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『
源
氏
物
語
』
の
落
葉
宮

│
│
死
者
と
の
一
体
化
願
望
│
│

塩
　
見
　
　
　
優

﹇
キ
ー
ワ
ー
ド
：
①
源
氏
物
語
　
②
落
葉
宮
　
③
一
条
御
息
所
　
④
死
　
⑤
母
娘
﹈

は
じ
め
に

　
落
葉
宮
に
つ
い
て
の
研
究
は
、
夕
霧
と
の
関
係
に
注
目
し
た
も
の
や
、
皇
女
と
い
う
存
在
で
あ
る
こ
と
に
注
目
し
た
も
の
が
多

い
。
ま
た
、
母
、
一
条
御
息
所
と
の
関
係
を
論
じ
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
。

　
こ
の
二
人
の
母
娘
関
係
に
つ
い
て
鈴
木
裕
子
は
、
娘
の
人
生
を
管
理
し
、「
所
有
」
し
よ
う
と
す
る
母
で
あ
る
と
し
、
身
分
の

低
い
一
条
御
息
所
は
皇
女
と
し
て
の
聖
性
を
持
つ
娘
の
人
生
を
我
が
人
生
と
し
て
生
き
直
そ
う
と
し
た
の
で
は
な
い
か
と
す
る）

1
（

。

ま
た
、
大
軒
史
子
は
一
条
御
息
所
と
落
葉
宮
と
の
間
に
隠
し
事
が
な
い
こ
と
の
異
常
性
を
指
摘
し
て
い
る）

2
（

。
様
々
な
方
向
か
ら
論

じ
ら
れ
る
母
娘
関
係
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
論
は
主
に
生
き
て
い
る
一
条
御
息
所
と
落
葉
宮
の
関
係
に
つ
い
て
論
じ
ら
れ
る
こ
と

が
多
く
、
死
後
の
一
条
御
息
所
と
落
葉
宮
の
関
係
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
も
の
は
多
く
は
な
い
。
こ
の
死
後
の
母
娘
関
係
も
重
要
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な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
一
方
、
一
条
御
息
所
の
死
に
つ
い
て
は
、
金
賢
貞
が
「
物
の
怪
」
の
存
在
と
結
び
つ
け
、
人
の
心
が
生
み
出
す
物
の
怪
を
筆
者
、

紫
式
部
が
読
者
に
示
す
た
め
に
描
い
た
と
位
置
付
け
る）

3
（

。
だ
が
、
こ
れ
は
「
物
の
怪
」
に
注
目
し
た
も
の
で
あ
り
、
一
条
御
息
所

の
死
後
の
母
娘
関
係
に
目
を
向
け
た
も
の
で
は
な
い
。

　
夕
霧
巻
は
そ
の
大
半
を
使
用
し
、
一
条
御
息
所
の
葬
送
、
法
事
、
そ
し
て
残
さ
れ
た
落
葉
宮
の
悲
し
み
を
描
い
て
い
る
。
も
ち

ろ
ん
物
語
の
大
筋
は
夕
霧
と
の
恋
物
語
で
あ
る
た
め
、
夕
霧
と
落
葉
宮
の
関
係
性
が
重
要
だ
と
も
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
そ

の
き
っ
か
け
と
な
る
の
は
柏
木
の
死
で
あ
り
、
母
一
条
御
息
所
の
死
で
あ
る
。
小
池
清
治
は
、
柏
木
の
死
と
母
一
条
御
息
所
の
死

が
夕
霧
と
落
葉
宮
の
物
語
を
動
か
す
原
動
力
と
な
っ
て
い
る
と
し
、『
源
氏
物
語
』
に
お
け
る
「
死
」
に
よ
る
物
語
の
展
開
を
指

摘
す
る）

4
（

。
物
語
の
背
後
に
常
に
潜
み
続
け
る
母
の
死
、
そ
し
て
そ
れ
を
見
つ
め
る
娘
落
葉
宮
、
そ
の
両
者
の
関
係
を
考
え
ず
し
て
、

一
条
御
息
所
の
死
を
考
え
る
こ
と
は
不
可
能
だ
と
思
わ
れ
る
。

　
本
論
文
で
は
、
一
条
御
息
所
の
死
に
関
わ
る
用
語
、
落
葉
宮
の
心
情
に
つ
い
て
分
析
を
し
て
い
き
た
い
。『
源
氏
物
語
』
は
葵

上
、
紫
上
な
ど
と
い
っ
た
夫
婦
関
係
に
あ
る
人
物
の
死
に
注
目
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、
そ
の
一
方
で
桐
壺
更
衣
と
光
源
氏
、
桐

壺
更
衣
と
母
北
の
方
、
八
宮
と
宇
治
の
姉
妹
と
親
子
間
で
の
死
も
多
く
描
か
れ
て
い
る
。『
源
氏
物
語
』
が
描
く
親
子
の
死
を
考

え
る
た
め
の
一
視
点
と
し
て
こ
の
論
を
位
置
付
け
た
い
。

一
　
一
条
御
息
所
の
死

　
落
葉
宮
の
母
、
一
条
御
息
所
は
、
夕
霧
と
落
葉
宮
が
恋
仲
に
あ
る
か
も
し
れ
な
い
こ
と
を
悲
嘆
し
、
人
々
か
ら
娘
が
好
奇
の
目



149

『源氏物語』の落葉宮─死者との一体化願望（塩見優）

で
見
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
こ
と
を
悩
み
な
が
ら
亡
く
な
っ
て
い
く
。
こ
の
母
娘
は
、
一
条
御
息
所
の
死
後
、
語
り
手
に
「
親
と

聞
こ
ゆ
と
も
、
い
と
か
く
は
な
ら
は
す
ま
じ
き
も
の
な
り
け
り
」（
夕
霧
④
四
四
三
）
と
語
ら
れ
る
ほ
ど
仲
が
良
か
っ
た
。
そ
の

た
め
、
落
葉
宮
の
母
死
後
に
お
け
る
悲
し
み
は
深
い
。
ま
ず
、
一
条
御
息
所
の
臨
終
場
面
を
確
認
し
た
い
。

宮
は
後
れ
じ
と
思
し
入
り
て
、
つ
と
添
ひ
臥
し
た
ま
へ
り
。
人
々
参
り
て
、「
今
は
言
ふ
か
ひ
な
し
。
い
と
か
う
思
す
と
も
、

限
り
あ
る
道
は
帰
り
お
は
す
べ
き
こ
と
に
も
あ
ら
ず
。
慕
ひ
き
こ
え
た
ま
ふ
と
も
、
い
か
で
か
御
心
に
は
か
な
ふ
べ
き
」
と
、

さ
ら
な
く
こ
と
わ
り
を
聞
こ
え
て
、「
い
と
ゆ
ゆ
し
う
。
亡
き
御
た
め
に
も
罪
深
き
わ
ざ
な
り
。
今
は
避
ら
せ
た
ま
へ
」
と

引
き
動
か
い
た
て
ま
つ
れ
ど
、
す
く
み
た
る
や
う
に
て
、
も
の
も
お
ぼ
え
た
ま
は
ず
。
修
法
の
壇
こ
ぼ
ち
て
ほ
ろ
ほ
ろ
と
出

づ
る
に
、
さ
る
べ
き
か
ぎ
り
か
た
へ
こ
そ
立
ち
と
ま
れ
、
今
は
限
り
の
さ
ま
い
と
悲
し
う
心
細
し
。 

（
夕
霧
④
四
三
八
）

　
死
者
一
条
御
息
所
に
「
後
れ
じ
」
と
落
葉
宮
は
「
つ
と
添
ひ
臥
す
」
の
で
あ
っ
た
。「
つ
と
」
と
い
う
語
を
考
え
れ
ば
、
お
そ

ら
く
ぴ
っ
た
り
と
横
に
く
っ
つ
く
よ
う
に
添
い
臥
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
様
子
は
女
房
た
ち
に
は
「
ゆ
ゆ
し
」
き
も
の
と
見
な

さ
れ
、
必
死
に
落
葉
宮
を
引
き
離
そ
う
と
す
る
。
加
持
の
た
め
に
作
ら
れ
た
修
法
の
壇
も
壊
さ
れ
、
落
葉
宮
は
「
い
と
悲
し
う
心

細
し
」
と
思
う
の
で
あ
っ
た
。

　『
源
氏
物
語
』
の
死
の
場
面
に
、「
後
れ
」
と
い
う
表
現
は
多
く
確
認
で
き
る
。
例
え
ば
、
尼
君
が
亡
く
な
っ
た
後
の
若
紫
の
こ

と
を
思
い
、「
幼
き
ほ
ど
に
恋
ひ
や
す
ら
む
、
故
御
息
所
に
後
れ
た
て
ま
つ
り
し
な
ど
、
は
か
ば
か
し
か
ら
ね
ど
思
ひ
出
で
て
」

（
若
紫
①
二
四
〇
）
と
光
源
氏
が
母
を
亡
く
し
た
時
の
心
情
を
回
想
す
る
場
面
で
使
用
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
他
に
も
空
蟬
が
夫
に

先
立
た
れ
た
こ
と
を
表
現
す
る
の
に
「
こ
の
人
に
さ
へ
後
れ
て
」（
関
屋
②
三
六
三
）
と
あ
り
、
柏
木
の
死
に
つ
い
て
も
「
後
れ

た
て
ま
つ
り
て
は
」（
柏
木
④
三
一
二
〜
三
一
三
）
な
ど
と
恋
人
や
親
な
ど
が
死
に
、
残
さ
れ
た
状
況
を
示
す
語
と
し
て
使
用
さ

れ
て
い
る
。

、 
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し
か
し
、
今
回
の
よ
う
に
「
後
れ
じ
」
と
い
う
語
に
な
る
と
た
だ
先
立
た
れ
た
状
況
を
示
す
だ
け
の
も
の
で
は
な
い
よ
う
で
あ

る
。『
源
氏
物
語
』
中
に
「
後
れ
じ
」
の
用
例
は
わ
ず
か
四
例
し
か
な
い
。
そ
の
例
を
以
下
に
羅
列
し
よ
う
。

①
我
も
後
れ
じ
と
ま
ど
ひ
は
べ
り
て
、
今
朝
は
谷
に
落
ち
入
り
ぬ
と
な
ん
見
た
ま
へ
つ
る
　
　
　 

（
夕
顔
①
一
七
六
）

②
宮
は
後
れ
じ
と
思
し
入
り
て
、
つ
と
添
ひ
臥
し
た
ま
へ
り
。　
　
　 

（
夕
霧
④
四
三
八
・
再
掲
）

③
い
か
で
か
は
後
れ
じ
と
泣
き
沈
み
た
ま
へ
ど
、
限
り
あ
る
道
な
り
け
れ
ば
、
何
の
か
ひ
な
し
。　
　
　 

（
椎
本
⑤
一
八
九
）

④
限
り
と
見
た
て
ま
つ
り
た
ま
ひ
て
、
中
の
宮
の
、
後
れ
じ
と
思
ひ
ま
ど
ひ
た
ま
へ
る
さ
ま
も
こ
と
わ
り
な
り
。　
　
　

 

（
総
角
⑤
三
二
八
）

　
①
は
夕
顔
付
き
の
女
房
、
②
は
今
回
の
落
葉
宮
の
例
で
あ
る
。
③
④
は
宇
治
十
帖
の
用
例
で
あ
り
、
③
は
八
宮
に
先
立
た
れ
た

宇
治
姉
妹
、
④
は
大
君
に
先
立
た
れ
た
中
君
の
例
で
あ
る
。
動
詞
「
後
れ
」
に
打
ち
消
し
の
助
動
詞
「
じ
」
が
接
続
し
た
「
後
れ

じ
」
は
死
者
に
「
後
れ
な
い
」
と
い
う
強
い
決
意
を
示
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
①
は
「
今
朝
は
谷
に
落
ち
入
り
ぬ
」
と
今
に
も

自
殺
し
そ
う
な
様
が
描
か
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
②
は
「
添
ひ
臥
し
」
て
い
る
だ
け
で
あ
る
が
、
こ
の
直
後
に
女
房
が
「
ゆ
ゆ

し
」
と
無
理
や
り
引
き
離
し
て
い
る
た
め
自
殺
し
か
ね
な
い
状
況
に
見
え
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
ま
た
③
④
に
つ
い
て
は
、「
泣

き
沈
み
」、「
思
ひ
ま
ど
ひ
」
と
悲
し
み
に
暮
れ
て
い
る
様
だ
け
が
描
か
れ
て
い
る
。
④
は
こ
の
直
後
に
「
あ
る
に
も
あ
ら
ず
見
え

た
ま
ふ
を
、
例
の
、
さ
か
し
き
女
ば
ら
、
今
は
い
と
ゆ
ゆ
し
き
こ
と
と
ひ
き
さ
け
た
て
ま
つ
る
」（
総
角
⑤
三
二
八
）
と
落
葉
宮

同
様
に
無
理
や
り
死
者
か
ら
引
き
離
さ
れ
て
い
る
様
が
描
か
れ
る
。
そ
の
点
で
は
、
場
面
描
写
は
落
葉
宮
と
似
て
い
る
と
も
い
え

よ
う
。

　
こ
の
「
後
れ
じ
」
と
い
う
表
現
の
確
認
で
重
要
な
こ
と
は
、
①
の
例
に
見
え
る
よ
う
に
、
自
殺
を
し
そ
う
な
ほ
ど
の
悲
し
み
を

表
現
す
る
こ
と
、
ま
た
周
囲
の
目
か
ら
は
「
ゆ
ゆ
し
」
と
避
け
る
べ
き
事
態
で
あ
る
と
認
識
さ
れ
る
こ
と
だ
。
た
だ
悲
し
む
の
で
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は
な
く
、
自
ら
も
死
者
に
な
ろ
う
と
す
る
よ
う
な
、
そ
ん
な
生
者
の
意
志
が
透
け
て
見
え
る
表
現
な
の
で
あ
る
。
そ
の
自
ら
も
死

者
に
な
ろ
う
と
す
る
姿
勢
が
落
葉
宮
の
「
添
ひ
臥
す
」
と
い
う
行
動
に
表
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
先
に
確
認
し
た
④

の
中
君
の
用
例
と
落
葉
宮
の
用
例
は
ほ
と
ん
ど
の
行
動
、
心
情
が
重
な
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
中
君
は
女
房
に
連
れ
ら
れ
て
す
ぐ

に
退
室
し
て
し
ま
う
。
描
写
の
大
半
が
重
な
る
両
者
で
あ
る
が
、
落
葉
宮
の
「
添
ひ
臥
す
」
と
い
う
行
動
は
中
君
に
は
見
え
な
い
。

も
し
か
し
た
ら
、「
添
ひ
臥
」
そ
う
と
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
女
房
に
よ
り
阻
止
さ
れ
、
実
行
に
移
せ
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。

落
葉
宮
だ
け
が
行
う
「
添
ひ
臥
す
」
行
為
、
そ
れ
は
彼
女
の
死
に
対
す
る
特
殊
な
姿
勢
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
。
続
い
て
、「
添

ひ
臥
す
」
と
い
う
語
に
つ
い
て
確
認
し
て
お
こ
う
。

　『
源
氏
物
語
』
に
「
添
ひ
臥
す
」
の
用
例
は
『
源
氏
物
語
』
中
二
十
三
例
あ
る
。
だ
が
、
ほ
と
ん
ど
が
「
物
」
に
寄
り
掛
か
る

用
例
で
あ
り
、
人
に
寄
り
添
う
用
例
は
八
例
し
か
な
い
。
以
下
、
そ
の
用
例
で
あ
る
。

①
ま
づ
、
こ
の
人
い
か
に
な
り
ぬ
る
ぞ
と
思
ほ
す
心
騒
ぎ
に
、
身
の
上
も
知
ら
れ
た
ま
は
ず
添
ひ
臥
し
て
、「
や
や
」
と
お
ど
ろ

か
し
た
ま
へ
ど
、　
　
　 

（
夕
顔
①
一
六
七
）

②
御
琴
を
枕
に
て
、
も
ろ
と
も
に
添
ひ
臥
し
た
ま
へ
り
。　
　
　 

（
篝
火
③
二
五
六
）

③
宮
は
後
れ
じ
と
思
し
入
り
て
、
つ
と
添
ひ
臥
し
た
ま
へ
り
。　
　
　 

（
夕
霧
④
四
三
八
・
再
掲
）

④
御
か
た
は
ら
な
る
短
き
几
帳
を
、
仏
の
御
方
に
さ
し
隔
て
て
、
か
り
そ
め
に
添
ひ
臥
し
た
ま
へ
り
。　
　
　 

（
総
角
⑤
二
三
六
）

⑤
な
ご
り
い
と
な
や
ま
し
け
れ
ば
、
中
の
宮
の
臥
し
た
ま
へ
る
奥
の
方
に
添
ひ
臥
し
た
ま
ふ
。　
　
　 

（
総
角
⑤
二
四
一
）

⑥
も
の
も
言
は
で
、
い
と
ど
引
き
入
り
た
ま
へ
ば
、
そ
れ
に
つ
き
て
い
と
馴
れ
顔
に
、
半
ら
は
内
に
入
り
て
添
ひ
臥
し
た
ま
へ
り
。

　
　
　 

（
宿
木
⑤
四
二
七
）

⑦
袿
姿
な
る
男
の
、
い
と
か
う
ば
し
く
て
添
ひ
臥
し
た
ま
へ
る
を
、
例
の
け
し
か
ら
ぬ
御
さ
ま
と
思
ひ
よ
り
に
け
り
。　
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（
東
屋
⑥
六
三
）

⑧
い
と
を
か
し
げ
な
る
男
女
も
ろ
と
も
に
添
ひ
臥
し
た
る
絵
を
描
き
た
ま
ひ
て
、「
常
に
か
く
て
あ
ら
ば
や
」
な
ど
の
た
ま
ふ
も
、

涙
落
ち
ぬ
。　
　
　 

（
浮
舟
⑥
一
三
二
〜
一
三
三
）

　
以
上
で
あ
る
。
今
回
問
題
と
し
て
い
る
落
葉
宮
を
除
く
七
例
は
ど
れ
も
男
と
女
が
寄
り
添
う
例
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
①
の

気
絶
し
た
夕
顔
に
寄
り
添
う
光
源
氏
の
用
例
を
除
け
ば
ど
れ
も
男
女
の
恋
の
駆
け
引
き
の
場
で
使
用
さ
れ
、
臨
終
の
場
に
使
用
さ

れ
て
い
る
例
は
見
当
た
ら
な
い）

5
（

。
恋
人
同
士
で
は
な
く
、
親
子
間
で
、
男
女
間
で
は
な
い
用
例
は
『
源
氏
物
語
』
中
に
こ
の
一
例

し
か
な
い
と
い
う
こ
と
は
注
目
せ
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
も
、
死
者
に
「
添
ひ
臥
す
」
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
生
者
同
士
の

「
添
ひ
臥
す
」
と
は
明
ら
か
に
異
な
る
意
味
合
い
を
持
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
他
作
品
を
確
認
し
て
も
、『
今
昔
物
語

集
』
な
ど
で
死
者
に
生
者
が
「
臥
す
」
例
が
確
認
で
き
る
。
こ
れ
は
、「
抱
き
臥
す
」
と
い
う
語
で
語
ら
れ
、
男
が
女
に
「
添
ひ

臥
す
」
例
で
あ
る）

6
（

。
女
が
女
の
死
者
に
、
し
か
も
母
娘
間
で
「
添
ひ
臥
す
」
例
は
確
認
で
き
な
い
。

　
一
条
御
息
所
の
臨
終
場
面
は
そ
う
長
く
は
描
か
れ
な
い
。
し
か
し
、「
後
れ
じ
」
と
い
う
語
、「
添
ひ
臥
す
」
と
い
う
語
、
共
に

特
異
な
使
用
が
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
『
源
氏
物
語
』
中
の
用
例
を
確
認
し
た
だ
け
で
も
わ
か
る
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
特

異
な
表
現
を
使
用
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
類
似
場
面
が
あ
ま
り
な
い
た
め
、
他
の
用
例
と
の
比
較
の
中
で
そ
の
意
味
を
見
出
す
こ

と
は
難
し
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
た
め
、
落
葉
宮
の
心
情
を
確
認
し
て
い
く
こ
と
と
す
る
。

二
　
母
と
娘

　
母
一
条
御
息
所
と
落
葉
宮
と
の
母
娘
関
係
に
つ
い
て
は
、
多
く
の
先
行
研
究
が
あ
る
が
、
も
う
一
度
こ
の
母
娘
関
係
に
つ
い
て
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確
認
し
て
お
く
。

　
夕
霧
巻
前
半
に
お
い
て
、
一
条
御
息
所
は
療
養
の
た
め
に
小
野
へ
行
く
こ
と
と
な
る
。

御
物
の
怪
む
つ
か
し
と
て
、
と
ど
め
た
て
ま
つ
り
た
ま
ひ
け
れ
ど
、
い
か
で
か
離
れ
た
て
ま
つ
ら
ん
と
慕
ひ
わ
た
り
た
ま
へ

る
を
、
人
に
移
り
散
る
を
怖
ぢ
て
、
す
こ
し
の
隔
て
ば
か
り
に
、
あ
な
た
に
は
渡
し
た
て
ま
つ
り
た
ま
は
ず
。　
　
　

 

（
夕
霧
④
三
九
八
〜
三
九
九
）

　
一
条
御
息
所
は
、「
御
物
の
怪
」
が
落
葉
宮
に
憑
く
こ
と
を
恐
れ
、
京
に
残
る
よ
う
に
伝
え
る
。
し
か
し
、「
い
か
で
か
離
れ
た

て
ま
つ
ら
ん
と
慕
」
っ
て
、
落
葉
宮
は
母
を
追
っ
て
小
野
へ
行
く
の
で
あ
っ
た
。
二
人
は
小
野
で
、
間
に
「
す
こ
し
の
隔
て
」
を

置
き
、「
あ
な
た
に
は
渡
し
た
て
ま
つ
り
た
ま
は
ず
」
と
、
一
条
御
息
所
は
娘
が
自
分
に
近
付
く
こ
と
を
許
さ
な
い
。
し
か
し
、

落
葉
宮
は
そ
の
心
配
の
言
葉
に
耳
を
傾
け
な
い
。
彼
女
に
と
っ
て
は
、
物
の
怪
に
憑
か
れ
病
に
か
か
る
こ
と
よ
り
も
、
母
と
離
れ

る
こ
と
の
方
が
恐
ろ
し
い
こ
と
な
の
で
あ
る
。
そ
の
他
に
も
、
一
条
御
息
所
の
死
後
、「
故
上
お
は
せ
ま
し
か
ば
、
い
か
に
心
づ

き
な
し
と
思
し
な
が
ら
も
罪
を
隠
い
た
ま
は
ま
し
と
思
ひ
出
で
た
ま
ふ
に
」（
夕
霧
④
四
八
七
）
と
、
亡
き
母
が
い
た
ら
自
分
を

か
ば
っ
て
く
れ
た
の
に
と
思
い
涙
を
流
す
場
面
も
あ
る
。
一
緒
に
い
た
い
と
い
う
思
い
、
母
が
居
て
く
れ
た
ら
と
い
う
回
想
、
こ

れ
ら
を
通
し
落
葉
宮
の
母
へ
の
強
い
依
存
を
読
み
解
く
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
ま
た
、「
親
子
の
御
仲
と
聞
こ
ゆ
る
中
に
も
、
つ
ゆ
隔
て
ず
ぞ
思
ひ
か
は
し
た
ま
へ
る
」（
夕
霧
④
四
一
四
）
と
何
で
も
話
を
す

る
仲
で
あ
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
、「
よ
そ
の
人
は
漏
り
聞
け
ど
も
親
に
隠
す
た
ぐ
ひ
こ
そ
は
昔
の
物
語
に
も
あ
め
れ
ど
、
さ
は
た

思
さ
れ
ず
」（
夕
霧
④
四
一
四
）
と
落
葉
宮
自
身
が
一
条
御
息
所
と
の
間
に
隠
し
事
は
一
切
し
な
い
と
思
っ
て
い
る
こ
と
が
語
ら

れ
る）

7
（

。
し
か
も
、
一
条
御
息
所
も
「『
か
か
る
こ
と
な
む
聞
き
つ
る
、
い
か
な
り
し
こ
と
ぞ
。
な
ど
か
お
の
れ
に
は
、
さ
な
ん
、

か
く
な
む
と
は
聞
か
せ
た
ま
は
ざ
り
け
る
。
さ
し
も
あ
ら
じ
と
思
ひ
な
が
ら
』
と
の
た
ま
へ
ば
」（
夕
霧
④
四
一
九
）
と
落
葉
宮
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は
自
分
に
隠
し
事
は
し
な
い
だ
ろ
う
と
考
え
て
い
る
。
二
人
の
間
に
は
何
一
つ
隠
し
事
が
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
二
人
は
常
に

同
じ
考
え
、
同
じ
記
憶
を
共
有
し
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
鈴
木
裕
子
は
娘
の
意
志
を
他
者
に
表
現
す
る
代
弁
者
と
し
て

の
母
の
存
在
を
指
摘
す
る）

8
（

。
い
つ
し
か
母
娘
の
思
い
は
共
有
さ
れ
、
同
一
人
物
で
あ
る
か
の
よ
う
に
人
生
を
歩
ん
で
い
た
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
思
い
は
次
の
場
面
か
ら
読
み
解
く
こ
と
が
で
き
る
。

「
み
づ
か
ら
聞
こ
え
た
ま
は
ざ
め
る
か
た
は
ら
い
た
さ
に
代
は
り
は
べ
る
べ
き
を
、
い
と
恐
し
き
ま
で
も
の
し
た
ま
ふ
め
り

し
を
見
あ
つ
か
ひ
は
べ
り
し
ほ
ど
に
、
い
と
ど
あ
る
か
な
き
か
の
心
地
に
な
り
て
な
ん
、
え
聞
こ
え
ぬ
」
と
あ
れ
ば
　
　
　

 

（
夕
霧
④
四
〇
一
）

　
夕
霧
が
小
野
に
会
い
に
来
た
時
、
そ
の
面
会
を
拒
絶
す
る
落
葉
宮
の
返
答
で
あ
る
。
病
に
苦
し
む
母
一
条
御
息
所
を
介
抱
し
て

い
た
自
分
自
身
も
体
調
が
悪
く
な
っ
た
と
夕
霧
に
話
す
。
こ
れ
に
対
し
夕
霧
は
「
心
苦
し
き
御
な
や
み
を
、
身
に
代
ふ
ば
か
り
嘆

き
き
こ
え
さ
せ
は
べ
る
も
、
何
の
ゆ
ゑ
に
か
」（
夕
霧
④
四
〇
一
）
と
疑
問
を
投
げ
か
け
る
。
こ
の
際
に
使
用
さ
れ
る
「
身
に
代

ふ
」
と
い
う
表
現
は
注
目
し
て
も
良
い
で
あ
ろ
う
。
母
の
苦
し
み
を
自
分
の
こ
と
の
よ
う
に
受
け
止
め
る
、
そ
ん
な
落
葉
宮
の
姿

が
見
え
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
落
葉
宮
の
言
葉
は
夕
霧
に
直
接
会
わ
な
い
た
め
の
言
い
訳
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
言
い
訳
に
母
と

同
じ
身
体
苦
痛
の
共
有
、
つ
ま
り
一
体
化
し
た
苦
し
み
を
利
用
す
る
意
味
を
考
え
ね
ば
な
る
ま
い）

9
（

。

　
夕
霧
へ
の
対
面
は
「
例
の
、
御
息
所
対
面
し
た
ま
ひ
て
」（
横
笛
④
三
五
二
）
と
常
に
一
条
御
息
所
が
行
っ
て
き
た
。
そ
れ
が

病
に
よ
り
叶
わ
な
く
な
り
、
落
葉
宮
が
対
応
す
る
こ
と
と
な
る
。
落
葉
宮
は
「
年
ご
ろ
も
む
げ
に
見
知
り
た
ま
は
ぬ
に
は
あ
ら
ね

ど
、
知
ら
ぬ
顔
に
の
み
も
て
な
し
た
ま
へ
る
」（
夕
霧
④
四
〇
三
）
と
、
夕
霧
の
思
慕
の
情
を
う
す
う
す
勘
付
き
な
が
ら
も
知
ら

ぬ
ふ
り
を
し
て
い
た
。
そ
れ
が
二
人
で
対
面
す
る
と
な
る
と
、
そ
の
思
慕
の
情
を
訴
え
ら
れ
る
可
能
性
が
あ
る
。
そ
れ
を
防
ぐ
た

め
の
手
段
が
、
母
の
「
身
に
代
ふ
」
こ
と
だ
っ
た
。
先
に
確
認
し
た
よ
う
に
、
落
葉
宮
は
母
に
庇
護
さ
れ
、
依
存
し
生
き
て
き
た
。
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そ
の
守
っ
て
く
れ
る
母
が
消
え
た
今
、
自
分
で
我
が
身
を
守
る
術
が
彼
女
に
は
わ
か
ら
ず
、
自
ら
が
母
と
一
体
化
す
る
こ
と
で
自

分
を
守
ろ
う
と
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
彼
女
の
母
と
の
一
体
化
は
次
の
よ
う
な
形
で
確
認
で
き
る
。

宮
を
ば
、「
な
ほ
渡
ら
せ
た
ま
ひ
ね
」
と
、
人
々
聞
こ
ゆ
れ
ど
、
御
身
の
う
き
ま
ま
に
、
後
れ
き
こ
え
じ
と
思
せ
ば
、
つ
と

添
ひ
た
ま
へ
り
。　
　
　 

（
夕
霧
④
四
二
六
）

　
落
葉
宮
は
自
ら
の
身
の
上
の
情
け
な
さ
を
思
い
、
一
人
残
さ
れ
る
の
は
嫌
で
あ
る
と
思
い
、
病
に
苦
し
む
一
条
御
息
所
に
「
つ

と
添
」
う
の
で
あ
る
。
一
条
御
息
所
の
病
は
重
く
、
死
を
も
覚
悟
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
状
況
で
あ
る
。
こ
の
母
に
「
後
れ
き
こ
え
じ
」

と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、
彼
女
は
ま
さ
に
「
死
」
を
願
っ
て
い
た
と
い
え
よ
う
。
母
と
同
じ
よ
う
に
、
自
ら
も
死
に
た
い
と
い
う

願
望
が
見
え
る
。

　
ま
た
、
こ
の
場
面
は
一
条
御
息
所
の
臨
終
場
面
と
重
な
っ
て
く
る
。
再
掲
と
な
る
が
、
こ
こ
に
引
用
し
よ
う
。

宮
は
後
れ
じ
と
思
し
入
り
て
、
つ
と
添
ひ
臥
し
た
ま
へ
り
。
人
々
参
り
て
、「
今
は
言
ふ
か
ひ
な
し
。
い
と
か
う
思
す
と
も
、

限
り
あ
る
道
は
帰
り
お
は
す
べ
き
こ
と
に
も
あ
ら
ず
。
慕
ひ
き
こ
え
た
ま
ふ
と
も
、
い
か
で
か
御
心
に
は
か
な
ふ
べ
き
」
と
、

さ
ら
な
く
こ
と
わ
り
を
聞
こ
え
て
、「
い
と
ゆ
ゆ
し
う
。
亡
き
御
た
め
に
も
罪
深
き
わ
ざ
な
り
。
今
は
避
ら
せ
た
ま
へ
」
と

引
き
動
か
い
た
て
ま
つ
れ
ど
、
す
く
み
た
る
や
う
に
て
、
も
の
も
お
ぼ
え
た
ま
は
ず
。
修
法
の
壇
こ
ぼ
ち
て
ほ
ろ
ほ
ろ
と
出

づ
る
に
、
さ
る
べ
き
か
ぎ
り
か
た
へ
こ
そ
立
ち
と
ま
れ
、
今
は
限
り
の
さ
ま
い
と
悲
し
う
心
細
し
。 

（
夕
霧
④
四
三
八
）

　
母
に
「
後
れ
じ
」
と
「
思
」
う
こ
と
、「
つ
と
添
」
う
こ
と
、
周
囲
の
者
が
二
人
を
離
そ
う
と
し
て
い
る
こ
と
が
一
致
し
て
い

る
。
こ
の
二
つ
の
場
面
を
重
ね
て
考
え
る
な
ら
ば
、
落
葉
宮
が
死
後
の
母
に
「
添
ひ
臥
す
」
理
由
は
、
一
人
取
り
残
さ
れ
た
く
な

い
と
い
う
思
い
か
ら
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
危
篤
状
態
と
も
思
え
る
一
条
御
息
所
に
取
り
残
さ
れ
な
い
と
い
う
こ
と
は
母
と
同
じ

よ
う
に
死
ぬ
こ
と
を
意
味
す
る
。
最
初
は
「
添
ふ
」
だ
け
で
あ
っ
た
が
、
臨
終
後
に
は
「
添
ひ
臥
す
」
よ
う
に
な
る
。
母
と
同
じ

、 
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よ
う
に
横
た
わ
り
、
し
か
も
、
互
い
が
溶
け
合
い
混
ざ
り
合
え
る
か
の
よ
う
に
く
っ
つ
い
て
、
自
ら
も
死
ぬ
こ
と
を
望
む
の
で
あ

る
。
彼
女
の
心
に
あ
る
思
い
は
、
死
者
と
一
体
化
し
、
自
ら
も
死
ぬ
こ
と
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。

　
そ
の
思
い
を
汲
み
取
る
か
の
よ
う
に
、
一
条
御
息
所
の
死
後
、
落
葉
宮
は
小
少
将
の
口
か
ら
「
た
だ
今
は
、
亡
き
人
と
異
な
ら

ぬ
御
あ
り
さ
ま
に
て
な
む
」（
夕
霧
④
四
四
一
）
と
語
ら
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
悲
し
み
の
余
り
「
亡
き
人
」
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る

と
い
う
意
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
死
ん
だ
母
の
身
体
と
同
じ
よ
う
に
「
亡
き
人
」
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
と
も
解
釈
で
き
な
い
で
あ

ろ
う
か
。
こ
の
「
亡
き
人
と
異
な
ら
ぬ
御
あ
り
さ
ま
」
は
、「
聞
こ
え
や
る
べ
き
方
も
な
き
を
。
い
ま
す
こ
し
み
づ
か
ら
も
思
ひ

の
ど
め
、
ま
た
し
づ
ま
り
た
ま
ひ
な
む
に
参
り
来
む
」（
夕
霧
④
四
四
一
〜
四
四
二
）
と
夕
霧
を
遠
ざ
け
る
こ
と
に
成
功
す
る
。

言
い
訳
同
様
に
、
自
ら
の
身
を
守
る
た
め
の
手
段
と
し
て
、
母
と
一
体
化
す
る
こ
と
が
落
葉
宮
に
は
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

三
　
一
体
化
、
そ
し
て
崩
壊

　
だ
が
、
ど
ん
な
に
母
一
条
御
息
所
と
の
一
体
化
を
落
葉
宮
が
願
っ
て
も
そ
の
願
い
は
叶
う
こ
と
が
な
い
。「
骸か
ら

を
だ
に
し
ば
し

見
た
て
ま
つ
ら
む
と
て
、
宮
は
惜
し
み
き
こ
え
た
ま
ひ
け
れ
ど
」（
夕
霧
④
四
三
九
）
と
無
常
に
も
葬
送
の
準
備
は
整
え
ら
れ
、

火
葬
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
っ
た
。

な
ご
り
だ
に
な
く
あ
さ
ま
し
き
こ
と
と
、
宮
は
臥
し
ま
ろ
び
た
ま
へ
ど
か
ひ
な
し
。
親
と
聞
こ
ゆ
と
も
、
い
と
か
く
は
な
ら

は
す
ま
じ
き
も
の
な
り
け
り
。
見
た
て
ま
つ
る
人
々
も
、
こ
の
御
事
を
、
ま
た
、
ゆ
ゆ
し
う
嘆
き
き
こ
ゆ
。 （
夕
霧
④
四
四
三
）

　
火
葬
さ
れ
た
一
条
御
息
所
の
骸
は
跡
形
も
な
く
消
え
去
っ
た
。「
添
ひ
臥
」
し
て
い
た
骸
は
、
も
う
少
し
見
て
い
た
い
と
思
っ

た
骸
は
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
母
の
骸
に
「
添
ひ
臥
す
」
こ
と
で
一
体
化
し
よ
う
と
し
て
い
た
落
葉
宮
に
と
っ
て
、
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一
体
化
す
べ
き
対
象
が
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
も
い
え
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
、
落
葉
宮
は
別
の
物
の
中
に
母
を
見
出
そ

う
と
し
て
い
く
。

の
ぼ
り
に
し
峰
の
煙
に
た
ち
ま
じ
り
思
は
ぬ
か
た
に
な
び
か
ず
も
が
な
　
　
　 

（
夕
霧
④
四
六
三
〜
四
六
四
）

　
母
の
煙
と
「
た
ち
ま
じ
り
」
た
い
、
つ
ま
り
一
緒
に
な
り
た
い
と
思
う
の
で
あ
る
。
骸
が
な
く
な
っ
た
後
も
、
彼
女
は
母
へ
の

同
化
の
願
い
は
途
切
れ
る
こ
と
が
な
い
。
も
っ
と
も
、
こ
の
「
煙
」
を
死
者
に
見
立
て
、
慕
う
こ
と
は
哀
傷
歌
の
常
套
表
現
で
あ

り
、
他
の
場
面
で
も
確
認
が
で
き
る
。

限
り
あ
れ
ば
、
例
の
作
法
に
を
さ
め
た
て
ま
つ
る
を
、
母
北
の
方
、
同
じ
煙
に
の
ぼ
り
な
む
と
泣
き
こ
が
れ
た
ま
ひ
て
、
御

送
り
の
女
房
の
車
に
慕
ひ
乗
り
た
ま
ひ
て
　
　
　 

（
桐
壺
①
二
四
）

泣
き
ま
ど
ひ
て
、「
煙
に
た
ぐ
ひ
て
慕
ひ
参
り
な
ん
」
と
言
ふ
。　
　
　 

（
夕
顔
①
一
七
九
）

　
桐
壺
更
衣
の
母
北
の
方
と
夕
顔
付
き
の
右
近
の
言
葉
で
あ
る
。
共
に
同
じ
煙
に
な
っ
て
し
ま
い
た
い
、
と
い
う
残
さ
れ
た
生
者

の
悲
し
み
を
表
現
し
て
い
る
。
だ
が
、
そ
れ
は
決
し
て
叶
わ
な
い
願
い
で
あ
る
。「
泣
き
こ
が
れ
」
て
も
死
者
に
触
れ
る
こ
と
も

で
き
な
い
。
火
葬
さ
れ
た
「
骸
」
は
「
灰
」
と
な
り
、
も
う
人
の
形
を
し
て
い
な
い
。「
同
じ
煙
」
に
な
る
こ
と
を
願
い
な
が
ら

も
、
同
じ
に
な
れ
な
い
こ
と
を
強
く
感
じ
さ
せ
る
、
死
者
と
の
別
離
の
表
現
と
し
て
「
煙
」
が
あ
る
と
い
え
よ
う
。

　
だ
か
ら
こ
そ
、
同
じ
同
化
願
望
で
も
落
葉
宮
の
「
添
ひ
臥
す
」
と
い
う
行
為
は
ま
す
ま
す
異
常
性
を
帯
び
て
く
る
。
な
ぜ
、

『
源
氏
物
語
』
は
わ
ざ
わ
ざ
骸
に
「
添
ひ
臥
す
」
落
葉
宮
を
描
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
落
葉
宮
の
守
り
た
い
、
母
か
ら

庇
護
さ
れ
て
い
た
も
の
が
ま
さ
に
自
ら
の
「
身
体
」
だ
っ
た
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
時
が
過
ぎ
、
落
葉
宮
は
母
の
「
骸
」
と
一
体
化
す
る
こ
と
を
諦
め
、
同
じ
煙
に
な
り
た
い
と
願
い
始
め
る
。
先
に
確
認
し
た
よ

う
に
、
同
じ
煙
に
な
る
と
い
う
こ
と
は
死
者
と
の
別
離
を
意
味
す
る
。
そ
れ
に
呼
応
す
る
か
の
よ
う
に
、
物
語
は
「
亡
き
人
」
と
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の
一
体
化
は
全
く
意
味
を
な
さ
な
い
も
の
と
し
て
描
き
始
め
て
し
ま
う
。

「
御
心
ざ
し
ま
こ
と
に
長
う
思
さ
れ
ば
、
今
日
明
日
を
過
ぐ
し
て
聞
こ
え
さ
せ
た
ま
へ
。
な
か
な
か
た
ち
返
り
て
、
も
の
思

し
沈
み
て
、
亡
き
人
の
や
う
に
て
な
む
臥
さ
せ
た
ま
ひ
ぬ
る
。
こ
し
ら
へ
き
こ
ゆ
る
を
も
つ
ら
し
と
の
み
思
さ
れ
た
れ
ば
、

何
ご
と
も
身
の
た
め
こ
そ
は
べ
れ
、
い
と
わ
づ
ら
は
し
う
聞
こ
え
さ
せ
に
く
く
な
む
」
と
言
ふ
。（
中
略
）

か
く
心
強
け
れ
ど
、
今
は
せ
か
れ
た
ま
ふ
べ
き
な
ら
ね
ば
、
や
が
て
こ
の
人
を
ひ
き
立
て
て
、
推
し
は
か
り
に
入
り
た
ま
ふ
。

宮
は
い
と
心
憂
く
、
情
な
く
あ
は
つ
け
き
人
の
心
な
り
け
り
と
ね
た
く
つ
ら
け
れ
ば
、
若
々
し
き
や
う
に
は
言
ひ
騒
ぐ
と
も

と
思
し
て
、
塗
籠
に
御
座
一
つ
敷
か
せ
た
ま
て
、
内
よ
り
鎖
し
て
大
殿
籠
り
に
け
り
。　
　
　 

（
夕
霧
④
四
六
六
〜
四
六
七
）

　
一
条
の
邸
へ
移
り
住
ん
だ
後
、
落
葉
宮
は
以
前
同
様
に
「
亡
き
人
」
と
小
少
将
に
表
現
さ
れ
る
。
前
と
同
じ
よ
う
に
夕
霧
を
拒

絶
す
る
落
葉
宮
の
態
度
を
示
す
言
葉
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
は
拒
絶
の
言
葉
と
し
て
受
け
入
れ
ら
れ
ず
、「
推
し
は
か
り
に

入
り
た
ま
ふ
」
と
夕
霧
は
進
入
し
て
き
て
し
ま
う
。「
骸
」
と
一
体
化
し
て
い
た
時
は
守
ら
れ
て
い
た
身
体
は
、「
煙
」
を
求
め
る

今
、
も
う
母
に
よ
り
守
ら
れ
は
し
な
い
。
落
葉
宮
の
身
体
は
も
う
、
母
と
は
離
れ
、
自
ら
の
も
の
と
し
て
動
き
出
し
、
自
分
で
守

る
し
か
な
い
対
象
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　
そ
し
て
、
落
葉
宮
は
「
塗
籠
」
に
閉
じ
こ
も
る
こ
と
で
我
が
身
を
守
ろ
う
と
し
た
。
こ
の
「
塗
籠
」
と
い
う
場
も
ま
た
、
母
へ

繫
が
る
場
で
あ
っ
た
。

か
ば
か
り
に
な
り
ぬ
る
高
き
人
の
、
か
く
ま
で
も
す
ず
ろ
に
人
に
見
ゆ
る
や
う
は
あ
ら
じ
か
し
と
宿
世
う
く
思
し
屈
し
て
、

夕
つ
方
ぞ
、「
な
ほ
渡
ら
せ
た
ま
へ
」
と
あ
れ
ば
、
中
の
塗
籠
の
戸
開
け
あ
は
せ
て
渡
り
た
ま
へ
る
。 

（
夕
霧
④
四
二
二
）

　
夕
霧
と
落
葉
宮
の
噂
を
心
配
し
た
母
が
、
娘
を
自
分
の
元
へ
呼
ぶ
場
面
で
あ
る
。
落
葉
宮
は
「
中
の
塗
籠
の
戸
」
を
開
け
て
母

の
元
へ
向
か
っ
て
行
く
。
橋
本
ゆ
か
り
は
「
塗
籠
」
を
、「
落
葉
の
宮
が
母
の
胎
内
に
戻
る
通
路
で
あ
る
か
の
よ
う
に
使
わ
れ
る
」
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と
指
摘
す
る）

10
（

。
病
で
苦
し
み
な
が
ら
も
娘
を
心
配
す
る
母
、
噂
に
苦
し
む
娘
、
こ
の
二
人
を
結
ぶ
も
の
が
ま
さ
に
こ
の
「
塗
籠
」

だ
っ
た）

11
（

。

　
だ
か
ら
こ
そ
、「
亡
き
人
」
と
し
て
母
が
守
っ
て
く
れ
ず
、
自
ら
身
を
守
る
し
か
な
い
落
葉
宮
が
最
後
に
籠
も
っ
た
の
は
「
塗

籠
」
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
昔
母
の
元
へ
通
じ
た
「
塗
籠
」
に
閉
じ
こ
も
る
こ
と
で
、
彼
女
は
も
う
一
度
母
の
守
っ
て

く
れ
た
身
体
を
取
り
戻
し
、
過
去
へ
遡
る
こ
と
を
願
っ
た
。
母
の
力
で
自
分
を
守
っ
て
も
ら
お
う
と
、
そ
ん
な
願
い
を
か
け
て

「
内
よ
り
鎖
し
た
」
の
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
か
。

　
だ
が
、
こ
の
願
い
も
叶
わ
ず
、「
人
通
は
し
た
ま
ふ
塗
籠
の
北
の
口
よ
り
入
れ
た
て
ま
つ
り
て
け
り
」（
夕
霧
④
四
七
八
）
と
、

小
少
将
の
手
に
よ
っ
て
「
塗
籠
」
は
開
け
放
た
れ
た
。
も
う
落
葉
宮
を
守
っ
て
く
れ
る
母
は
い
な
い
。
た
だ
、「
単
衣
の
御
衣
を

御
髪
籠
め
ひ
き
く
く
み
て
、
た
け
き
こ
と
と
は
音
を
泣
き
た
ま
ふ
」（
夕
霧
④
四
七
九
）
と
、
涙
す
る
こ
と
し
か
で
き
な
か
っ
た
。

三
田
村
雅
子
は
男
へ
の
支
配
に
対
す
る
抵
抗
で
あ
り
、
自
ら
の
身
体
を
自
身
で
守
ろ
う
、
所
有
し
よ
う
と
す
る
心
理
を
表
す
し
ぐ

さ
で
あ
る
と
指
摘
す
る）

12
（

。
ま
さ
に
落
葉
宮
、
最
後
の
抵
抗
で
あ
っ
た
。

　
ま
た
、
彼
女
の
体
を
包
む
こ
の
髪
は
、
母
を
彷
彿
さ
せ
る
も
の
で
も
あ
る
。

こ
ち
渡
り
た
ま
う
し
時
、
御
心
地
の
苦
し
き
に
も
御
髪
か
き
撫
で
つ
く
ろ
ひ
、
下
ろ
し
た
て
ま
つ
り
た
ま
ひ
し
を
思
し
出
づ

る
に
目
も
霧
り
て
い
み
じ
。　
　
　 

（
夕
霧
④
四
六
四
）

　
鈴
木
温
子
は
、
こ
の
髪
に
つ
い
て
母
の
手
の
温
も
り
を
感
じ
、
母
を
身
近
に
意
識
し
、
想
い
出
に
浸
ら
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
と

す
る）

13
（

。
母
の
元
へ
繫
が
る
塗
籠
の
中
で
、
母
を
思
い
出
す
髪
に
包
ま
れ
、
必
死
に
抵
抗
し
、
我
が
身
を
守
る
。
母
の
力
で
、
生
前

の
よ
う
に
自
分
を
守
っ
て
ほ
し
い
、
そ
ん
な
思
い
か
ら
の
行
動
だ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
の
抵
抗
は
失
敗
に
終
わ
る
。
こ

の
涙
は
、
夕
霧
に
自
由
に
さ
れ
る
こ
と
へ
の
悔
い
、
そ
し
て
、
も
う
母
に
守
っ
て
も
ら
え
な
い
身
の
上
を
知
っ
た
悲
し
み
の
涙
だ
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っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

お
わ
り
に

　
落
葉
宮
は
母
の
骸
に
「
添
ひ
臥
す
」。
亡
き
母
の
傍
ら
に
横
た
わ
り
、
置
い
て
い
か
な
い
で
と
懇
願
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
も
し

置
い
て
い
か
れ
た
ら
自
ら
の
意
志
で
夕
霧
か
ら
の
恋
慕
を
拒
絶
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
、
そ
ん
な
思
い
か
ら
の
行
動
だ
っ
た
の
か

も
し
れ
な
い
。「
亡
き
人
」
の
よ
う
に
過
ご
し
、
夕
霧
を
拒
み
続
け
た
。
だ
が
、
母
の
骸
も
火
葬
さ
れ
、
一
緒
に
い
た
は
ず
の
骸

は
煙
と
化
し
て
し
ま
っ
た
。
母
と
同
じ
「
亡
き
人
」
の
ふ
り
を
し
て
も
も
う
夕
霧
を
拒
む
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
し
て
最
後
、
か

つ
て
母
の
元
へ
と
繫
が
っ
た
「
塗
籠
」
へ
一
人
で
閉
じ
こ
も
る
の
で
あ
っ
た
。
母
に
守
っ
て
ほ
し
い
、
自
ら
を
守
り
た
い
、
そ
ん

な
願
い
を
持
っ
て
の
行
動
で
あ
っ
た
ろ
う
。
だ
が
、
そ
れ
も
失
敗
に
終
わ
り
、
た
だ
声
を
あ
げ
て
彼
女
は
泣
く
こ
と
し
か
で
き
な

い
。

　
こ
の
「
添
ひ
臥
す
」
と
い
う
行
為
は
、
落
葉
宮
の
母
へ
の
強
い
依
存
を
示
す
語
と
し
て
捉
え
て
間
違
い
な
い
で
あ
ろ
う
。
い
つ

も
母
の
庇
護
の
元
に
居
た
落
葉
宮
は
、
母
な
し
に
自
ら
を
守
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
だ
か
ら
こ
そ
、
彼
女
は
死
後
の
母
と
一

体
化
し
よ
う
と
、「
添
ひ
臥
」
し
た
の
で
あ
る
。
母
と
一
体
化
す
る
こ
と
で
母
の
庇
護
す
る
力
を
身
に
ま
と
い
、
落
葉
宮
は
夕
霧

に
抵
抗
す
る
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、「
煙
」
に
母
を
見
出
し
、「
身
体
」
に
よ
る
一
体
化
を
手
放
し
た
途
端
、
彼
女
は
我
が
身
を

守
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。「
煙
」
で
は
な
く
、「
骸
」
と
一
体
化
す
る
こ
と
が
重
要
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
そ
し
て
、
こ
の
落
葉
宮
の
願
望
は
、
宇
治
十
帖
の
宇
治
の
姉
妹
へ
と
受
け
継
が
れ
て
い
く
。
宇
治
の
大
君
は
八
宮
死
後
、「
骸
」

に
会
え
な
い
た
め
「
添
ひ
臥
す
」
こ
と
は
で
き
な
い
。
だ
が
、
多
く
の
言
葉
の
中
で
彼
女
の
父
と
の
一
体
化
願
望
を
確
認
で
き
る
。
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か
の
世
に
さ
へ
妨
げ
き
こ
ゆ
ら
ん
罪
の
ほ
ど
を
、
苦
し
き
心
地
に
も
、
い
と
ど
消
え
入
り
ぬ
ば
か
り
お
ぼ
え
た
ま
ふ
。
い
か

で
、
か
の
ま
だ
定
ま
り
た
ま
は
ざ
ら
む
さ
き
に
参
で
て
、
同
じ
所
に
も
と
聞
き
臥
し
た
ま
へ
り
。　
　
　 

（
総
角
⑤
三
二
一
）

　
父
八
宮
の
魂
が
ま
だ
さ
ま
よ
っ
て
い
る
と
阿
闍
梨
に
聞
き
、「
同
じ
所
に
」
と
大
君
は
涙
す
る
。
中
君
の
面
倒
を
見
る
と
き
に

は
、「
親
心
に
か
し
づ
き
た
て
て
見
き
こ
え
た
ま
ふ
」（
総
角
⑤
二
四
三
）
と
自
ら
が
親
に
な
っ
た
か
の
よ
う
に
話
し
て
も
い
る
。

も
ち
ろ
ん
「
同
じ
所
」
な
ど
と
い
う
言
葉
は
悲
し
み
表
現
の
常
套
句
で
あ
る
た
め
、
一
概
に
一
体
化
願
望
が
あ
っ
た
と
は
い
え
な

い
。
だ
が
、
落
葉
宮
が
母
の
庇
護
だ
け
を
受
け
て
育
っ
た
よ
う
に
、
宇
治
の
姉
妹
も
ま
た
、
八
宮
だ
け
に
守
ら
れ
て
育
っ
た
子
供

で
あ
る
。

世
の
常
の
ほ
ど
の
別
れ
だ
に
、
さ
し
当
た
り
て
は
、
ま
た
た
ぐ
ひ
な
き
や
う
に
の
み
皆
人
の
思
ひ
ま
ど
ふ
も
の
な
め
る
を
、

慰
む
方
な
げ
な
る
御
身
ど
も
に
て
、
い
か
や
う
な
る
心
地
ど
も
し
た
ま
ふ
ら
む
と
思
し
や
り
つ
つ
　
　
　 （
椎
本
⑤
一
九
一
）

　「
慰
む
方
な
げ
な
る
御
身
」
で
あ
る
二
人
の
状
況
は
大
変
過
酷
で
あ
る
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
ま
た
、
大
君
が
「
後
ら
さ

む
と
思
し
け
る
こ
そ
、
い
み
じ
く
は
べ
れ
」（
総
角
⑤
三
一
三
）
と
中
君
に
言
わ
れ
な
が
ら
も
、
最
後
は
死
ん
で
し
ま
う
こ
と
を

思
う
と
、
父
の
後
を
追
い
、
大
君
は
死
を
選
ん
だ
と
も
い
え
よ
う
。
大
君
は
父
八
宮
と
一
体
化
し
よ
う
と
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。

　『
源
氏
物
語
』
に
は
親
を
亡
く
し
た
子
は
多
く
描
か
れ
る
。
主
人
公
の
光
源
氏
か
ら
し
て
そ
う
で
あ
る
。
事
実
だ
け
に
目
を
向

け
れ
ば
末
摘
花
な
ど
も
挙
げ
ら
れ
よ
う
。
だ
が
、
臨
終
場
面
や
葬
送
場
面
が
描
か
れ
る
の
は
落
葉
宮
と
宇
治
の
姉
妹
だ
け
で
あ
る
。

わ
ざ
わ
ざ
描
き
出
し
た
「
死
」
は
物
語
の
中
で
意
味
を
持
っ
て
こ
よ
う）

14
（

。
も
し
か
し
た
ら
「
後
見
」
が
な
い
姫
君
を
描
き
、
そ
の

後
に
つ
な
が
る
物
語
を
紡
ぎ
た
か
っ
た
だ
け
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
親
子
の
死
を
通
し
物
語
が
何
を
描
き
た
い
の
か
に
つ
い
て
は

論
を
改
め
る
こ
と
と
し
た
い
。
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注
記

（
1
）　
鈴
木
裕
子
「
苦
悩
す
る
〈
母
〉
│
娘
の
人
生
を
「
所
有
」
す
る
母
」（『『
源
氏
物
語
』
を
〈
母
と
子
〉
か
ら
読
み
解
く
』
角
川
書
店
・

二
〇
〇
五
）

（
2
）　
大
軒
史
子
「
落
葉
の
宮
」（『
別
冊
国
文
学
　
源
氏
物
語
必
携
Ⅱ
』
学
燈
社
・
一
九
八
二
）

（
3
）　
金
賢
貞
「
一
条
御
息
所
の
死
に
つ
い
て
の
一
考
察
」（「
東
ア
ジ
ア
日
本
語
教
育
・
日
本
文
化
研
究
」
第
三
号
、
二
〇
〇
一
・
三
）

（
4
）　
小
池
清
治
「『
源
氏
物
語
』
を
展
開
さ
せ
る
原
動
力
と
し
て
の
「
死
」
＝
『
源
氏
物
語
』
は
完
結
し
て
い
る
と
い
う
説
＝
」（「
宇
都
宮

大
学
国
際
学
部
研
究
論
集
」
第
九
号
、
二
〇
〇
〇
・
三
）

（
5
）　「
添
ひ
臥
す
」
と
似
た
用
例
と
し
て
、「
臥
す
」
や
「
寄
り
臥
す
」
と
い
う
語
が
あ
る
。
こ
の
例
に
関
し
て
も
死
者
の
横
に
臥
す
例
は
見

当
た
ら
な
い
。

（
6
）　『
今
昔
物
語
集
』
の
巻
第
十
九
「
参
河
守
大
江
定
基
出
家
語
第
二
」
に
「
久
ク
葬
送
ス
ル
事
無
ク
シ
テ
、
抱
キ
臥
タ
リ
ケ
ル
ニ
」（
馬
渕

和
夫
・
国
東
文
麿
・
稲
垣
泰
一
訳
・
校
注
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
　
今
昔
物
語
集
』
②
四
三
三
頁
、
小
学
館
、
二
〇
〇
〇
）
と
い
う

例
で
確
認
で
き
る
。
し
か
し
、「
添
ひ
臥
す
」
と
い
う
語
は
使
用
し
て
お
ら
ず
、「
抱
き
臥
す
」
と
い
う
語
で
表
現
さ
れ
て
い
る
。
死
者
と

共
に
臥
す
と
い
う
意
で
は
同
じ
た
め
、
例
と
し
て
挙
げ
た
。

（
7
）　
大
軒
史
子
論
文
（
注
二
と
同
じ
）
は
こ
の
場
面
か
ら
、
特
異
な
親
子
関
係
を
見
出
せ
る
と
す
る
。

（
8
）　
注
一
論
文
と
同
じ
。

（
9
）　「
一
体
化
」
と
い
う
言
葉
は
辞
書
類
で
は
、
別
々
の
も
の
が
融
合
す
る
こ
と
を
示
す
。
本
論
文
で
は
、
同
じ
媒
体
を
介
し
て
融
合
す
る

こ
と
を
指
す
。
落
葉
宮
の
「
添
ひ
臥
す
」
と
い
う
行
為
の
特
殊
性
に
つ
い
て
述
べ
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
た
め
、「
同
化
」
と
区
別
を
し

た
。
同
媒
介
に
よ
る
融
合
が
「
一
体
化
」
で
あ
り
、
別
媒
介
に
よ
る
融
合
を
「
同
化
」
と
し
て
い
る
。

（
10
）　
橋
本
ゆ
か
り
「『
源
氏
物
語
』
の
「
塗
籠
」
│
落
葉
の
宮
の
〈
本
当
〉
の
生
成
と
消
滅
」（『
源
氏
物
語
の
〈
記
憶
〉』
翰
林
書
房
、
二
〇

〇
八
、
一
〇
四
ペ
ー
ジ
）

（
11
）　
こ
の
「
塗
籠
」
に
つ
い
て
は
、
様
々
な
考
察
が
あ
る
。
小
嶋
菜
温
子
は
、「
ぬ
り
ご
め
の
落
葉
宮
│
夕
霧
巻
と
タ
ブ
ー
」（
森
一
郎
編
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『
源
氏
物
語
作
中
人
物
論
集
』
勉
誠
社
、
一
九
九
三
）
で
、
開
か
れ
る
た
め
の
塗
籠
の
存
在
を
指
摘
し
、
そ
こ
か
ら
「
聖
所
」
と
し
て
の

空
間
を
読
み
解
く
。
ま
た
、
阿
部
邦
広
は
「
塗
籠
に
籠
る
、
落
葉
宮
」（「
物
語
文
学
論
究
」
第
十
一
号
、
二
〇
〇
一
・
一
）
で
、
塗
籠
は

「
祖
霊
」
に
出
逢
う
場
で
あ
る
と
し
、
そ
こ
か
ら
落
葉
宮
の
塗
籠
に
籠
る
行
為
は
、
母
御
息
所
に
逢
い
、
あ
る
い
は
死
を
願
っ
た
行
為
だ

っ
た
か
と
す
る
。

（
12
）　
三
田
村
雅
子
「
黒
髪
の
源
氏
物
語
」（『
源
氏
研
究
』
第
一
号
、
翰
林
書
房
、
一
九
九
六
・
四
）

（
13
）　
鈴
木
温
子
「『
源
氏
物
語
』「
落
葉
宮
」
試
論
│
髪
と
塗
籠
を
め
ぐ
っ
て
」（「
駒
沢
国
文
」
第
三
八
号
、
二
〇
〇
一
・
二
）。
氏
は
落
葉

宮
の
抵
抗
の
理
由
に
、
母
そ
の
も
の
と
も
言
え
る
髪
に
夕
霧
が
手
に
触
れ
な
い
よ
う
に
抵
抗
し
た
と
す
る
。

（
14
）　
明
石
入
道
に
つ
い
て
は
、
恐
ら
く
山
で
死
去
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、「
遺
書
」
だ
け
が
残
さ
れ
、
骸
も
葬
送
も
描
か
れ
な
い
。
そ

の
た
め
、
今
回
の
「
死
」
の
描
写
の
区
分
か
ら
は
外
し
た
。
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T

he O
chibanom

iya of G
enji-M

onogatari  :

 Integration w
ish w

ith the dead

SH
IO

M
I, Y

û

　

　T
he death of Ichijom

iyasundokoro is draw
n in ‘Yugiri’  of ’The Tale of G

enji’  . O
chibanom

iya w
ho is the daughter is in 

proportion to to the corpse and lies. T
he m

eaning of the action is considered. W
hen the relation before m

other and 

daughter’ s life is read and solved, the appearance of the daughter w
ho depends on m

other is clarified. A
nd, O

chibanom
iya 

tries to borrow
 m

other’ s pow
er to defend an ow

n body w
hen postm

ortem
 of m

other. It w
as an act of the accom

panim
ent of 

the appearance of the w
ish and lying.

（
人
文
科
学
研
究
科
日
本
語
日
本
文
学
専
攻
　
博
士
後
期
課
程
二
年
）　


