
『
住
吉
物
語
』

『
夜
の
寝
覚
』

と

|
|
設
定
の
類
似
と
新
し
い
主
人
公
像
の
創
造
|
|

は
じ
め
に

本
稿
の
目
的
は
、
現
存
本
『
住
吉
物
語
可
を
通
じ
て
古
本
『
住
吉
物

語
』
の
影
を
平
安
後
期
の
『
夜
の
寝
覚
』
(
一

O
五
O
年
頃
)
か
ら
探

り
、
さ
ら
に
は
両
物
語
の
影
響
関
係
の
分
析
を
通
し
て
平
安
時
代
の
物

語
の
変
貌
を
主
人
公
像
か
ら
見
通
し
て
み
る
こ
と
に
あ
る
。

現
存
本
『
住
吉
物
語
』
に
は
、
知
ら
れ
て
い
る
だ
け
で
一
二

O
本
以

上
の
伝
本
が
あ
り
、
友
久
武
文
の
分
類
に
よ
れ
ば
、
一
八
種
類
の
異
本

群
が
存
在
す
お
)
。
し
か
し
、
根
幹
と
な
っ
て
い
る
筋
は
ほ
ぼ
同
じ
で
あ

り
、
重
要
場
面
の
描
写
・
用
語
に
も
諸
本
聞
の
共
通
性
が
高
い
と
さ
れ
、

す
べ
て
同
一
組
本
か
ら
派
生
し
た
も
の
と
み
ら
れ
て
い
る
。

『
枕
草
子
』
や
『
源
氏
物
語
』
で
触
れ
ら
れ
て
い
る
い
わ
ゆ
る
古
本
『
住

吉
物
語
』
の
内
容
も
、
現
存
本
『
住
吉
物
語
』
の
内
容
に
よ
っ
て
ほ
ぼ

窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
る
内
、
一
方
で
は
古
本
『
住
吉
物
語
』

と
現
存
本
『
住
吉
物
語
』
の
聞
に
は
埋
め
ら
れ
な
い
距
離
が
あ
る
と
い

辛

在

(
6
)
 

う
説
も
あ
る
か
ら
、
散
倹
し
た
古
本
『
住
吉
物
語
』
の
内
容
復
原
の
問

題
は
ま
だ
ま
だ
未
解
決
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

現
存
本
『
住
吉
物
語
』
の
内
容
は
、
継
子
苛
め
需
の
『
落
窪
物
語
』
と

よ
く
対
照
さ
れ
る
こ
と
か
ら
窺
え
る
よ
う
に
継
子
の
婚
姻
語
で
あ
る
。
母

な
き
宮
腹
の
姫
君
は
「
あ
は
れ
と
思
へ
ど
も
、
人
自
の
つ
つ
ま
し
さ
に

(
7
)
 

こ
そ
」
(
六
八
頁
)
と
男
君
の
求
愛
を
受
け
入
れ
な
か
っ
た
。
つ
い
に
姫

君
は
継
母
の
苛
め
を
避
け
て
住
吉
に
身
を
隠
し
、
男
君
は
長
谷
観
音
の

霊
験
に
導
か
れ
て
住
吉
ま
で
姫
君
を
探
し
た
ず
ね
て
く
る
。
や
が
て
二

人
は
結
ぼ
れ
て
、
継
母
側
は
没
落
す
る
、
と
い
う
の
が
大
体
の
骨
子
で

あ
る
。
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一
方
、
『
夜
の
寝
覚
』
は
一
説
に
菅
原
孝
標
女
(
一

O
O八
1
?
)
の

作
と
い
わ
れ
る
物
語
で
あ
る
。
物
語
は
、
相
手
の
正
体
に
気
づ
か
ず
に

中
の
君
と
契
り
を
結
ん
で
し
ま
っ
た
男
君
が
あ
い
に
く
も
彼
女
の
姉
大

君
と
結
婚
し
て
し
ま
う
と
い
う
、
一
人
の
男
性
を
め
ぐ
る
姉
妹
の
三
角

関
係
の
葛
藤
に
よ
り
繰
り
広
げ
ら
れ
る
。
ヒ
ロ
イ
ン
で
あ
る
寝
覚
の
中



の
君
(
以
下
、
中
の
君
と
呼
ぶ
)
は
恋
の
悩
み
を
家
族
愛
や
自
ら
の
成

長
へ
と
昇
華
さ
せ
る
女
に
な
り
お
お
せ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
相
違
す
る
時
代
に
成
立
し
た
現
存
本
『
住
吉
物
語
』
と

『
夜
の
寝
覚
』
は
、
同
じ
く
姉
妹
の
結
婚
相
手
が
取
り
違
え
ら
れ
る
と
い

う
設
定
を
取
り
入
れ
て
い
る
。
現
存
本
『
住
吉
物
語
』
で
も
、
男
君
は

姫
君
の
異
腹
の
姉
妹
で
あ
る
三
の
君
の
夫
で
あ
り
、
姫
君
に
と
っ
て
男

君
は
義
理
の
兄
に
あ
た
る
。
つ
ま
り
、
両
物
語
の
男
女
主
人
公
は
社
会

的
に
許
さ
れ
に
く
い
タ
ブ

l
の
関
係
に
あ
る
の
で
あ
る
。

継
母
に
よ
る
仕
組
ま
れ
た
取
り
違
え
と
、
皮
肉
な
運
命
の
取
り
違
え

と
い
う
相
違
は
あ
る
も
の
の
、
両
物
語
の
設
定
の
類
似
と
そ
の
意
義
に

(
9
}
 

閲
し
て
は
こ
れ
ま
で
あ
ま
り
論
じ
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
本

稿
で
は
継
子
の
婚
姻
曹
と
し
て
幅
広
く
享
受
さ
れ
て
き
た
古
本
『
住
吉

物
語
』
の
影
響
を
『
夜
の
寝
覚
』
か
ら
見
届
け
る
こ
と
に
よ
り
、
一
つ

の
話
型
が
ど
の
よ
う
に
以
後
の
物
語
史
に
影
響
し
、
そ
こ
か
ら
い
か
に

多
様
な
物
語
の
人
物
像
が
生
ま
れ
て
き
た
か
を
浮
き
彫
り
に
し
た
い
と

回?っ。古
本
『
住
吉
物
語
』
が
散
侠
し
て
い
る
現
時
点
で
は
、
時
代
的
に
現

存
本
『
住
吉
物
語
』
よ
り
早
く
成
立
し
て
い
る
『
夜
の
寝
覚
』
か
ら
現

存
本
『
住
吉
物
語
』
へ
の
影
響
と
い
う
可
能
性
も
皆
無
と
は
い
え
な
い
。

し
か
し
、
現
存
本
『
住
吉
物
語
』
が
古
本
『
住
吉
物
語
』
の
設
定
を
引
き

継
い
で
い
る
と
さ
れ
る
か
ら
に
は
、
古
本
『
住
吉
物
語
』
か
ら
『
夜
の

寝
覚
』
、
そ
し
て
現
存
本
『
住
吉
物
語
』
の
順
に
同
じ
設
定
が
受
け
継
が

れ
て
い
っ
た
と
い
う
推
定
が
成
り
立
つ
。
と
な
る
と
、
『
枕
草
子
』
や
『
源

氏
物
語
』
の
時
代
を
過
ぎ
て
平
安
後
期
に
至
っ
て
か
ら
も
、
一

O
五
O

年
頃
に
成
立
し
た
と
さ
れ
る
『
夜
の
寝
覚
』
の
中
に
古
本
『
住
吉
物
語
』

の
影
を
目
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
わ
け
で
あ
る
。

以
下
、
『
夜
の
寝
覚
』
が
『
住
吉
物
語
』
の
設
定
を
い
か
に
受
け
と
め
、

そ
こ
か
ら
『
夜
の
寝
覚
』
ら
し
さ
を
い
か
に
展
開
さ
せ
て
い
る
か
を
見

極
め
た
い
と
思
う
。

一
音
楽
と
人
物
の
継
子
語
的
対
立
構
造

両
物
語
の
女
主
人
公
た
ち
は
、
そ
も
そ
も
実
母
に
育
て
ら
れ
ず
、
父

(
叩
)

と
の
特
別
な
関
係
の
う
え
で
育
っ
て
い
る
。
ま
ず
、
両
物
語
の
女
主
人

公
の
家
族
構
成
に
つ
い
て
対
比
し
て
み
よ
う
。

継
子
苛
め
曹
の
枠
を
そ
の
ま
ま
取
り
入
れ
て
い
る
現
存
本
『
住
吉
物

語
』
の
姫
君
の
父
に
は
、
「
ふ
る
き
み
や
ぱ
ら
の
御
む
す
め
」
(
二
三
頁
〉

と
、
「
と
き
め
く
し
ょ
大
夫
の
御
む
す
め
」
(
二
三
頁
〉
と
い
う
二
人
の

妻
が
い
た
。
ヒ
ロ
イ
ン
で
あ
る
「
ひ
か
る
ほ
ど
」
(
二
三
頁
)
美
し
い
宮

腹
の
姫
君
は
、
七
歳
の
時
、
母
を
な
く
す
。
妻
の
死
以
来
、
父
左
衛
門

の
か
み
は
、
継
母
の
姫
君
に
対
す
る
苛
め
を
き
ら
い
、
乳
母
の
も
と
で

姫
君
を
育
て
て
い
く
。
左
衛
門
の
か
み
の
姫
君
に
対
す
る
愛
情
は
、
「
い

づ
れ
も
か
し
づ
き
な
が
ら
、
此
の
ひ
め
ぎ
み
は
す
ぐ
れ
て
か
し
づ
き
給

ふ
」
(
二
六
頁
)
と
い
う
ぐ
あ
い
に
、
継
母
腹
の
姫
君
達
へ
の
愛
情
よ
り

一
段
と
畳
っ
て
い
る
。
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あ

ぜ

ち

一
方
、
『
夜
の
寝
覚
』
の
場
合
、
時
の
太
政
大
臣
に
は
、
按
察
使
大
納

言
の
娘
と
帥
宮
腹
の
娘
と
い
う
二
人
の
妻
が
い
た
が
、
前
者
が
息
子
二

人
、
後
者
が
娘
二
人
を
残
し
て
早
く
に
死
ん
で
し
ま
う
。
『
住
吉
物
語
』

と
異
な
り
、
娘
二
人
が
同
じ
く
宮
旗
の
母
か
ら
生
ま
れ
た
と
い
う
設
定

で
あ
る
。
同
じ
萎
か
ら
生
ま
れ
た
姉
妹
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
太

政
大
臣
の
中
の
君
に
対
す
る
愛
情
は
格
別
で
あ
る
。
物
語
の
展
開
に
つ

れ
て
、
男
兄
弟
は
大
君
と
左
衛
門
督
側
、
中
の
君
と
宰
相
中
将
側
と
い

う
ぐ
あ
い
に
対
立
し
て
い
く
。

こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
『
夜
の
寝
覚
』
が
継
子
語
的
設
定
を
持
ち

込
み
つ
つ
も
、
継
子
需
の
対
立
的
人
物
構
造
を
直
接
的
に
は
と
ら
ず
、
姉

大
君
と
の
関
係
も
同
腹
の
姉
妹
と
い
う
設
定
を
と
っ
て
い
る
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
本
当
の
姉
妹
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
一
人
の
男
性
を
巡
る
三

角
関
係
は
よ
り
い
っ
そ
う
深
刻
に
な
る
わ
け
で
あ
り
、
『
夜
の
寝
覚
』
は

こ
の
設
定
を
用
い
て
そ
れ
ぞ
れ
の
人
物
の
対
立
と
葛
藤
を
語
り
つ
く
し

て
い
る
の
で
あ
る
。

『
夜
の
寝
覚
』
の
冒
頭
に
は
、
姉
大
君
の
男
君
と
の
縁
談
が
決
ま
っ
て

か
ら
間
も
な
く
、
中
の
君
と
男
君
が
正
体
誤
認
の
上
で
契
り
を
結
ん
で

し
ま
う
場
面
が
速
い
テ
ン
ポ
で
描
か
れ
る
。
『
住
吉
物
語
』
の
男
君
少
将

は
姫
君
に
求
婚
し
た
の
に
、
継
母
の
悪
巧
み
に
よ
り
求
婚
の
相
手
が
三

の
君
へ
と
取
り
違
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
比
べ
、
『
夜
の
寝
覚
』
の
男

女
主
人
公
の
関
係
は
不
可
抗
力
の
も
の
に
成
り
代
わ
っ
て
い
る
わ
け
で

あ
る
。
そ
も
そ
も
、
男
君
と
の
関
係
を
め
ぐ
る
姉
妹
の
運
命
は
、
音
楽

の
資
質
と
密
接
に
関
係
し
て
展
開
し
て
い
る
と
い
え
る
。

『
夜
の
寝
覚
』
の
ヒ
ロ
イ
ン
で
あ
る
寝
覚
の
中
の
君
は
、
十
三
才
の
八

月
十
五
夜
と
十
四
才
の
八
月
十
五
夜
の
二
回
に
わ
た
っ
て
天
人
の
予
言

を
授
か
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
、

小
姫
君
の
御
夢
に
、
い
と
め
で
た
く
き
よ
ら
に
、
髪
上
げ
う
る
は

し
き
、
唐
絵
の
様
し
た
る
人
、
琵
琶
を
持
て
来
て
、
「
今
宵
の
御
等

の
琴
の
音
、
雲
の
上
ま
で
あ
は
れ
に
響
き
聞
こ
え
つ
る
を
、
尋
ね

詣
で
来
つ
る
な
り
。
お
の
が
琵
琶
の
音
弾
き
伝
ふ
べ
き
人
、
天
の

下
に
は
君
一
人
な
む
も
の
し
た
ま
ひ
け
る
。
こ
れ
も
さ
る
べ
き
昔

の
代
の
契
り
な
り
。
こ
れ
弾
き
と
ど
め
た
ま
ひ
て
国
王
ま
で
伝
へ(

日
)

一七
j
八
頁
)
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た
て
ま
つ
り
た
ま
ふ
ば
か
り
」

(
巻
一
、

と
い
う
、

い
わ
ゆ
る
第
一
予
言
と
、

「
教
え
た
て
ま
つ
り
し
に
も
過
ぎ
て
、
あ
は
れ
な
り
つ
る
御
琴
の
音

か
な
。
こ
の
手
ど
も
を
聞
き
知
る
人
は
、
え
し
も
ゃ
な
か
ら
む
」
と

て
、
残
り
の
手
い
ま
五
つ
を
教
へ
て
、
「
あ
は
れ
、
あ
た
ら
、
人
の

い
た
く
も
の
を
思
ひ
、
心
を
乱
し
た
ま
ふ
べ
き
宿
世
の
お
は
す
る

(
巻
二
、
一
九

1
二
O
頁
)

か
な
」

と
い
う
第
二
予
言
の
二
つ
の
予
言
で
あ
る
。



こ
の
二
つ
の
予
言
に
関
し
て
は
、
こ
れ
ま
で
男
君
と
の
関
係
に
生
涯

悩
ま
さ
れ
る
中
の
君
の
人
生
を
そ
の
ま
ま
予
告
し
て
い
る
よ
う
な
第
二

予
言
の
方
が
、
第
一
予
言
の
方
よ
り
重
要
な
も
の
と
捉
え
ら
れ
て
き
た

(ロ)

と
い
え
る
。
「
人
の
世
の
さ
ま
ざ
ま
な
る
を
見
聞
き
つ
も
る
に
、
な
ほ
寝

覚
め
の
御
仲
ら
ひ
ば
か
り
、
浅
か
ら
ぬ
契
り
な
が
ら
、
ょ
に
心
づ
く
し

な
る
例
は
、
あ
り
が
た
く
も
あ
り
け
る
か
な
」
(
巻
一
、
一
五
頁
)
と
い

う
、
物
語
冒
頭
の
語
り
手
の
嘆
き
と
考
え
合
わ
せ
て
、
第
二
予
言
の
ほ

う
が
物
語
の
主
題
を
指
し
示
す
も
の
と
捉
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

対
照
的
に
、
第
一
予
言
の
ほ
う
は
少
な
く
と
も
現
存
五
巻
に
は
実
現

(
時
)

し
て
い
な
い
と
見
る
の
が
通
説
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
予
言
の
実
現
の

可
能
性
は
さ
て
お
き
、
音
楽
の
伝
授
に
関
わ
る
第
一
予
言
が
姉
妹
の
運

命
に
影
響
し
、
女
君
の
「
心
を
乱
し
た
ま
ふ
べ
き
宿
世
」
に
つ
な
が
っ

て
い
る
こ
と
に
し
ば
ら
く
目
を
向
け
て
み
よ
う
。

そ
も
そ
も
物
語
の
冒
頭
で
父
太
政
大
臣
か
ら
中
の
君
は
等
の
琴
、
姉

(
国
)

大
君
は
琵
琶
を
教
え
ら
れ
て
い
た
が
、
夢
の
天
人
の
顕
現
以
来
、
中
の

君
は
姉
大
君
に
も
ま
し
て
上
手
に
琵
琶
を
弾
く
。
そ
し
て
、
大
君
か
ら

「
つ
ね
に
弾
き
た
ま
ふ
等
の
琴
よ
り
も
、
こ
れ
こ
そ
す
ぐ
れ
て
聞
こ
ゆ
れ
。

昔
よ
り
と
り
わ
き
股
の
教
へ
た
ま
へ
ど
、
つ
ね
に
た
ど
た
ど
し
く
て
え

弾
き
と
ど
め
ぬ
も
の
を
、
あ
さ
ま
し
き
君
の
翻
様
か
な
」
(
巻
て
一
九

頁
)
と
、
羨
ま
れ
る
。
こ
の
事
件
か
ら
す
で
に
姉
の
運
命
を
奪
う
妹
と

(
日
)

い
う
姉
妹
の
運
命
が
暗
示
さ
れ
て
い
る
と
い
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
天

人
か
ら
授
け
ら
れ
た
中
の
君
の
音
楽
の
資
質
は
姉
大
君
と
の
仲
を
運
命

的
に
引
き
裂
く
誘
因
と
し
て
仕
掛
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
は
、
中
の
君
と
男
君
の
最
初
の
契
り
の
場
面
に
も
、
中
の
君

の
等
の
琴
の
演
奏
は
絡
ん
で
い
る
。
乳
母
の
見
舞
い
の
た
め
に
偶
然
九

条
に
行
っ
た
男
君
は
、
物
忌
み
の
た
め
に
九
条
に
来
て
い
た
中
の
君
の

美
し
さ
に
魅
せ
ら
れ
て
し
ま
う
。
男
君
は
「
等
の
琴
は
、
弾
く
ら
む
人

ゆ
か
し
く
心
と
ど
ま
り
て
」
(
巻
一
、
二
八
頁
)
と
、
中
の
君
を
垣
間
見

て
い
な
い
段
階
か
ら
等
の
琴
の
弾
き
主
に
引
き
つ
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
女
君
を
垣
間
見
て
か
ら
は
、
中
の
君
と
和
琴
と
琵
琶
を
弾
い

て
い
る
対
の
君
や
但
馬
守
の
娘
と
は
、
格
段
の
差
が
あ
る
と
認
識
し
て

し
ま
う
。
挙
の
琴
に
寄
り
か
か
っ
て
い
る
中
の
君
を
見
た
男
君
は
、
ま

る
で
「
む
ら
雲
の
な
か
よ
り
望
月
の
さ
や
か
な
る
光
を
見
つ
け
た
る
」
(
巻

一
、
二
九
頁
)
か
の
よ
う
な
気
持
ち
に
な
る
わ
け
で
あ
る
。

『
夜
の
寝
覚
』
の
三
角
関
係
を
め
ぐ
る
誘
因
と
し
て
働
く
琴
は
、
『
住

吉
物
語
』
で
も
三
人
の
関
係
に
影
響
し
て
い
る
。
男
君
は
、
秋
の
夜
の

「
つ
ま
を
と
や
さ
し
き
し
ゃ
う
の
こ
と
の
ね
」
に
、
『
我
が
か
た
ら
ひ
そ

め
し
人
こ
そ
こ
と
を
ば
引
く
と
き
き
し
か
』
(
四
七
頁
)
と
、
結
婚
相
手

が
宮
腹
の
姫
君
か
ら
三
の
君
へ
と
取
り
違
え
ら
れ
た
こ
と
に
気
づ
く
の

(
路
)

で
あ
る
。
夫
の
姉
に
対
す
る
恋
の
想
い
を
知
る
よ
し
も
な
い
三
の
君
は
、

無
邪
気
に
姉
の
演
奏
を
誉
め
て
、
琴
の
弾
き
主
が
宮
腹
の
姫
君
だ
と
い

う
こ
と
を
男
君
に
知
ら
せ
て
く
れ
る
。
男
君
は
そ
の
よ
う
な
三
の
君
を

「
い
と
お
し
み
な
が
ら
も
」
姫
君
に
対
す
る
恋
の
想
い
は
い
っ
そ
う
強
く

な
る
。
こ
れ
以
降
、
『
住
吉
物
語
』
の
中
で
、
三
人
の
関
係
を
め
ぐ
る
心
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の
葛
藤
の
描
写
は
見
当
た
ら
な
い
。

一
方
、
『
夜
の
寝
覚
』
の
姉
妹
の
関
係
は
、
男
君
を
め
ぐ
っ
て
深
刻
に

対
立
し
、
や
が
て
中
の
君
が
広
沢
に
身
を
引
く
に
至
る
。

つ
い
に
大
君
は
夫
と
妹
の
関
係
を
知
り
、
中
の
君
を
遠
ざ
け
る
よ
う

に
な
る
。
姉
大
君
の
心
に
ま
ず
思
い
浮
か
ぶ
の
は
、
「
謝
判
別
叫

1
4剖

づ
の
こ
と
に
、
い
と
め
で
た
く
す
ぐ
れ
た
る
君
な
れ
ば
、
げ
に
よ
ろ
し

く
は
思
ひ
た
ま
は
じ
を
。
い
か
に
こ
よ
な
く
お
ぼ
し
く
ら
ぶ
ら
む
」
(
巻

一
一
、
一
七
二
頁
、
傍
線
引
用
者
)
と
、
夫
か
ら
あ
れ
だ
け
優
れ
て
い
る

妹
と
常
に
見
比
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
悔
し
い
と
い
う
気
持
ち
で
あ
る
。

他
人
で
な
く
妹
で
あ
る
だ
け
に
、
か
え
っ
て
「
よ
そ
の
人
よ
り
は
い
と

う
ら
め
し
く
」
(
同
〉
な
る
わ
け
で
あ
る
。
大
君
の
中
の
君
に
対
す
る
「
我

よ
り
は
、
よ
ろ
づ
の
こ
と
に
、
い
と
め
で
た
く
す
ぐ
れ
た
る
君
」
と
い

う
思
い
に
は
、
中
の
君
の
音
楽
の
資
質
に
対
す
る
以
前
か
ら
の
羨
み
が

含
ま
れ
て
い
る
の
は
、
も
ち
ろ
ん
で
あ
ろ
う
。

夫
の
愛
情
を
妹
に
奪
わ
れ
た
姉
大
君
の
苦
悩
と
嫉
妬
、
葛
藤
は
、
『
住

吉
物
語
』
の
無
邪
気
な
三
の
君
の
姿
と
は
対
照
的
で
す
ら
あ
る
。
嫉
妬

す
る
妻
に
日
噴
と
は
異
な
る
魅
力
を
感
じ
て
優
し
く
愚
め
よ
う
と
す
る

夫
を
見
て
、
そ
の
夫
は
妹
に
は
も
っ
と
優
し
く
愛
情
を
注
ぐ
に
違
い
な

い
と
、
大
君
の
嫉
妬
心
は
エ
ス
カ
レ
ー
ト
す
る
ば
か
り
で
あ
る
。
そ
の

た
め
大
君
は
つ
い
に
「
げ
に
と
、
た
わ
む
と
こ
ろ
な
く
、
く
せ
ぐ
せ
し

く
、
な
だ
ら
か
な
る
気
色
の
み
、
ま
さ
り
た
ま
へ
ば
」
(
巻
二
、

九

頁
)
と
男
君
か
ら
見
ら
れ
る
に
い
た
る
。

中
の
君
の
ほ
う
は
、
「
か
や
う
な
る
ほ
ど
は
、
琴
接
き
合
は
せ
、
何
と

な
く
思
ふ
こ
と
な
か
り
し
、
い
つ
な
り
け
む
」
(
巻
一
、
八
二
頁
)
と
嘆

き
な
が
ら
、
姉
と
共
に
琴
を
調
べ
会
わ
せ
て
い
た
頃
を
振
り
返
る
。
や

が
て
、
大
君
側
の
態
度
に
堪
え
ら
れ
ず
、
中
の
君
は
出
家
し
た
父
の
い

る
広
沢
へ
と
向
か
う
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
次
の
歌
は

中
の
君
の
こ
う
い
う
苦
哀
を
詠
ん
だ
も
の
で
あ
る
。

立
ち
も
居
も
羽
を
な
ら
べ
し
群
烏
の
か
か
る
別
れ
を
思
ひ
か
け
き

(
巻
二
、
一
九
七
頁
)

や
こ
の
よ
う
に
、
物
語
は
遠
の
い
て
ゆ
く
夫
婦
の
仲
と
、
男
君
の
中
の

君
に
対
す
る
募
る
想
い
を
描
き
出
し
て
、
深
ま
っ
て
い
く
三
人
の
葛
藤

を
て
い
ね
い
に
語
っ
て
い
く
。
『
夜
の
寝
覚
』
は
、
『
住
吉
物
語
』
の
よ

う
に
直
接
的
に
継
子
語
的
な
親
子
関
係
を
と
ら
ず
、
姉
妹
の
結
婚
相
手

が
取
り
違
え
ら
れ
る
設
定
を
取
り
入
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
三
角
関
係
の

対
立
を
よ
り
複
雑
で
深
刻
に
し
て
い
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
。
そ
こ
に

は
、
中
の
君
が
天
人
か
ら
授
け
ら
れ
た
音
楽
の
資
質
が
深
く
関
わ
っ
て

い
る
の
で
あ
る
。
音
楽
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
二
章
で
再
度
述
べ
た
い
。
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ニ
.
物
語
の
転
換
と
音
楽
伝
承
語
的
大
団
円

い
わ
ゆ
る
継
子
語
の
型
は
単
純
化
す
る
と
、

A
.
継
母
の
迫
害
、

B
.
継

子
の
流
離
、

c.
霊
験
と
救
出
、

D
.
結
婚
と
繁
栄
と
い
う
ぐ
あ
い
に
、
迫



害
|
流
離
|
霊
験
と
救
出
|
結
婚
(
繁
栄
)
の
構
成
を
と
る
と
い
叩
「
こ

の
図
式
に
従
え
ば
、
『
住
吉
物
語
』
の
姫
君
に
お
け
る
住
吉
へ
の
脱
出
は
、

継
子
の
「
流
離
」
に
当
た
り
、
物
語
は
姫
君
の
住
吉
へ
の
脱
出
以
降
、
男

女
主
人
公
の
結
婚
と
繁
栄
に
向
か
っ
て
物
語
的
転
換
を
迎
え
る
と
い
え

る。
こ
こ
で
は
、
両
物
語
の
女
君
が
迫
害
(
苦
難
)
を
乗
り
越
え
て
結
婚

と
繁
栄
と
い
う
大
団
円
を
迎
え
る
に
あ
た
っ
て
、
住
吉
と
広
沢
と
い
う

場
所
の
意
味
と
楽
器
の
役
割
に
つ
い
て
述
べ
た
い
と
思
う
。

『
住
吉
物
語
』
の
姫
君
の
父
、
左
衛
門
の
か
み
は
、
亡
妻
の
「
わ
れ
な

か
ら
ん
後
ま
で
も
、
こ
の
お
さ
な
き
も
の
、
ひ
と
な
み
な
み
な
ら
ん
ふ

る
ま
ひ
せ
さ
せ
給
ひ
、
こ
と
き
ん
だ
ち
に
お
ぼ
し
お
と
す
な
」
(
二
五
頁
)

と
い
う
遺
言
に
従
い
、
姫
君
の
入
内
準
備
を
急
ぐ
。
一
方
、
継
母
は
「
む

く
つ
け
女
」
と
た
く
ら
み
、
姫
君
が
「
六
角
堂
の
別
当
法
師
」
と
い
う

怪
し
い
法
師
を
通
わ
せ
て
い
る
と
夫
を
輔
す
。
結
果
的
に
姫
君
の
宮
仕

え
は
中
止
と
な
る
が
、
こ
の
た
く
ら
み
は
男
君
の
結
婚
相
手
を
三
の
君

へ
と
す
り
替
え
た
結
婚
妨
害
に
次
い
で
、
姫
君
に
対
す
る
継
母
の
二
回

目
の
虐
め
に
当
た
る
と
い
え
る
。

こ
れ
に
と
ど
ま
ら
ず
、
継
母
は
、
入
内
中
止
の
代
わ
り
に
左
兵
衛
の

か
み
と
姫
君
の
縁
談
を
成
就
さ
せ
よ
う
と
す
る
夫
の
計
画
を
、
ま
た
中

止
さ
せ
よ
う
と
た
く
ら
む
。
例
の
「
む
く
つ
け
女
」
の
提
案
に
よ
り
、
七

十
才
の
「
か
ず
ゑ
の
す
け
」
と
い
う
翁
を
し
て
姫
君
を
盗
ま
せ
る
こ
と

を
計
画
す
る
が
、
こ
の
こ
と
は
姫
君
に
同
情
す
る
「
し
き
ぶ
」
と
い
う

人
物
に
よ
り
事
前
に
姫
君
側
に
漏

2

り
さ
れ
る
。
「
今
ま
で
な
が
ら
へ
て
お

は
し
ま
す
心
う
さ
」
(
八
三
頁
)
と
嘆
く
姫
君
の
た
め
に
「
じ
じ
う
」
は
、

故
母
宮
の
乳
母
が
尼
に
な
っ
て
住
吉
で
暮
ら
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を

思
い
出
し
、
住
吉
の
尼
に
助
け
を
求
め
る
。
や
が
て
姫
君
の
住
吉
へ
の

脱
出
が
実
現
す
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
住
吉
へ
の
脱
出
に
際
し
て
姫
君
が
持
っ
て
行
く
荷
物
は
、

(
同
日
)

く
し
の
箱
と
琴
で
あ
る
。
こ
こ
で
、
改
め
て
琴
に
注
目
し
て
み
よ
う
。

吉
海
直
人
は
く
し
の
箱
と
琴
が
亡
母
の
遺
品
で
も
あ
り
、
姫
君
を
守
護

す
る
も
の
で
も
あ
る
と
し
て
、
『
落
窪
物
語
』
の
姫
君
も
櫛
を
も
っ
て
出

{
四
)

奔
し
て
い
る
と
注
を
つ
け
て
い
る
。
こ
こ
で
は
櫛
と
琴
が
亡
母
の
遺
品

で
あ
る
こ
と
は
さ
て
お
き
、
琴
が
物
語
の
新
し
い
展
開
の
た
め
の
素
材

と
し
て
改
め
て
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
目
を
向
け
た
い
の
で
あ
る
。

姫
君
の
失
院
後
、
彼
女
の
居
場
所
を
知
ら
せ
て
く
れ
る
よ
う
に
神
仏

に
祈
り
続
け
る
男
君
は
、
長
谷
寺
に
寵
も
っ
て
七
日
間
修
行
を
行
い
、
つ

い
に
霊
夢
を
み
る
。
姫
君
本
人
が
夢
に
現
れ
て
「
わ
た
っ
海
の
そ
こ
と

も
し
ら
ず
わ
び
ぬ
れ
ば
す
み
よ
し
と
こ
そ
あ
ま
は
い
ひ
け
れ
」
(
一
一
一

頁
)
と
自
ら
の
居
場
所
を
告
げ
る
夢
で
あ
る
。
こ
の
夢
だ
け
を
頼
り
に

住
吉
に
向
か
っ
た
男
君
を
姫
君
の
居
所
へ
と
導
く
の
は
、
姫
君
の
弾
く

琴
の
音
で
あ
っ
た
。
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日
も
暮
れ
け
れ
ば
、
ま
つ
の
も
と
に
て
、
「
人
な
ら
ば
と
ふ
べ
き
物

を
」
な
ど
打
な
が
め
て
、
た
h

ず
み
わ
づ
ら
ひ
給
ひ
け
る
。
さ
ら



ぬ
だ
に
も
た
び
の
そ
ら
は
か
な
し
き
に
、
タ
浪
千
鳥
あ
は
れ
に
な

き
わ
た
り
、
き
し
の
松
風
物
さ
び
し
き
そ
ら
に
た
ぐ
ひ
て
、
こ
と

の
ね
ほ
の
か
に
聞
こ
え
け
り
。
此
の
こ
ゑ
り
つ
に
し
ら
べ
て
、
ば

ん
じ
き
で
う
に
す
み
わ
た
り
、
是
を
き
単
一
給
ひ
け
ん
心
、
い
へ
ば

を
ろ
か
也
。
『
創
制
叫
叶

U
叶
刈
倒

U
制
剖
叫
削
剥
剖
同
制
剖
劇
例

制
料
引
1
割
削
剖
叫
剖
剖
削
利
引
叶
(
一
一
八
頁
、
傍
線
引
用
者
)

吉
海
直
人
は
「
人
な
ら
ば
と
ふ
べ
き
物
を
」
と
い
う
思
い
に
答
え
る

か
の
よ
う
に
琴
の
音
が
聞
こ
え
て
き
た
と
し
て
、
琴
が
呪
術
的
な
機
能

(
初
)

を
果
た
し
て
い
る
と
注
を
つ
け
て
い
る
。
つ
ま
り
、
住
吉
は
姫
君
の
忌

み
寵
も
り
の
場
所
で
あ
り
、
男
女
主
人
公
を
遅
遁
さ
せ
る
場
所
に
な
る

が
、
そ
の
住
吉
へ
と
男
君
を
導
く
の
は
、
姫
君
の
琴
の
音
だ
と
い
え
る
。

や
が
て
、
琴
の
音
の
導
き
に
よ
り
遅
}
返
し
た
二
人
の
主
人
公
は
、
新
し

く
結
ば
れ
、
結
ぼ
れ
た
二
人
の
た
め
に
改
め
て
音
楽
の
饗
宴
が
聞
か
れ

る
の
で
あ
る
。

さ
て
、
姫
君
を
伴
っ
て
帰
京
し
た
男
君
は
、
継
母
の
さ
ら
な
る
た
く

ら
み
を
お
そ
れ
で
、
二
人
の
聞
の
子
供
が
七
才
と
五
才
に
な
る
ま
で
姫

君
の
出
自
を
隠
し
通
す
。
子
供
の
袴
着
の
場
を
借
り
て
姫
君
と
父
左
衛

門
の
か
み
を
再
会
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
失
践
し
て
い
た
娘
が
幸
せ
な
家

庭
を
築
い
て
い
る
こ
と
を
知
っ
た
父
は
感
激
に
く
れ
る
。
す
べ
て
が
明

ら
か
に
な
り
、
継
母
の
娘
た
ち
も
母
を
嫌
う
よ
う
に
な
る
が
、
姫
君
は

異
腹
の
姉
妹
た
ち
を
引
き
取
る
。
歳
月
が
流
れ
、
姫
君
の
娘
は
十
八
才

で
女
御
に
入
内
す
る
な
ど
、
姫
君
一
家
は
「
末
迄
は
ん
じ
ゃ
う
し
て
目

出
度
」
な
る
わ
け
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
男
女
主
人
公
が
住
吉
で
遅
遁
し
て
結
婚
し
た
の
ち
は
、

姫
君
に
は
父
と
の
再
会
と
一
家
の
栄
華
と
い
う
大
団
円
が
待
ち
受
け
て

い
る
の
で
あ
っ
た
。

一
方
、
『
夜
の
寝
覚
』
の
中
の
君
は
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
男
君

と
の
関
係
か
ら
姉
大
君
と
疎
遠
に
な
り
、
昔
を
億
び
つ
つ
広
沢
へ
と
向

か
う
。
こ
れ
が
中
の
君
の
決
断
し
た
最
初
の
広
沢
行
き
で
あ
る
。
ま
た
、

中
の
君
は
中
間
欠
巻
部
分
を
経
て
巻
四
に
お
い
て
、
い
わ
ゆ
る
生
霊
事

件
の
と
き
に
も
も
う
一
度
広
沢
に
赴
い
て
い
る
。
中
の
君
は
、
姉
大
君

の
死
後
男
君
の
正
妻
に
な
っ
た
女
一
宮
の
病
床
に
生
霊
と
な
っ
て
現
れ

た
と
噂
さ
れ
る
が
、
こ
の
と
き
に
も
彼
女
は
広
沢
に
赴
い
て
い
る
の
で

あ
る
。
現
存
本
で
は
二
回
に
渉
る
こ
う
し
た
中
の
君
の
広
沢
行
き
を
、

『
住
吉
物
語
』
の
姫
君
の
住
吉
へ
の
出
奔
と
関
連
づ
け
て
考
え
て
み
よ
う
。

ま
ず
一
回
目
で
は
、
中
の
君
が
広
沢
に
赴
く
と
、
男
君
は
中
の
君
を

慕
う
心
に
耐
え
ら
れ
ず
、
雪
を
冒
し
て
追
い
か
け
て
広
沢
へ
と
赴
く
。
そ

し
て
、
中
の
君
と
の
運
命
の
契
り
の
日
、
秋
の
月
の
下
に
鳴
宮
り
さ
れ
て

(
剖
}

い
た
あ
の
等
の
琴
の
音
を
耳
に
す
る
の
で
あ
る
。
再
び
聞
く
中
の
君
の

等
の
琴
の
音
に
、
男
君
の
心
は
感
無
量
に
な
る
。
し
か
し
、
『
住
吉
物
語
』

の
男
女
主
人
公
の
住
吉
で
の
避
遁
と
は
異
な
り
、
中
の
君
は
雪
を
冒
し

て
広
沢
ま
で
尋
ね
て
き
た
男
君
に
会
お
う
と
し
な
い
。
男
女
主
人
公
の

心
は
そ
れ
ぞ
れ
に
抱
え
る
悩
み
で
満
ち
て
い
る
も
の
の
、
中
の
君
一
家
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は
、
姉
大
君
に
味
方
し
て
中
の
君
と
男
君
と
の
関
係
を
疑
っ
た
兄
左
衛

門
叔
闘
が
新
年
の
挨
拶
に
広
沢
を
訪
ね
、
次
兄
の
宰
相
中
将
も
か
け
つ
け

た
の
で
、
久
々
に
一
家
団
襲
の
場
を
迎
え
る
わ
け
で
あ
る
。

中
の
君
が
二
回
目
に
広
沢
に
向
か
う
の
は
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、

い
わ
ゆ
る
生
霊
事
件
が
原
因
で
あ
っ
た
。
中
の
君
自
身
以
前
の
広
沢
行

き
を
思
い
浮
か
べ
つ
つ
、
「
い
く
か
へ
り
憂
き
世
の
中
を
あ
り
わ
び
て
し

げ
き
嵯
峨
野
の
露
を
わ
く
ら
む
」
(
巻
四
、
四
一
二
頁
)
と
、
苦
悩
に
さ

い
な
ま
れ
る
度
に
広
沢
に
身
を
引
く
因
縁
を
詠
ん
で
い
る
。
苦
悩
に
追

い
つ
め
ら
れ
た
中
の
君
は
や
が
て
出
家
を
思
い
立
つ
。
父
入
道
も
た
め

ら
い
つ
つ
も
娘
の
出
家
を
許
す
こ
と
に
な
る
。
だ
が
、
こ
の
消
息
を
聞

い
た
男
君
は
、
石
山
の
姫
君
と
ま
さ
こ
君
の
二
児
を
伴
い
、
広
沢
へ
と

赴
く
。
そ
し
て
、
父
入
道
に
中
の
君
と
の
関
係
を
す
べ
て
う
ち
明
け
る
。

中
の
君
の
妊
娠
と
い
う
事
実
ま
で
わ
か
り
、
中
の
君
は
出
家
を
思
い
と

ど
ま
ら
ざ
る
を
得
な
く
な
る
の
で
あ
る
。
父
入
道
は
孫
の
石
山
の
姫
君

の
美
し
い
姿
を
見
て
、
娘
に
か
な
え
ら
れ
な
か
っ
た
后
の
夢
が
実
現
す

る
予
感
に
ひ
た
り
、
ひ
た
す
ら
感
激
す
る
。
中
の
君
自
ら
も
父
入
道
に

恥
じ
、
出
家
へ
の
未
練
が
残
る
も
の
の
、
我
が
子
三
人
の
成
長
に
感
動

の
気
持
ち
が
隠
せ
な
い
。

一
家
の
帰
京
を
前
に
入
道
が
管
弦
の
宴
を
催
し
て
、
石
山
の
姫
君
が

等
の
琴
、
ま
さ
こ
君
が
横
笛
、
中
の
君
が
琵
琶
を
弾
く
と
い
う
盛
大
な

音
楽
の
饗
宴
が
聞
か
れ
る
。
男
女
主
人
公
の
心
は
、
一
方
は
、
ま
た
し

て
も
中
の
君
と
女
一
宮
と
い
う
二
人
の
女
性
に
挟
ま
れ
て
悩
み
、
帝
の

中
の
君
に
対
す
る
恋
の
想
い
に
嫉
妬
し
つ
づ
け
て
、
も
う
一
方
は
、
男

君
の
執
劫
な
愛
情
に
悩
み
、
出
家
の
望
み
が
未
だ
に
断
ち
切
れ
な
い
と

い
う
具
合
で
あ
る
。
だ
が
、
男
女
主
人
公
の
微
妙
な
内
面
の
葛
藤
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
男
君
は
右
大
臣
の
伎
に
の
ぼ
り
、
中
の
君
の
身
内
も
み

な
昇
進
す
る
と
い
う
繁
栄
ぶ
り
を
見
せ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
『
夜
の
寝
覚
』
の
中
の
君
は
、
悩
み
に
耐
え
き
れ
ず
広

沢
に
赴
く
た
び
に
、
常
に
家
族
の
和
み
と
繁
栄
と
い
う
結
果
を
と
っ
て

い
る
と
い
え
る
。
中
の
君
一
家
の
帰
京
前
の
音
楽
の
饗
宴
か
ら
「
こ
れ

弾
き
と
ど
め
た
ま
ひ
て
、
国
王
ま
で
伝
へ
た
て
ま
つ
り
た
ま
ふ
ば
か
り
」

と
い
う
第
一
予
言
が
実
現
し
た
と
音
楽
伝
承
語
的
結
末
が
論
じ
ら
れ
て

(
辺
)

い
る
よ
う
に
、
物
語
は
結
婚
相
手
の
取
り
違
え
と
い
う
設
定
か
ら
、
結

果
的
に
は
中
の
君
一
家
の
繁
栄
と
い
う
大
団
円
を
導
い
て
い
る
と
い
え

よ
う
。

Q
U
 

C
U
 

亡
き
姉
の
娘
も
加
え
て
三
人
の
子
供
と
男
君
に
伴
わ
れ
て
帰
京
す
る

中
の
君
の
姿
に
は
、
住
吉
か
ら
帰
京
す
る
『
住
吉
物
語
』
の
姫
君
が
重

ね
ら
れ
、
孫
石
山
の
姫
君
の
美
し
い
成
長
に
感
動
す
る
入
道
の
姿
か
ら

姫
君
の
父
左
衛
門
の
か
み
を
、
そ
し
て
中
の
君
一
家
の
繁
栄
か
ら
は
『
住

吉
物
語
』
の
「
大
し
ゃ
う
・
ひ
め
ぎ
み
、
末
迄
は
ん
じ
ゃ
う
し
て
目
出

度
く
ぞ
お
は
し
け
る
」
を
思
い
起
こ
さ
ず
に
い
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
ま

た
、
男
女
主
人
公
の
出
逢
い
と
再
会
に
絡
ん
で
い
た
楽
器
は
、
主
人
公

一
家
の
繁
栄
の
饗
宴
に
も
使
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

と
は
い
っ
て
も
、
継
母
と
い
う
悪
役
が
取
り
除
か
れ
る
と
、
住
吉
で



男
君
と
結
ば
れ
て
帰
京
し
た
姫
君
に
、
再
会
・
繁
栄
と
い
う
大
団
円
が

待
ち
う
け
て
い
た
『
住
吉
物
語
』
の
場
合
と
は
異
な
り
、
『
夜
の
寝
覚
』

の
中
の
君
に
は
ま
だ
ま
だ
悩
み
が
絶
え
な
い
。
そ
し
て
、
男
君
と
の
関

係
を
め
ぐ
る
本
妻
、
女
一
の
宮
と
中
の
君
の
葛
藤
、
中
の
君
の
出
家
へ

の
未
練
、
男
君
の
執
劫
な
嫉
妬
な
ど
、
一
家
の
栄
華
と
い
う
現
実
の
裏

側
に
う
ご
め
い
て
い
る
男
女
主
人
公
の
悩
み
を
語
り
な
が
ら
現
存
本
『
夜

の
寝
覚
』
の
幕
は
お
り
る
の
で
あ
る
。

新
し
い
主
人
公
像
の
創
造

『
寝
覚
』
こ
そ
、
取
り
立
て
て
い
み
じ
き
ふ
し
も
な
く
、
ま
た
、
さ

し
て
め
で
た
し
と
い
ふ
べ
き
所
な
け
れ
ど
も
、
は
じ
め
よ
り
た
だ

人
ひ
と
り
の
こ
と
に
て
、
散
る
心
も
な
く
し
め
じ
め
と
あ
は
れ
に
、

心
入
り
て
作
り
出
で
け
む
ほ
ど
思
ひ
や
ら
れ
て
、
あ
は
れ
に
あ
り

(
お
)

が
た
き
も
の
に
て
は
べ
れ
ば
。
(
『
無
名
草
子
』
、
二
二
四
頁
)

『
夜
の
寝
覚
』
は
右
の
『
無
名
草
子
』
の
評
価
か
ら
も
窺
え
る
よ
う
に
、

物
語
全
体
を
通
じ
て
女
君
の
心
の
展
開
を
地
道
に
描
き
出
し
て
い
る
こ

と
で
知
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
女
君
は
、
悩
み
の
絶
え
な
い
人
生
を

生
き
な
が
ら
も
自
ら
の
心
を
見
つ
め
続
け
て
成
長
し
て
い
く
人
物
と
位

置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
う
い
う
女
君
の
こ
と
を
執
念
深
く

想
い
通
す
男
君
の
方
は
、
皮
肉
に
も
、

ま
た
、
関
白
こ
そ
、
憎
き
も
の
の
う
ち
に
入
れ
つ
べ
け
れ
。
中
の

上
、
人
よ
り
前
に
見
染
め
て
、
さ
ば
か
り
浅
か
ら
ぬ
契
り
の
ほ
と

を
さ
し
も
思
は
ず
、
た
ま
た
ま
行
き
逢
ひ
て
も
、
そ
れ
を
、
限
り

な
く
う
れ
し
く
め
で
た
し
と
思
ひ
も
あ
ら
で
、
は
か
な
き
一
言
に

つ
け
て
言
ひ
悩
ま
し
、
佑
び
し
め
な
ど
す
る
、
い
と
心
づ
き
な
し
。

(
『
無
名
草
子
』
、
二
三
三
頁
〉

と
、
「
憎
き
も
の
」
と
-
評
さ
れ
て
い
る
。

こ
う
し
た
「
惜
き
も
の
」
・
「
心
づ
き
な
し
」
と
い
う
男
君
に
対
す
る

評
は
、
『
無
名
草
子
』
が
説
明
し
て
い
る
よ
う
に
、
女
君
を
「
は
か
な
き

一
言
に
つ
け
て
言
ひ
悩
ま
し
、
佑
び
し
め
な
と
す
る
」
嫉
妬
と
愛
執
に

対
す
る
非
難
で
あ
ろ
う
。
男
君
は
現
存
本
の
結
末
部
分
で
も
中
の
君
に

対
す
る
帝
の
愛
情
に
嫉
妬
し
て
、
次
の
よ
う
に
中
の
君
を
苦
し
め
て
い

る
の
で
あ
る
。
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懲
り
ず
ま
な
れ
ど
、
も
の
の
つ
い
で
に
、
な
ほ
え
忍
び
果
て
ず
、
「
内

よ
り
立
ち
返
り
御
消
息
は
あ
り
や
」
と
問
ひ
出
で
た
ま
ひ
た
る
に
、

「
さ
れ
ば
よ
、
例
の
」
と
う
る
さ
け
れ
ば
、
「
あ
め
り
し
か
ど
、
い

さ
、
見
ず
な
り
に
け
り
」
と
の
た
ま
ふ
を
、
「
さ
は
、
い
づ
く
へ
か

散
り
失
せ
に
し
」
と
尋
ね
た
ま
ふ
に
、
(
巻
五
、
五
四
四
頁
)

こ
の
よ
う
な
男
君
の
嫉
妬
深
さ
の
た
め
に
、
中
の
君
の
心
は
「
い
か



で
か
、
人
の
心
か
く
し
も
あ
ら
む
」
と
、
男
君
か
ら
だ
ん
だ
ん
と
離
れ

七
ゆ
き
、
出
家
を
志
向
し
て
し
ま
う
。
つ
い
に
は
、
現
世
に
対
す
る
執

着
を
諦
め
る
か
の
よ
う
に
「
こ
の
世
は
、
さ
は
れ
や
。
か
ば
か
り
に
て
、

飽
か
ぬ
こ
と
多
か
る
契
り
に
て
、
や
み
も
し
ぬ
べ
し
」
(
巻
五
、
五
四
六

頁
)
と
、
独
白
す
る
に
至
る
の
で
あ
る
。

「
憎
き
も
の
」
の
男
君
と
は
対
照
的
に
、
『
夜
の
寝
覚
』
の
女
君
は
絶

え
な
い
「
寝
覚
の
御
仲
ら
ひ
」
の
悩
み
を
乗
り
越
え
て
、
や
が
て
は
運

命
に
翻
弄
さ
れ
る
十
五
才
の
少
女
か
ら
、
恋
の
悩
み
を
家
族
愛
や
自
ら

の
成
長
へ
と
昇
華
さ
せ
る
母
と
女
に
な
り
お
お
せ
て
い
る
。

『
夜
の
寝
覚
』
の
男
君
の
理
想
性
退
潮
は
、
常
に
美
質
と
色
好
み
性
を

備
え
て
物
語
の
主
人
公
と
し
て
君
臨
し
て
き
た
男
の
物
語
史
に
、
女
の

(
担
)

物
語
と
し
て
の
『
夜
の
寝
覚
』
を
切
り
開
い
た
と
捉
え
ら
れ
て
い
る
。

「
憎
き
も
の
」
の
男
君
像
は
中
の
君
の
内
面
の
成
長
と
と
も
に
対
照
的
に

(
お
)

語
ら
れ
て
、
「
い
み
じ
き
心
上
衆
」
な
女
の
物
語
と
し
て
の
『
夜
の
寝
覚
』

を
引
き
立
て
て
い
る
の
で
あ
る
。

さ
て
、
『
夜
の
寝
覚
』
が
類
似
す
る
設
定
を
『
住
吉
物
語
』
か
ら
取
り

入
れ
て
い
る
と
す
る
な
ら
、
『
夜
の
寝
覚
』
の
執
念
深
い
男
君
像
は
『
住

吉
物
語
』
の
男
君
像
と
あ
ま
り
に
も
良
い
対
照
を
な
し
て
い
る
。

『
住
吉
物
語
』
の
男
君
は
「
い
か
に
も
お
も
ふ
や
う
な
る
人
[
も
]
が

な
」
(
三
四
頁
)
と
い
う
、
色
好
み
的
な
好
奇
心
か
ら
始
ま
っ
て
、
生
涯

姫
君
を
理
想
的
に
想
い
通
す
と
い
え
る
。
継
母
の
た
ば
か
り
に
よ
り
結

婚
相
手
が
姫
君
か
ら
三
の
君
へ
と
取
り
違
え
ら
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

男
君
は
姫
君
に
対
す
る
想
い
を
諦
め
な
い
。
そ
し
て
、
三
の
君
に
対
す

る
思
い
や
り
も
忘
れ
な
い
。
三
の
君
は
夫
の
姉
に
対
す
る
恋
の
想
い
を

知
ら
ず
、
姉
に
対
し
て
常
に
同
情
す
る
態
度
を
見
せ
て
お
り
、
男
君
は

そ
の
よ
う
な
三
の
君
を
「
見
す
て
が
た
く
」
思
う
。
み
ず
か
ら
も
二
人

の
女
性
の
挟
間
で
悩
み
続
け
、
執
劫
な
嫉
妬
深
さ
か
ら
中
の
君
を
苦
し

め
た
『
夜
の
寝
覚
』
の
男
君
と
は
き
わ
め
て
対
照
的
と
い
え
る
。

ま
た
、
明
住
吉
物
語
』
の
男
君
は
姫
君
と
結
ぼ
れ
て
か
ら
も
継
母
の
さ

ら
な
る
た
ば
か
り
を
避
け
る
た
め
に
、
姫
君
の
出
自
の
公
開
を
よ
り
安

全
な
時
期
ま
で
見
合
わ
せ
る
綿
密
さ
を
見
せ
る
。
姫
君
は
理
想
的
な
男

君
に
導
か
れ
て
、
そ
の
ま
ま
栄
華
の
道
を
た
ど
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。

『
住
吉
物
語
』
の
理
想
的
な
男
君
が
『
夜
の
寝
覚
』
の
嫉
妬
に
苦
し
む

「
憎
き
も
の
」
の
男
君
へ
と
変
貌
し
て
い
く
中
で
、
継
母
の
虐
め
か
ら
男

君
に
救
わ
れ
る
存
在
で
し
か
な
か
っ
た
か
弱
い
姫
君
は
、
運
命
に
翻
弄

さ
れ
な
が
ら
も
絶
え
ず
成
長
し
て
い
く
『
夜
の
寝
覚
』
の
女
君
へ
と
変

わ
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
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む
す
び

以
上
、
見
て
き
た
よ
う
に
、
『
夜
の
寝
覚
』
の
作
者
は
、
継
母
の
虐
め

に
よ
り
姉
妹
の
結
婚
相
手
が
取
り
違
え
ら
れ
る
と
い
う
『
住
吉
物
語
』
の

設
定
を
不
可
抗
力
の
取
り
違
え
に
す
り
替
え
る
こ
と
に
よ
り
、
新
し
い

主
人
公
像
を
創
り
出
す
と
共
に
物
語
の
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
を
深
め
た
と
い

え
る
。
作
者
は
、
人
物
の
葛
藤
を
よ
り
深
刻
な
も
の
に
す
る
た
め
に
、
継



子
詩
的
な
対
立
構
造
を
べ

l
ス
に
、
予
言
に
よ
る
音
楽
伝
授
を
巧
妙
に

取
り
込
ん
で
い
た
の
で
あ
る
。

類
似
す
る
設
定
の
両
物
語
は
、
い
か
に
も
対
照
的
な
麗
闘
を
呈
し
た
。

現
存
本
『
住
吉
物
語
』
は
最
後
ま
で
三
角
関
係
を
め
ぐ
る
主
人
公
た
ち

の
葛
藤
に
ふ
れ
ず
、
主
人
公
一
家
の
栄
華
と
繁
昌
を
語
る
大
団
円
と
な

っ
て
い
る
。
し
か
し
、
『
夜
の
寝
覚
』
で
は
、
結
婚
相
手
の
取
り
違
え
と

い
う
悲
劇
的
な
事
件
が
、
男
女
主
人
公
の
す
れ
違
う
運
命
を
暗
示
す
る

伏
線
に
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
男
君
を
め
ぐ
る
姉
妹
の
葛
藤
、
男
君
の

悩
み
と
い
っ
た
登
場
人
物
の
感
情
の
対
立
は
、
物
語
の
展
開
を
導
く
重

要
な
要
因
と
し
て
働
い
て
い
る
。
『
夜
の
寝
覚
』
の
作
者
は
、
『
住
吉
物

語
』
の
裏
側
に
潜
在
し
て
い
た
心
の
葛
藤
に
目
を
向
け
た
の
で
あ
る
。

現
存
本
『
住
吉
物
語
』
の
内
容
か
ら
古
本
を
考
え
る
こ
と
が
許
さ
れ

る
な
ら
、
古
本
『
住
吉
物
語
』
の
理
想
的
な
男
君
像
が
、
嫉
妬
と
執
着

に
よ
っ
て
し
か
女
性
へ
の
愛
を
表
せ
な
い
『
夜
の
寝
覚
』
の
男
君
へ
と

変
貌
し
て
い
っ
た
と
思
う
。
そ
し
て
、
女
君
は
、
男
君
像
の
変
化
と
と

も
に
、
か
弱
い
少
女
か
ら
成
長
し
て
強
い
女
性
や
母
へ
と
変
貌
し
て
い

っ
た
の
で
あ
る
。

『
住
吉
物
語
』
と
類
似
す
る
設
定
を
取
り
入
れ
な
が
ら
い
か
に
も
対
照

的
な
男
女
主
人
公
像
を
創
り
だ
し
た
『
夜
の
寝
覚
』
を
、
『
住
吉
物
語
』

と
対
照
し
て
考
察
す
る
こ
と
に
よ
り
、
古
本
『
住
吉
物
語
』
と
い
う
古

典
の
影
響
を
受
け
、
そ
の
設
定
と
話
型
を
積
極
的
に
活
用
し
再
創
造
し

て
、
物
語
の
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
を
深
め
て
い
っ
た
平
安
物
語
史
の
流
れ
を

い
さ
さ
か
見
届
け
る
こ
と
が
で
き
た
と
思
う
。

j主(
l
)
現
存
本
は
鎌
倉
時
代
(
一
一
八
0
1
一
三
三
三
)
に
改
作
さ
れ
た
と
さ
れ

て
い
る
の
が
通
説
で
あ
り
、
現
存
本
の
祖
本
は
『
無
名
草
子
』
(
一
一
一

O

二
年
頃
)
以
後
『
風
葉
和
歌
集
』
〈
一
二
七
一
)
以
前
に
成
立
し
た
と
推

定
さ
れ
て
い
る
。
〈
市
古
貞
次
『
中
世
小
説
』
至
文
堂
、
一
九
五
一
)

〈2
〉
『
源
氏
物
語
』
以
前
、
十
世
紀
円
融
朝
(
九
六
九
1
九
八
四
)
に
成
立
し

た
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。

(
3
〉
『
日
本
古
典
文
学
大
辞
典
』
第
三
巻
(
岩
波
書
底
、
一
九
八
四
)
五
六
三

頁。

(
4
)
武
山
隆
昭
「
住
吉
物
語
の
祖
本
と
古
本
|
|
詩
嚢
の
上
か
ら
み
た
祖
本
の

内
容
と
成
立
に
関
す
る
考
察
|
|
」
〈
『
名
古
屋
大
学
圏
諸
国
文
学
』
一
二
六
、

一
九
七
五
)

(
5
)
代
表
的
な
も
の
に
、
堀
部
正
二
「
新
資
料
に
よ
る
住
吉
物
語
の
一
考
察
」

〈
『
中
古
日
本
文
学
の
研
究
』
所
収
。
教
育
図
書
、
一
九
三
三
)
、
小
木
喬

『
鎌
倉
時
代
物
語
の
研
究
』
(
東
賓
書
房
、
一
九
六
ご
な
ど
が
、
現
存
本

『
住
吉
物
語
』
と
古
本
『
住
吉
物
語
』
の
内
容
を
基
本
的
に
同
じ
筋
と
捉

え
て
い
る
。

(
6
)
上
坂
信
男
「
住
吉
物
語
の
古
物
語
性
」
(
『
物
語
序
説

一
九
八
一
)
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〈7
)
『
住
吉
物
語
』
本
文
の
引
用
は
、
底
本
を
影
月
堂
文
庫
所
蔵
『
住
吉
物
語
』

〈
近
世
中
後
期
写
本
)
に
し
て
い
る
と
い
う
、
吉
海
直
人
編
著
『
住
吉
物

語
』
(
和
泉
書
院
、
一
九
九
八
)
に
拠
り
、
頁
数
を
示
す
。
異
本
群
が
数

多
い
『
住
吉
物
語
』
を
一
つ
の
写
本
で
論
じ
る
の
は
大
変
危
な
い
こ
と
で

あ
ろ
う
が
、
こ
こ
で
は
異
本
群
の
本
文
に
は
ふ
れ
な
い
こ
と
に
す
る
。
異

本
群
の
問
題
は
こ
れ
か
ら
の
課
題
に
し
た
い
と
思
う
。

〈8
)
『
夜
の
寝
覚
』
の
作
者
に
つ
い
て
は
、
『
更
級
日
記
』
の
著
者
、
菅
原
孝
標

女
と
す
る
伝
え
が
鎌
倉
時
代
か
ら
行
わ
れ
て
き
た
。
そ
の
根
拠
は
、
藤
原

定
家
筆
『
更
級
日
記
』
の
奥
書
で
あ
る
。
定
家
の
奥
蓄
を
さ
ら
に
裏
付
け

る
確
証
は
得
ら
れ
な
い
が
、
石
川
徹
「
夜
半
の
寝
覚
は
孝
標
女
の
作
と
思

う
」
(
『
帝
京
大
学
文
学
部
紀
要
』
一
九
八
一
年
三
月
)
、
鈴
木
一
雄
「
『
夜

の
寝
覚
』
と
『
更
級
日
記
』
の
作
者
」
(
『
平
安
時
代
の
和
歌
と
物
語
』
桜

風
社
、
一
九
八
三
〉
等
に
よ
り
、
裏
付
け
ら
れ
て
い
る
。

〈9
〉
三
角
洋
一
は
、
『
住
吉
物
語
』
と
『
夜
の
寝
覚
』
の
類
似
す
る
設
定
に
関

し
て
、
「
物
語
的
浪
漫
へ
の
傾
斜
」
(
秋
山
度
編
『
王
朝
文
学
史
』
東
京
大

学
出
版
会
、
一
九
八
四
)
に
お
い
て
早
く
も
注
目
し
て
い
る
。
本
稿
で
は

こ
の
着
目
か
ら
一
歩
進
み
、
『
住
吉
物
語
』
の
設
定
を
借
り
た
『
夜
の
寝

覚
』
が
男
主
人
公
像
を
変
え
る
こ
と
で
成
し
遂
げ
た
物
語
的
発
展
を
見
届

け
た
い
と
思
う
。

(
叩
〉
こ
れ
を
継
子
需
の
特
徴
と
捉
え
ら
れ
る
な
ら
、
足
立
繭
子
は
、
「
『
夜
の
寝

覚
』
発
端
部
と
継
子
物
語
|
|
「
母
」
物
語
と
し
て
の
位
棺
|
|
」
〈
『
中

古
文
学
論
孜
』
第
一
二
号
、
一
九
九
一
)
で
、
『
夜
の
寝
覚
』
は
継
子
語

を
取
り
入
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
中
の
君
に
母
と
し
て
の
つ
ら
さ
を
認
識
さ

せ
て
い
る
と
論
じ
て
い
る
。

〈
日
〉
以
下
、
『
夜
の
寝
覚
』
の
本
文
の
引
用
は
、
『
夜
の
寝
覚
』
〈
鈴
木
一
雄
校

注
、
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
ぉ
、
小
学
館
、
一
九
九
六
)
に
拠
り
、
巻

数
と
頁
数
を
示
す
。

(
ロ
)
鈴
木
一
雄
は
、
一
九
頁
の
頭
注
で
、
「
あ
は
れ
、
あ
た
ら
、
人
の
」
以
下

の
天
人
の
言
葉
は
、
女
主
人
公
の
将
来
に
対
す
る
予
言
で
あ
り
、
物
語
冒

頭
の
主
題
は
、
こ
こ
に
天
人
に
よ
る
裏
付
け
を
得
た
こ
と
に
な
り
、
物
語

は
こ
の
悲
劇
的
な
予
言
に
沿
っ
て
進
行
す
る
と
述
べ
る
。
な
お
、
第
一
予

言
の
方
は
少
な
く
と
も
現
存
五
巻
に
は
現
実
化
し
て
い
な
い
と
主
張
す
る
。

(
日
)
注
(
辺
)
参
照
。
だ
が
、
第
一
予
言
に
関
し
て
も
『
夜
の
寝
覚
』
か
ら
音

楽
伝
承
詩
的
要
素
を
読
み
と
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
実
現
可
能
性
を
論
じ

て
、
物
語
に
お
け
る
意
味
と
役
割
を
積
極
的
に
考
え
る
立
場
も
あ
る
。
坂

本
信
道
は
、
「
音
楽
伝
承
需
の
系
譜

l
|
『
源
氏
物
言
明
石
一
族
か
ら

『
夜
の
寝
覚
』
へ
|
|
」
(
『
文
学
』
一
九
八
八
年
四
月
)
に
て
、
中
の
君

の
娘
、
石
山
姫
君
が
立
后
す
る
こ
と
を
改
作
本
『
夜
寝
覚
物
語
』
か
ら
想

定
し
て
、
一
族
の
秘
曲
伝
承
者
が
后
位
に
却
く
こ
と
に
よ
り
、
中
の
君
を

通
じ
て
天
人
の
秘
曲
を
国
王
ま
で
伝
え
る
第
一
予
言
が
物
語
内
で
実
現
す

る
可
能
性
を
論
じ
て
い
る
。

〈
U
)
姫
君
の
い
と
す
ぐ
れ
て
生
ひ
た
ち
た
ま
ふ
に
、
姉
君
に
は
琵
琶
、
中
の
君

に
は
等
の
琴
を
教
へ
た
て
ま
つ
り
た
ま
ふ
に
、
お
の
お
の
さ
と
う
か
し
こ

く
弾
き
す
ぐ
れ
た
ま
ふ
。
〈
巻
一
、
二
ハ
頁
〉

(
日
)
『
夜
の
寝
覚
』
一
八
頁
頭
注
。

〈
日
)
吉
海
直
人
「
『
住
吉
物
語
』
の
琴
を
め
ぐ
っ
て
」
(
『
図
拳
院
雑
誌
』
一
九
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八
二
年
七
月
)
に
て
、
氏
は
、
琴
が
結
婚
相
手
を
す
り
替
え
た
謀
り
を
発

覚
さ
せ
る
契
機
と
し
て
、
ま
た
住
吉
に
お
け
る
遜
遁
を
可
能
に
す
る
シ
グ

ナ
ル
と
し
て
、
二
度
も
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
と
述
べ
て
い
る
。

〈
げ
)
日
向
一
雅
『
源
氏
物
語
の
主
題
|
|
「
家
」
の
遺
志
と
宿
世
の
物
語
の
構

造
|
|
』
(
桜
風
社
、
一
九
八
三
、
二
一
二
頁
〉
、
市
古
貞
次
は
、
中
世
継

子
物
の
十
五
の
作
品
を
比
較
し
て
、
い
わ
ゆ
る
継
子
誇
の
型
が
、
一
・
母

の
死
と
継
母
、
二
・
愛
人
・
婚
約
者
、
三
・
継
母
の
迫
害
、
四
姫
の
苦

難
、
五
・
母
の
霊
の
加
護
、
六
・
姫
の
動
静
、
七
・
男
の
苦
心
、
八
.
神

仏
の
加
護
、
九
・
再
会
〈
結
婚
〉
、
十
・
賞
罰
・
応
報
の
十
項
目
を
取
り

出
し
て
対
照
し
て
い
る
が
〔
市
古
貞
次
『
中
陛
小
説
の
研
究
』
〈
東
京
大

学
出
版
会
、
一
九
五
五
)
一

O
O頁
〕
、
日
向
が
そ
れ
を
こ
の
よ
う
に
さ

ら
に
単
純
化
さ
せ
て
い
る
。

(
同
)
さ
よ
ふ
く
る
ほ
ど
に
、
牽
の
を
と
の
出
来
た
れ
ば
、
く
し
の
箱
と
御
こ
と

ば
か
り
ぞ
持
ち
給
へ
る
。
〈
九
四
頁
)

(
凶
)
注
(
児
)
参
照
。

(
初
)
テ
キ
ス
ト
、
一
一
九
頁
、
注
〈
1
)
。

(
幻
)
聞
き
た
ま
へ
ば
、
端
近
・
つ
な
が
め
た
ま
ふ
な
る
べ
し
、
秋
の
月
に
ま
ど
は

れ
し
等
の
琴
掻
き
鳴
ら
さ
れ
た
る
、
所
が
ら
に
や
、
我
も
そ
ぞ
ろ
に
浮
き

た
ち
ぬ
ば
か
り
、
聞
こ
ゆ
な
り
(
テ
キ
ス
ト
、
巻
二
、
二

O
九
1
二一

O

頁
)

0

テ
キ
ス
ト
の
現
代
語
訳
は
、
「
か
つ
て
秋
の
月
の
夜
思
わ
ず
心
を
奪

わ
れ
た
あ
の
等
の
琴
を
掻
き
鳴
ら
し
て
お
ら
れ
る
の
が
、
:
・
」
で
あ
る
。

こ
の
本
文
に
関
し
て
、
『
寝
覚
物
語
全
釈
』
(
関
根
慶
子
・
小
松
登
美
共
著
、

学
燈
社
、
一
九
六

O
)
で
は
、
「
い
つ
ぞ
や
秋
の
月
夜
に
自
分
が
夢
中
に

な
っ
て
し
ま
っ
た
あ
の
等
の
琴
が
獄
き
な
ら
さ
れ
て
い
て
」
と
現
代
語
訳

を
し
て
、
「
校
注
に
は
、
大
納
言
が
中
の
君
を
始
め
て
垣
間
見
た
晩
の
こ

と
に
し
て
い
る
が
、
季
節
が
合
わ
な
い
し
、
助
動
詞
「
き
」
の
用
法
か
ら

も
首
肯
し
難
い
」
と
注
を
つ
け
て
い
る
(
上
、
三
二
二
頁
)
。
ち
な
み
に

二
人
が
出
逢
っ
た
の
は
、
去
年
の
七
月
十
六
日
で
あ
る
。
と
り
あ
え
ず
、

こ
こ
で
は
、
テ
キ
ス
ト
と
全
釈
の
現
代
語
訳
に
従
い
、
男
君
が
、
中
の
君

の
等
の
琴
の
演
奏
を
耳
に
し
な
が
ら
二
人
の
出
逢
い
の
日
聞
い
た
、
中
の

君
の
筆
の
琴
を
思
い
浮
か
べ
て
い
る
こ
と
に
し
て
お
く
。

(
詑
)
注
(
日
〉
の
坂
本
説
参
照
。

(
お
)
『
無
名
草
子
』
の
引
用
は
、
『
松
浦
宮
物
語
・
無
名
草
子
』
(
久
保
木
哲
夫

他
校
注
、
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
初
、
小
学
館
、
一
九
九
九
)
に
よ
り
、

頁
数
を
示
す
。

(
川
副
)
横
井
孝
『
女
の
物
語
の
な
が
れ
|
|
古
代
後
期
小
説
史
論
l
|
』
』
(
加
藤

中
道
館
、
一
九
八
四
)
、
二

1
三
O
頁。

(
お
)
『
無
名
草
子
』
は
、
「
す
べ
て
、
中
の
上
は
い
み
じ
き
心
上
衆
と
こ
そ
も
の

す
め
れ
。
わ
り
な
く
人
の
惑
ふ
折
は
、
い
み
じ
く
あ
や
に
く
だ
ち
、
心
強

く
、
ま
た
、
思
ひ
絶
え
む
と
す
れ
ば
、
あ
は
れ
を
見
せ
む
と
し
た
め
る
を
」

(
二
三

O
頁
)
と
、
中
の
君
を
評
し
て
い
る
。
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