は
な
い
が
、
夕
顔
に
今
井
源
衛
氏

(

注
９)

が
い
わ
れ
る

｢

自
我｣

や

｢

自
主
性｣

を
見
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は

｢

洛
神
賦｣

で
神
女
が

｢

恨
人
神
之
道
殊
兮｣

(

人
間
と
神
霊
で
は
進
む

べ
き
道
が
違
う
こ
と
を
恨
み)

、
あ
る
い
は

｢

神
女
賦｣

で
、
男
の
求

愛
を
貞
節
を
守
っ
て
受
け
入
れ
な
い
よ
う
な
、
神
女
の
本
質
的
も
う
一

面
で
あ
る
、
毅
然
と
し
た
孤
高
性
や
自
立
の
姿
が
、
夕
顔
の
人
物
造
形

に
も
意
図
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
の
か
。
と
す
れ
ば
そ
れ

は
や
は
り
古
代
的
類
型
の
も
の
で
、
個
性
と
し
て
の
自
我
や
自
意
識
と

は
次
元
が
違
う
も
の
と
し
て
読
む
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。

九

『

遊
仙
窟』

に
つ
い
て
も
、
夕
顔
に
は
十
分
参
照
さ
れ
て
い
る
よ
う

で
あ
る
。
細
部
の
類
似
な
ど
は
措
く
が
、
男
は
そ
の
場
所
を
神
仙
の
家

と
聞
き
、
最
後
に
男
は

｢

望
神
仙
兮
不
可
見
…
思
神
仙
兮
不
可
得｣

、

神
仙
の
女
と
嘆
く
。
夕
顔
の
な
ま
め
か
し
さ
や
源
氏
に
寄
り
添
っ
て
い

く
経
緯
に
も
、
そ
の
こ
な
れ
た
取
り
込
み
方
が
う
か
が
え
る
よ
う
で
あ

る
。
さ
ら
に
十
娘
は
別
れ
に
際
し
、
男
に
扇
と
共
に
、
絶
唱
の
詩
を
贈

る
。
夕
顔
の
場
合
は
馴
初
め
で
あ
る
が
、
共
に
扇
の
役
割
の
重
さ
と
、

そ
こ
に
書
か
れ
た
も
の
の
存
在
が
あ
る
こ
と
に
鑑
み
て
、
あ
る
い
は
夕

顔
巻
の
扇
の
ヒ
ン
ト
に『

遊
仙
窟』

も
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
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と
こ
ろ
で

『

遊
仙
窟』

は

｢

幻
の
よ
う
な
山
中
異
界
は
、
妓
楼
の
ア

ナ
ロ
ジ
ー
で
あ
り
、
中
国
古
代
の
ポ
ル
ノ
グ
ラ
フ
ィ
ー
と
し
て
夙
に
知

ら
れ
て
い
る｣

(

同
書
、
解
説)

と
す
る
。

鈴
木
日
出
男
氏

(
注
�)

は
｢

名
に
執
す
る
求
婚
表
現
は
、
古
代
の
氏
族
共
同

体
を
母
胎
と
し
て
で
き
た
発
想
…
す
で
に
共
同
体
の
崩
壊
し
た
社
会
の

現
実
に
お
い
て
は
ほ
と
ん
ど
不
要
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、(

松
浦
川
に

遊
ぶ
の
場
合

(

筆
者
注))

神
と
人
間
と
い
う
隔
っ
た
次
元
で
の
交
感
の
発
想
と
し

て
観
念
的
に
保
存
さ
れ
て
い
る
の
だ
と
み
ら
れ
る
…
遊
女
も
ま
た
行
き

ず
り
の
旅
人
と
は
別
世
界
の
住
人
と
し
て
…
名
を
明
か
さ
な
い
と
い
う

発
想
を
と
り
こ
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
別
次
元
の
二
者
が
幻
想
や
非
日
常

空
間
で
一
時
的
に
で
も
交
わ
り
う
る
と
い
う
し
く
み
…
神
女
と
遊
女
と

の
共
通
点
に
だ
け
執
し
て
み
れ
ば
、
遊
女
が
信
仰
を
持
ち
歩
く
巫
女
の

後
裔
で
あ
っ
た
と
す
る
説
が
、
あ
ら
た
め
て
重
要
に
な
っ
て
も
く
る
。
…

光
源
氏
・
夕
顔
の
関
係
も
、
右
の
よ
う
な
発
想
史
の
延
長
上
で
造
型
さ

れ
て
い
る
と
み
な
さ
れ
る
。
…
夕
顔
は
、
自
ら
の
素
姓
を
け
っ
し
て
明

か
す
ま
い
と
す
る
女
の
表
現
類
型
に
生
か
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ

の
限
り
で
神
女
か
遊
女
か
の
存
在
に
近
く｣

と
、
名
乗
り
の
問
題
か
ら

〈

松
浦
川〉

の
神
女
へ
、
そ
こ
か
ら
遊
女
へ
と
展
開
し
、
夕
顔
が
神
女

か
遊
女
に
近
い
者
と
す
る
。

夕
顔
に
神
女
性
を
見
る
こ
と
に
お
い
て
も
、
ま
た
夕
顔
が
素
姓
を
隠

す
の
は
神
女
性
の
象
徴
と
み
る
こ
と
を

｢

表
現
類
型｣

と
さ
れ
る
の
も

拙
稿
の
補
強
と
し
て
あ
り
が
た
い
。
し
か
し
夕
顔
が

｢

神
女
か
遊
女
か

の
存
在｣

と
し
て
措
か
れ
た
の
は
、
氏
の
御
論
の
テ
ー
マ
か
ら
外
れ
る

所
で
あ
っ
た
か
ら
だ
ろ
う
が
、
私
に
と
っ
て
は
重
要
な
問
題
で
あ
る
。

原
岡
文
子
氏

(

注
�)

に
は
、
夕
顔
を

｢

遊
女｣

と

｢

巫
女｣

と
い
う
視
座
か

ら
位
置
づ
け
る
詳
述
し
た
論
考
が
あ
る
。
要
約
は
措
く
が
、
た
だ

｢

三

輪
山
伝
説
の
話
型
導
入
が
、
神
の
嫁
な
る
夕
顔
の
巫
女
性
を
更
に
強
固

に
す
る
た
め
に
ど
う
し
て
も
必
要
だ
っ
た｣

と
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、

拙
論
で
は
別
の
視
点
を
述
べ
た
。
も
し
紫
式
部
が
三
輪
山
型
説
話
と
し

て

『

肥
前
国
風
土
記』

の

〈

褶
振
峯〉

説
話
を
踏
ま
え
て
い
る
と
し
た

ら
、
女
は
蛇
に
魅
入
ら
れ
て
死
ぬ
運
命
に
あ
り
、
こ
の
こ
と
を
先
行
作

品
と
し
て
見
た
神
女
と
絡
め
て
み
れ
ば
、
神
女
は
次
元
が
異
な
る
人
間

世
界
の
男
と
は
結
ば
れ
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
夕
顔
の
死
は

こ
の
話
型
か
ら
も
必
然
の
こ
と
と
み
ら
れ
よ
う
。

民
俗
学
の
先
学
た
ち
の
論
考
に
導
か
れ
な
が
ら
、
巫
女
の
抱
え
る
遊

女
性
は
現
在
で
は
通
説
で
あ
ろ
う
。
神
に
仕
え
る
巫
女
と
、
神
そ
の
も

の
の
神
女
と
は
本
来
は
異
な
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し

『

文
選』

情
賦

篇
の
神
女
た
ち
は
、
神
女
の
方
か
ら
愛
の
眼
差
し
を
送
っ
た
り
も
し
、

優
し
く
男
を
惑
わ
す
よ
う
な
魅
惑
的
行
動
も
し
、
男
に
恋
を
し
、
悲
恋

に
泣
く
。
ま
し
て

『

遊
仙
窟』

の
女
は
、
実
は
男
の
思
い
込
み
の
神
女

で
あ
っ
た
の
か
。
こ
の
よ
う
に
中
国
文
学
作
品
の
神
女
は
、
遊
女
と
通

底
す
る
よ
う
な
面
が
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
し
か
し
紫
式
部
は
夕
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顔
に
神
女
を
踏
ま
え
て
い
る
と
し
て
も
、｢

無
意
識
の
娼
婦
性

(

注
�)｣

は
加

味
し
て
い
な
い
と
思
う
の
は
次
章
の
よ
う
な
理
由
も
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

十

夕
顔
が
行
方
知
れ
ず
に
な
っ
て
、
乳
母
は
そ
の
遺
児
玉
鬘
を
同
道
し

て
、
大
宰
の
少
弐
と
な
っ
た
夫
の
赴
任
先
の
太
宰
府
へ
下
り
、
任
果
て

て
も
上
京
の
め
ど
が
た
た
な
い
間
に
少
弐
は
亡
く
な
っ
た
。
そ
の
後

｢

こ
の
住
む
所
は
肥
前
の
国
と
ぞ
い
ひ
け
る]

(

以
下
の
本
文
玉
鬘
巻)

と
あ
る
。
大
宰
府
の
官
人
で
あ
っ
た
少
弐
は
、
任
期
中
は
太
宰
府
に
住

ん
で
い
た
は
ず
で
あ
る
。｢

少
弐
の
中
あ
し
か
り
け
る
国
の
人
多
く｣

と
い
う
こ
と
で
太
宰
府
に
は
そ
の
ま
ま
住
む
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の

か
。
そ
れ
に
し
て
も
な
ぜ
肥
前
な
の
か
。
乳
母
の
長
男
は

｢

豊
後
介｣

な
の
で
あ
る
。
共
に
豊
後
に
住
む
方
が
ま
だ
納
得
で
き
る
。

玉
鬘
一
行
は
、
肥
後
の
大
夫
監
の
求
婚
か
ら
逃
れ
る
た
め
に

｢
松
浦

の
宮
の
前
の
渚｣

か
ら
舟
出
を
し
た
。
肥
前
の
中
で
も
貧
し
い
漁
村
し

か
な
い
玄
界
灘
側
に
住
ん
で
い
た
と
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
荒
波
の
玄

界
灘
を
早
舟
で
疾
走
す
る
様
は
迫
力
が
あ
り
、
こ
の
逃
走
の
描
写
の
た

め
に
松
浦
か
ら
舟
出
を
す
る
コ
ー
ス
を
選
ん
だ
と
も
考
え
ら
れ
な
く
も

な
い
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

大
夫
監
が
玉
鬘
に
贈
っ
た
歌

｢

君
に
も
し
心
た
が
は
ば
松
浦
な
る
鏡

の
神
を
か
け
て
誓
は
む｣

、
そ
れ
に
は
乳
母
が
代
作
し
て
い
る
が
、｢

年

を
経
て
い
の
る
心
の
た
が
ひ
な
ば
鏡
の
神
を
つ
ら
し
と
や
見
む｣

の
二

首
に
は
、
松
浦
に
下
向
し
た
親
友
と
の
贈
答
歌

(

一
章
に
記
載
し
た

『

紫
式
部
集』

の
18
・
19
番
の
歌)

を
踏
ま
え
て
い
る
。
と
い
う
こ
と

は
こ
の
と
こ
ろ
を
構
成
記
述
す
る
時
、
紫
式
部
は
肥
前
へ
下
っ
て
、
か

の
地
で
亡
く
な
っ
た
親
友
の
こ
と
を
思
い
出
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ

の
贈
答
の
歌
で
紫
式
部
は
、
あ
な
た
に
会
い
た
い
と
思
う
心
は
鏡
の
神

が
ご
存
じ
と
詠
ん
だ
の
に
対
し
て
親
友
は
、
あ
な
た
に
会
え
る
こ
と
だ

け
を
鏡
の
神
に
祈
っ
て
い
ま
す
と
贈
っ
て
、
そ
の
後
贈
答
が
記
載
さ
れ

て
い
な
い
の
は
、
ま
も
な
く
亡
く
な
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
か
。
互
い
に
、

特
に
親
友
は
再
会
を
切
望
し
て
い
た
。
し
か
し
果
た
せ
な
か
っ
た
紫
式

部
の
思
い
は
、
乳
母
の
歌
の
奥
に
込
め
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う

か
。
鏡
の
神
に
か
け
て
再
会
し
よ
う
と
誓
っ
た
の
に
、
何
年
経
っ
て
も

い
や
永
久
に
会
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
鏡
の
神
様
を
恨
み
ま
す
と
も
読

め
る
。
舟
出
を
し
た
と
す
る

｢

松
浦
の
宮｣

と
称
さ
れ
る
宮
は
当
時
も

存
在
し
な
か
っ
た
よ
う
で
、
鏡
の
神
を
奉
る
鏡
山
の
鏡
神
社
を
指
す
か

と
思
わ
れ
る
。
親
友
の
祈
り
の
拠
り
所
の
地
で
あ
っ
た
松
浦
の
宮

(

鏡

の
神
の
神
社)

か
ら
玉
鬘
を
舟
出
さ
せ
る
た
め
に
は
、
玉
鬘
を
、
住
む

必
然
性
が
薄
い
肥
前
の
地
で
成
人
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
、

物
語
の
要
請
が
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
で
は
な
ぜ
舟
出
を
さ
せ

な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
か
。
そ
れ
は
玉
鬘
を
京
へ
戻
し
て
や
る
た
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め
で
あ
る
。

紫
式
部
に
と
っ
て
、
玉
鬘
は
京
へ
帰
る
こ
と
な
く
肥
前
で
亡
く
な
っ

た
親
友
の
化
身
と
し
て
造
形
さ
れ
た
面
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。『

源

氏
物
語』

の
中
で
、
京
へ
連
れ
戻
し
て
や
り
、
幸
せ
な
女
人
と
し
て
の

ス
ト
ー
リ
ー
を
与
え
て
や
る
こ
と
が
、
亡
き
親
友
へ
の
鎮
魂
で
あ
る
と

の
思
い
で
あ
っ
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
あ
る
い
は
夕
顔
に
も
、
亡
き

親
友
へ
の
鎮
魂
が
込
め
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
儚
く
亡

く
な
っ
た
友
は
、『

源
氏
物
語』
の
中
で
、
神
女
の
面
影
を
持
つ
女
と

し
て
造
形
さ
れ
、
源
氏
か
ら
深
く
愛
さ
れ
て
、
死
し
て
源
氏
を
悲
嘆
の

淵
に
つ
き
落
と
す
ほ
ど
の
女
で
あ
っ
た
。
夕
顔
と
い
う
魅
力
的
女
に
は

そ
の
よ
う
な
、
紫
式
部
の
思
い
が
込
め
ら
れ
て
い
た
の
で
は
と
想
像
し

て
み
る
。

十
一

ま
と
め
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

紫
式
部
が
義
姉
妹
の
契
り
を
し
た
ほ
ど
の
親
友
が
肥
前
の
国
へ
下
っ

て
行
き
、
亡
く
な
っ
た
。
そ
の
友
を
偲
び
、
源
氏
と
い
う
最
高
の
男
か

ら
深
く
愛
さ
れ
る
幸
せ
な
女
と
し
て
の
物
語
を

『

源
氏
物
語』

の
中
に

創
造
し
よ
う
と
思
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
に
は
友
が
居
た
他
な
ら

ぬ
松
浦
地
方
に
恰
好
の
有
名
な
説
話
と
作
品
が
あ
っ
た
。
そ
れ
ら
を
下

敷
き
に
し
て
夕
顔
巻
を
構
想
し
、
夕
顔
の
人
物
造
形
を
し
た
と
い
う
こ

と
が
考
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。

踏
ま
え
た
一
つ
の
話
は
書
物
に
も
な
っ
て
い
る
、『

肥
前
国
風
土
記』

の

〈

褶
振
峯〉

説
話
で
、
三
輪
山
型
説
話
の
蛇
婚
譚
で
あ
る
。
顔
を
隠

し
て
通
う
源
氏
は
そ
の
話
型
に
よ
っ
て
い
る
の
だ
が
、
松
浦〈

褶
振
峯〉

の
話
の
そ
れ
は
、
夕
顔
巻
の
主
た
る
構
成
に
ま
で
示
唆
を
与
え
て
い
る

と
見
て
よ
い
。

も
う
一
つ
の
作
品
は
、『

万
葉
集』

の
大
伴
旅
人
他
の

｢

松
浦
川
に

遊
ぶ｣

序
と
歌
で
あ
る
。
夕
顔
と
の
接
点
の
切
り
口
は

｢

海
人
の
子｣

で
、〈

松
浦
川〉

に
も
類
似
表
現
が
あ
り
、
そ
の

〈

松
浦
川〉

が
踏
ま

え
る
中
国
文
学
作
品
の

『

文
選』

情
賦
篇
や

『

遊
仙
窟』

は
い
ず
れ
も

神
女
と
男
の
愛
の
物
語
の
形
を
と
る
。
夕
顔
の
造
形
に
は

〈

松
浦
川〉

の
み
な
ら
ず
そ
れ
ら
の
作
品
も
取
り
込
ま
れ
て
は
い
な
い
か
。
と
す
れ

ば
夕
顔
に
は
神
女
性
が
基
底
に
あ
る
こ
と
に
な
る
が
、
夕
顔
と
そ
れ
ら

の
神
女
と
に
齟
齬
は
な
い
と
い
う
こ
と
も
検
証
し
た
。

神
女
た
ち
の
自
主
的
愛
情
表
現
や
行
動
、
性
情
に
は
夕
顔
と
通
底
す

る
面
が
あ
り
、
源
氏
に
見
せ
る
夕
顔
の
愛
情
表
現
な
ど
も
、
言
わ
れ
て

い
る
よ
う
な
遊
女
性
・
娼
婦
性
と
は
逆
に
、
神
女
性
に
由
来
す
る
も
の

で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

夕
顔
の
娘
玉
鬘
が
肥
前
で
育
ち
、
松
浦
か
ら
舟
出
し
て
京
へ
帰
り
着

く
の
は
、
物
語
の
中
で
、
肥
前
で
亡
く
な
っ
た
友
の
魂
を
京
へ
連
れ
戻
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し
、
約
束
ど
お
り
に
再
会
す
る
こ
と
を
象
徴
す
る
、
鎮
魂
の
構
想
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
夕
顔
を
神
女
に
擬
し
、
源
氏
に
愛
さ
れ
る

幸
せ
な
女
と
し
て
構
成
し
た
夕
顔
巻
も
、
親
友
の
死
を
悼
む
鎮
魂
の
思

い
か
ら
書
か
れ
た
巻
で
は
な
か
っ
た
か
と
も
考
え
て
い
る
。

注

注
１

こ
の
親
友
は
誰
で
あ
る
の
か
。
諸
説
あ
る
が
、
そ
の
女
性
は
平
維
時
の

娘
で
、
橘
為
義
の
妻
と
な
っ
た
人
で
、
式
部
と
は
従
姉
妹
で
あ
っ
た
人

か
。
平
維
時
は
長
徳
元

(

九
九
五)
年
一
〇
月
一
八
日
に
肥
前
守
に
、

橘
為
義
は
翌
年
一
月
二
五
日
に
肥
前
権
守
に
任
命
さ
れ
て
い
る
。
紫
式

部
の
父
藤
原
為
時
は
長
徳
二
年
正
月
に
越
前
守
に
な
り
、
そ
の
年
の
夏

に
式
部
を
同
道
し
て
下
向
し
て
お
り
、
親
友
も
ほ
ぼ
同
時
期
に
、
父
と

夫
、
あ
る
い
は
そ
の
ど
ち
ら
か
に
従
っ
て
肥
前
へ
下
っ
た
ら
し
い
。(
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