
夕
顔
の
巻
に
お
け
る
美
の
構
造

夕
顔
は
は
か
な
く
こ
の
世
を
去
っ
た
。
は
か
な
く
絶
え
る
こ
と
が
、

自
ら
に
課
せ
ら
れ
た
宿
命
で
あ
っ
た
か
の
よ
う
に
、
何
の
思
い
を
述

べ
る
で
も
な
く
世
を
去
っ
た
。
中
の
品
の
女
と
し
て
の
身
分
で
あ
り

な
が
ら
、
高
貴
な
源
氏
に
求
め
ら
れ
る
ま
ま
、
空
蝉
と
は
逆
に
、
そ

の
身
を
委
ね
て
い
っ
た
の
も
、
自
ら
の
は
か
な
い
運
命
を
無
意
識
の

底
に
知
っ
て
い
た
か
ら
で
は
な
か
っ
た
か
。
身
を
委
ね
つ
つ
絶
え
る

乙
と
が
、
平
安
時
代
に
お
け
る
弱
い
立
場
の
女
性
の
、
せ
め
て
も
の

男
に
対
す
る
抵
抗
の
姿
勢
を
示
す
も
の
で
あ
っ
た
と
の
解
釈
も
で
き

ぬ
で
は
な
い
。
貴
族
社
会
の
中
に
お
い
て
、
落
明
し
た
中
の
品
の
女

の
占
め
る
位
置
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
か
、
物
語
の
作
者
は
十

分
に
心
得
て
い
た
。
空
蝉
が
源
氏
に
ひ
か
れ
つ
つ
頑
な
に
拒
ん
だ
の

（

1
v

－
m
2』

も
、
増
田
繁
夫
氏
が
説
か
れ
る
よ
う
に
、
百
宮
山
ん
ま
り
ぬ
る
身
」
（
「
帯

木
」

p
m）
と
い
う
意
識
も
強
か
っ
た
で
あ
ろ
う
が
、
「
際
」
（
「
帯

木
」

p
m）
と
い
う
表
現
で
一
不
さ
れ
て
い
る
中
の
品
の
女
と
し
て
の

身
分
に
対
す
る
意
識
が
、
そ
の
結
果
の
み
じ
め
き
を
予
知
し
て
い
た

と
い
う
こ
と
も
ま
た
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
哀
し
い
運
命
の
彰
を

竹

原

崇

雄

無
意
識
の
底
に
潜
ま
せ
て
い
る
女
の
醸
す
気
配
が
、
乙
の
夕
顔
物
語

の
表
面
に
浮
い
て
い
る
の
を
感
ず
る
。
そ
れ
は
、
ほ
の
良
く
浮
ぶ
夕

顔
の
花
が
、
薄
命
の
哀
し
さ
を
楚
々
と
し
た
美
し
さ
の
陰
に
漂
わ
せ

て
い
る
様
と
等
し
い
雰
囲
気
を
伴
っ
て
そ
の
世
界
を
構
成
し
て
い
る

の
で
あ
る
。

先
学
に
よ
っ
て
つ
と
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
白
い
花

と
女
と
の
相
互
関
係
が
、
乙
の
巻
の
基
調
を
な
し
て
い
る
と
恩
わ
れ

る
。
白
い
花
の
中
に
女
は
漂
い
、
女
の
背
後
に
白
い
花
の
影
は
常
に

揺
曳
す
る
。
夕
顔
の
花
の
白
さ
は
、
そ
の
姪
々
た
る
女
の
美
し
さ
を

暗
示
す
る
と
と
も
に
、
薄
幸
の
運
命
を
象
徴
す
る
も
の
で
も
あ
っ
た
。

「
く
ち
を
し
の
花
の
契
や
」
（

p
加
）
と
詠
嘆
す
る
源
氏
の
言
葉
に

は
、
「
不
遼
な
女
」
を
暗
喰
す
る
響
き
が
感
ぜ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

乙
の
二
重
映
し
の
美
こ
そ
、
作
者
紫
式
部
が
狙
っ
た
「
夕
顔
」
の
物

語
の
世
界
の
核
を
構
成
す
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

以
上
述
べ
て
き
た
二
重
映
し
の
手
法
は
、
夕
顔
の
女
の
美
の
形
象

化
の
み
に
見
ら
れ
る
の
で
は
な
く
、
物
語
の
構
造
、
文
章
の
構
成
の

中
に
も
見
て
と
れ
る
。
乙
れ
は
、
「
盤
」
で
展
開
す
る
物
語
論
に
よ
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っ
て
、
「
い
つ
は
り
」
「
そ
ら
と
と
」
と
「
ま
ζ

と
」
と
を
対
照
さ

せ
、
そ
の
狭
聞
に
感
動
的
な
物
語
世
界
を
構
想
す
る
と
い
う
方
法
を

説
く
式
部
の
基
本
的
な
物
語
に
対
す
る
姿
勢
と
無
縁
の
も
の
で
は
な

い
。
六
条
御
息
所
の
生
霊
の
不
透
明
な
性
格
も
、
不
透
明
で
あ
る
が

故
に
無
気
味
な
雰
囲
気
を
醸
し
て
い
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
乙
れ
も

作
者
の
狙
っ
た
構
想
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
廃
院
に
棲
む
物
の

怪
か
生
霊
か
と
い
う
二
重
性
の
中
に
夕
顔
の
死
の
美
が
効
果
的
に
位

置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
「
寺
市
木
」
に
お
い
て
忽
然
と
頭
中
将
の
前
か

ら
姿
を
消
し
た
常
夏
の
女
が
、
「
夕
顔
」
に
お
い
て
幻
の
ご
と
く
再

生
し
た
の
も
、
二
重
挟
し
の
美
の
効
果
を
狙
っ
た
も
の
と
解
釈
で
き

る
で
あ
ろ
う
。
殊
に
「
夕
顔
」
全
篇
を
覆
う
謀
々
と
し
た
は
か
な
い

色
調
は
、
「
そ
ら
と
と
」
で
も
な
く
、
「
ま
こ
と
」
で
も
な
い
、
落
明

し
た
中
の
品
の
女
と
若
き
貴
公
子
と
の
出
会
い
を
描
い
た
も
の
で
あ

っ
た
。
夕
顔
の
死
後
、
源
氏
が
女
と
過
し
た
日
々
を
回
想
し
て
「
あ

ら
ぬ
世
に
よ
み
が
へ
り
た
る
や
う
に
」
（

p
m）
と
言
っ
て
い
る
の

は
、
ま
さ
に
、
そ
の
世
界
が
現
実
で
あ
り
な
が
ら
、
非
現
実
の
色
調

を
帯
び
て
い
た
こ
と
を
語
っ
て
い
る
も
の
で
あ
っ
た
。
病
癒
え
た
源

氏
が
生
き
て
い
る
世
が
「
あ
ら
ぬ
世
」
で
あ
り
、
女
と
共
に
過
し
た

世
が
「
あ
ら
ぬ
世
」
な
ら
ぎ
る
ま
乙
と
の
世
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と

に
な
る
。
こ
の
現
実
の
世
と
、
い
わ
ゆ
る
「
あ
ら
ぬ
世
」
と
の
狭
聞

に
、
「
夕
顔
」
の
美
的
世
界
は
構
成
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
夕

顔
の
女
と
頭
中
将
が
語
る
常
夏
の
女
と
の
関
係
の
不
透
明
さ
も
、
す

べ
て
「
夕
顔
」
一
篇
を
覆
う
巻
そ
の
も
の
の
性
格
と
必
然
的
に
結
び

つ
い
た
構
想
の
所
産
で
あ
っ
た
と
解
し
得
る
の
で
あ
る
。
乙
の
二
重

性
が
「
夕
顔
」
冒
頭
の
部
分
と
ど
の
よ
う
な
関
係
を
持
ち
、
ど
の
よ

う
に
構
成
さ
れ
て
い
る
か
、
考
え
て
み
た
い
と
思
う
の
で
あ
る
。

一一

「
夕
顔
」
は
女
の
宿
と
そ
の
前
に
件
む
源
氏
の
描
写
に
始
ま
る

A
州
削
制
例
制
引
引
引
川
刑
川
副
川
削
引
叶
則
川
判
制
割
引
け
、

も
の
は
か
な
き
住
を
、
あ
は
れ
に
、
何
処
か
さ
し
て
、
と
思
ほ
し

B
1
I
l
l
l
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
B
 

な
せ
ば
、
玉
の
台
も
同
じ
乙
と
な
り
。
き
り
か
け
だ
っ
物
に
、
い
と

・
青
や
か
な
る
葛
の
、
心
地
よ
げ
に
、
蔓
ひ
か
か
れ
る
に
、
自
き
花

ぞ
、
お
の
れ
ひ
と
り
笑
の
眉
聞
け
た
る
。
「
遠
方
人
に
物
申
す
」

と
、
ひ
と
り
と
ち
給
ふ
を
、
御
随
身
つ
い
居
て
、
「
か
の
白
く
扶

け
る
を
な
む
夕
顔
と
申
し
侍
る
。
花
の
名
は
人
め
き
て
、
か
う
あ

［
 

や
し
き
垣
根
に
な
む
、
咲
き
侍
り
け
る
。
」
と
申
す

0
4

げ
に
い
と
小

家
が
ち
に
、
む
づ
か
し
げ
な
る
わ
た
り
の
、
乙
の
も
か
の
も
、
あ

や
し
く
う
ち
ょ
ろ
ぼ
ひ
て
、
む
ね
む
ね
し
か
ら
ぬ
軒
の
つ
ま
な
ど

B
l
I
l
l
i－
－

1
1
1
1
1
1
1
1
I
l
l
i－
－

－

ー

に
、
蔓
ひ
ま
つ
は
れ
た
る
を
、
「
く
ち
を
し
の
花
の
契
ゃ
。
一
ふ

さ
折
り
て
参
れ
」
と
宣
へ
ば
、

ζ

の
押
し
あ
け
た
る
門
に
入
り
て

折
る
。
さ
す
が
に
ぎ
れ
た
る
遣
戸
口
に
、
黄
な
る
生
絹
の
単
袴
、

長
く
着
な
し
た
る
童
の
、
を
か
し
げ
な
る
、
出
で
来
て
、
う
ち
招

く
。
白
き
一
周
の
、
い
た
う
こ
が
し
た
る
を
、
「
乙
れ
に
置
き
て
参

ら
｜
叶
判
叶
樹
引
制
剖
叶
引
刑
判
制
引
制
剖

H
4対

U
1

取
ら
せ
た
れ

ば
、
門
あ
け
て
惟
光
の
朝
臣
出
で
来
た
る
し
て
、
奉
ら
す
。
「
鍵

を
置
き
惑
し
侍
り
て
、
い
と
不
便
な
る
わ
ぎ
な
り
や
叫

A

物
の
あ
や

め
見
給
へ
分
く
べ
き
人
も
侍
ら
ぬ
わ
た
り
な
れ
ど
、
ら
う
が
は
し

き
｜
刻
削
川
副
引
制
削
U
出
U
引
」
と
、
か
し
こ
ま
り
申
す
。
（

p
泌
l

p
m）
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右
引
用
の
文
章
の
構
成
は
、
傍
線
部
A
の
宿
を
中
心
と
し
た
み
す

ぼ
ら
し
い
周
囲
の
情
景
と
、

B
の
夕
顔
の
花
に
関
係
す
る
描
写
と
が
、

交
互
に
配
列
さ
れ
た
形
態
と
な
っ
て
い
る
。
住
居
と
そ
れ
に
蔓
い
ま

つ
わ
る
夕
顔
を
描
写
し
、
傍
に
件
む
源
氏
の
住
む
世
界
と
は
大
き
く

隔
た
っ
た
別
の
世
界
を
描
き
あ
げ
て
い
る
。
宿
と
夕
顔
と
は
解
け
難

く
結
び
つ
き
、
異
な
っ
た
性
格
を
示
し
つ
つ
一
つ
の
世
界
を
形
成
し

て
い
る
。

A
と
B
と
を
比
較
対
照
し
て
み
れ
ば
、
住
居
を
中
心
と
し
た
描
写

の
わ
び
し
げ
な
の
に
対
し
て
、
花
に
関
係
す
る
描
写
は
、
そ
の
美
し

さ
の
点
に
お
い
て
際
だ
つ
も
の
と
し
て
特
徴
づ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と

に
注
意
さ
れ
る
。
「
お
の
れ
ひ
と
り
」
と
い
う
表
現
は
、
陪
巷
の
「
も

の
は
か
な
き
住
」
に
咲
く
「
白
き
花
」
の
「
ひ
と
り
」
際
だ
つ
美
し

さ
を
明
ら
か
に
示
し
て
「
笑
の
眉
開
く
」
晴
れ
晴
れ
と
し
た
花
の
世

界
を
強
調
す
る
。
夕
顔
の
自
の
美
し
さ
は
「
青
や
か
な
る
」
「
心
地

よ
げ
に
」
と
瑞
々
し
い
情
感
溢
れ
る
描
写
に
導
か
れ
て
、
「
育
」
と

の
対
照
の
中
で
浮
き
た
ち
、
ふ
と
目
を
と
め
た
源
氏
の
心
を
ひ
か
ず

に
は
い
な
か
っ
た
。
「
遠
方
人
に
物
申
す
」
と
い
う
『
古
今
集
』
を

引
歌
と
す
る
言
葉
は
、
自
ず
か
ら
口
を
つ
い
て
出
た
感
嘆
の
響
き
を

伴
っ
て
、
貴
族
的
世
界
か
ら
解
放
さ
れ
て
花
の
世
界
に
同
化
す
る
源

氏
の
心
の
リ
ズ
ム
を
表
現
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
「
伺
処
か
き
し
て
」

と
気
ま
ま
な
源
氏
の
心
は
、
花
の
宿
を
「
玉
の
台
」
と
し
て
み
る
風

流
な
浮
き
た
つ
遊
び
心
に
色
ど
ら
れ
て
い
る
。
「
花
の
名
は
人
め
き

て
」
は
、
「
白
き
花
」
の
美
的
情
調
を
承
け
る
と
同
時
に
「
あ
や
し

き
垣
根
」
に
よ
っ
て
隈
ど
ら
れ
て
浮
き
た
ち
、
以
下
に
連
続
す
る
「
小

家
が
ち
」
「
む
づ
か
し
げ
な
る
わ
た
り
」
「
う
ち
ょ
ろ
ぽ
ひ
」
「
む

ね
む
ね
し
か
ら
ぬ
」
と
い
っ
た
表
現
と
の
対
照
の
中
で
却
っ
て
浄
化

さ
れ
つ
つ
「
く
‘
ち
を
し
の
花
の
契
」
と
詠
嘆
す
る
源
氏
の
心
情
を
構

成
す
る
主
要
素
の
中
に
流
れ
込
ん
で
い
る
。
源
氏
の
心
は
明
ら
か
に

「
あ
や
し
き
垣
根
」
に
咲
く
「
人
」
め
い
た
花
に
傾
い
て
い
る
。
「
く

ち
惜
し
」
は
否
定
的
感
情
を
表
現
し
て
い
る
も
の
で
は
な
く
、
軽
い

抵
抗
感
を
抱
き
つ
つ
も
共
感
を
以
て
傾
斜
す
る
心
の
情
態
を
描
い
て

い
る
と
解
釈
で
き
よ
う
。
「
枝
も
な
き
け
な
げ
な
め
る
花
」
と
言
っ

て
扇
を
注
し
出
す
童
の
姿
も
、
前
に
位
置
す
る
「
ぎ
れ
た
る
遣
戸
口
」
、

「
黄
な
る
生
絹
」
、
「
白
き
扇
」
と
い
う
風
流
な
背
景
の
描
写
に
よ

っ
て
、
花
の
美
し
さ
を
謙
虚
に
示
し
つ
つ
「
ら
う
が
は
し
き
大
路
」

と
の
調
和
を
は
か
つ
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
に
考
え
て
く
る
と
、

A
の
住
い
の
様
と
B
の
花
と
は

対
照
的
に
描
か
れ
て
い
る
と
同
時
に
、
こ
の
対
照
は
、
一
方
が
他
を

否
定
す
る
と
い
う
関
係
に
あ
る
の
で
は
な
い
。
晒
巷
に
あ
っ
て
、
花

は
そ
の
美
し
さ
を
際
だ
た
せ
て
い
る
と
と
も
に
、
住
い
と
融
合
し
つ

つ
調
和
的
世
界
の
美
を
構
成
す
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
「
花
」
は

「
あ
や
し
き
垣
根
」
を
離
れ
て
は
存
し
得
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
だ

か
ら
ζ

そ
「
く
ち
を
し
の
花
の
契
や
」
と
詠
嘆
す
る
源
氏
の
心
情
も

生
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。

夕
顔
の
花
に
つ
い
て
は
、

ヲ。。

67-

「
枕
草
子
」
に
次
の
よ
う
に
述
べ
て
あ

夕
顔
は
、
花
の
か
た
ち
も
朝
顔
に
似
て
、
い
ひ
つ
づ
け
た
る
に
、

い
と
を
か
し
か
り
ぬ
べ
き
花
の
姿
に
、
実
の
あ
り
さ
ま
こ
そ
、
い

と
く
ち
を
し
け
れ
。
な
ど
さ
は
た
生
ひ
出
で
け
ん
。
ぬ
か
づ
き
な

ど
い
ふ
も
の
の
や
う
に
だ
に
あ
れ
か
し
。
さ
れ
ど
、
な
ほ
夕
顔
と



い
ふ
名
ば
か
り
は
を
か
し
o

p
m）

 

乙
こ
で
は
、
「
夕
顔
と
い
ふ
名
」
に
寄
せ
る
共
感
が
「
朝
顔
」
「
夕

顔
」
と
連
続
し
て
表
現
す
る
語
調
の
面
白
み
を
も
加
え
て
、
「
を
か

し
か
り
ぬ
べ
き
花
の
姿
」
と
の
連
想
の
中
で
示
さ
れ
る
と
と
も
に
、

「
く
ち
を
し
」
き
「
実
」
の
恰
好
か
ら
、
い
か
ん
と
も
し
難
い
そ
の

「
生
ひ
出
で
」
を
残
念
が
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
解
釈
す
る
と
、

清
少
納
言
の
夕
顔
の
花
に
寄
せ
る
感
想
に
も
ま
た
、
「
夕
顔
」
に
お

け
る
花
の
描
写
の
方
法
と
あ
る
面
に
お
い
て
共
通
し
て
い
る
点
を
見

出
し
得
る
の
で
あ
る
。
当
時
に
お
い
て
、
貴
族
的
な
興
味
に
適
う
花

で
あ
っ
た
と
は
言
い
難
い
。
従
っ
て
、
源
氏
が
そ
の
花
に
ひ
か
れ
た

気
持
も
、
周
囲
の
情
景
か
ら
画
然
と
際
だ
つ
美
に
魅
せ
ら
れ
た
も
の

で
は
あ
る
ま
い
。
却
っ
て
、
そ
の
花
の
美
し
さ
は
「
も
の
は
か
な
き

住
」
「
あ
や
し
き
垣
根
」
な
ど
に
あ
っ
て
こ
そ
、
際
だ
つ
も
の
で
あ

っ
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
「
笑
の
眉
ひ
ら
け
た
る
」
と
い
う
描
写

は
、
周
囲
の
情
景
と
調
和
し
つ
つ
、
己
れ
の
存
在
を
静
か
に
一
市
す
柔

ら
か
な
美
し
さ
に
満
ち
て
い
る
。
孝
標
の
女
が
『
更
級
日
記
』
の
上

洛
の
記
で
述
べ
て
い
る
よ
う
な
、
山
中
の
葵
を
見
て
京
を
感
じ
た
も

の
と
は
全
く
別
個
の
感
情
に
お
い
て
、
源
氏
は
そ
の
白
い
花
を
と
ら

え
た
の
で
あ
っ
た
。
所
詮
、
夕
顔
は
葵
で
は
な
か
っ
た
。

夕
顔
の
花
咲
く
宿
の
あ
た
り
の
情
景
と
、
そ
の
花
影
の
描
写
と
は
、

互
い
に
対
応
す
る
性
格
を
も
っ
て
位
置
し
つ
つ
、
両
者
は
対
立
す
る

否
定
的
関
係
に
立
つ
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
異
な
っ
た
性
格
を
一
不
し

つ
つ
も
、
共
通
の
地
盤
に
立
つ
と
い
う
二
重
性
の
中
で
描
か
れ
て
い

る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
「
花
の
名
は
人
め
き
て
、
か
う
あ
や
し

（
六
七
段
・

『
日
本
古
典
文
学
大
系
』

き
垣
根
に
な
む
、
咲
き
侍
り
け
る
」
と
い
う
表
現
の
核
な
の
で
あ
る
。

一一
一

以
上
述
べ
て
き
た
、
花
と
住
い
と
そ
と
を
訪
れ
た
源
氏
と
の
関
係

を
、
花
を
女
に
置
き
か
え
て
、
女
と
住
い
と
源
氏
と
の
関
係
に
お
い

て
描
写
し
た
の
が
次
の
一
節
で
あ
る
。

八
月
十
五
夜
、
隈
な
き
月
影
、
隙
多
か
る
板
屋
の
こ
り
な
く
漏

り
来
て
、
見
な
ら
ひ
給
は
ぬ
住
の
様
も
め
づ
ら
し
き
に
、
暁
近
く

な
り
に
け
る
な
る
べ
し
。
隣
の
家
々
、
あ
や
し
き
賎
の
男
の
声
々
、

目
さ
ま
し
て
、
「
あ
は
れ
、
い
と
寒
し
ゃ
。
今
年
乙
そ
な
り
は
ひ

に
も
頼
む
所
少
く
、
田
舎
の
通
も
恩
ひ
か
け
ね
ば
、
い
と
心
細
け

ー

ー

れ
。
北
殿
こ
そ
、
聞
き
給
ふ
や
」
な
ど
、
言
ひ
交
す
も
聞
ゆ
。
」
い

と
あ
は
れ
な
る
お
の
が
じ
し
の
営
み
に
、
起
き
出
で
て
そ
そ
め
き

f

｜
 

騒
ぐ
も
程
な
き
を
、
女
い
と
は
づ
か
し
く
思
ひ
た
り
町

J

え
ん
だ
ら

気
色
ば
ま
む
人
は
、
消
え
も
入
り
ぬ
べ
き
住
の
さ
ま
な
め
り
か
し
。

：
 

1
8
れ
ど
の
ど
か
に
、
つ
ら
き
も
憂
き
も
か
た
は
ら
い
た
き
こ
と
も
、

思
ひ
入
れ
た
る
様
な
ら
で
、
わ
が
も
て
な
し
有
様
は
、
い
と
あ
て

は
か
に
児
め
か
し
く
て
4
ま
た
な
く
ら
う
が
は
し
き
隣
の
用
意
な

さ
を
い
か
な
る
事
と
も
聞
き
知
り
た
る
様
な
ら
ね
ば

M
J

な
か
な
か

恥
ぢ
か
か
や
か
む
よ
り
は
、
罪
ゆ
る
さ
れ
て
ぞ
見
え
け
る
。
（

p

m
l
p
m）

 

明
る
い
仲
秋
の
月
の
下
の
心
細
い
人
々
の
生
活
。
お
っ
と
り
と
し

た
女
の
姿
、
以
上
の
二
つ
の
情
景
が
右
の
文
章
の
構
成
要
素
と
な
っ

て
い
る
。
前
に
考
察
し
た
「
も
の
は
か
な
き
住
居
」
の
有
様
を
、
そ

ζ

で
生
活
す
る
人
々
の
息
づ
か
い
ま
で
感
ず
る
ζ

と
が
で
き
る
よ
う

。。
p
h
v
 



に
描
き
あ
げ
た
文
章
と
な
っ
て
い
る
。
乙
こ
に
は
、
窮
乏
の
底
に
う

ご
め
く
は
か
な
い
生
活
が
あ
る
。
「
あ
や
し
き
践
の
男
」
の
頼
り
な

げ
な
声
の
底
に
は
、
生
活
の
不
安
を
超
え
た
諦
め
の
わ
び
し
さ
に
も

似
た
も
の
が
漂
っ
て
、
そ
の
「
営
み
」
の
哀
し
さ
を
深
め
て
い
る
。

「
む
ね
ひ
ね
し
か
ら
ぬ
の
き
の
下
」
、
「
あ
や
し
き
垣
根
」
の
内
の

生
活
は
、
か
か
る
窮
乏
に
と
ざ
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
源
氏
に
と

っ
て
は
未
だ
経
験
せ
ぬ
別
の
世
界
で
あ
る
。
女
は
こ
こ
に
生
き
て
い

た
し
か
し
、
女
は
男
に
対
し
て
そ
の
生
活
の
み
じ
め
き
を
格
別
に
意

識
し
て
い
る
風
で
も
な
か
っ
た
。

こ
こ
で
解
釈
上
問
題
に
な
る
の
は
、
傍
線
A
の
部
分
に
お
い
て
、

隣
人
の
「
そ
そ
め
き
騒
ぐ
」
声
が
聞
こ
え
て
く
る
の
を
、
女
は
「
は
づ

か
し
く
思
ひ
た
り
」
と
記
し
、
傍
線
E
に
お
い
て
「
な
か
な
か
恥
ぢ

か
か
や
か
ん
よ
り
は
、
罪
ゆ
る
さ
れ
て
ぞ
見
え
け
る
」
と
な
っ
て
い

て
、
A
と

E
の
表
現
内
容
が
矛
盾
し
て
い
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
こ

と
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
矛
盾
は
、

B
と
E
の
意
味
の
対
応
を
詳

細
に
比
較
す
る
と
解
消
し
て
い
く
性
質
の
も
の
で
あ
る
。
即
ち
、

B

に
お
い
て
「
え
ん
だ
ち
気
色
ば
ま
む
人
は
、
消
え
も
入
り
ぬ
べ
き
住

の
お
ま
」
と
記
さ
れ
、

A
の
「
は
づ
か
し
」
と
い
う
感
情
を
抱
く
夕

顔
の
女
と
は
異
な
っ
た
感
情
で
「
住
」
を
受
け
入
れ
て
い
る
。
「
え

ん
だ
ら
気
色
ば
ま
む
人
」
は
、
夕
顔
が
「
は
づ
か
し
」
と
思
っ
て
い

る
「
住
」
の
状
態
を
一
段
と
強
調
し
、
夕
顔
の
感
情
の
穏
や
か
さ
を

表
現
す
る
た
め
に
仮
定
さ
れ
た
人
物
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
、
夕
顔
を

描
い
た
A
の
「
は
づ
か
し
く
思
ひ
た
り
」
と
い
う
表
現
は
、
仮
定
さ

れ
た
女
を
描
く

B
の
表
現
に
比
較
し
て
、
そ
の
程
度
は
非
常
に
弱
く

表
現
さ
れ
て
い
る
と
と
に
な
る
。

ζ

の
場
合
と
同
様
に
、

E
の
「
恥

ぢ
か
か
や
か
む
」
と
い
う
の
も
］

D
の
夕
顔
を
描
写
し
た
「
い
か
な

る
事
と
も
聞
き
知
り
た
る
様
な
ら
ね
ば
」
と
逆
の
意
味
に
お
い
て
対

応
し
て
い
る
。
し
か
も
、
「
恥
ぢ
か
か
や
か
む
」
と
い
う
の
は
、
外

か
ら
み
て
、
恥
ず
か
し
き
に
赤
面
し
て
い
る
こ
と
が
明
確
に
把
握
で

き
る
状
態
の
表
現
で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
、

B
の
「
え
ん
だ
ら
気
色
ば

ま
む
人
」
に
類
す
る
人
物
を
仮
定
し
て
、
夕
顔
の
女
の
比
較
の
対
象

と
し
て
文
中
に
挿
入
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

D
と
E
の
文
の
構
成
は
、

A
と

B
の
文
の
構
成
と
共
通
し
て
い
る
。
そ
の
点
、
「
恥
づ
か
し
く
」

と
「
恥
ぢ
か
か
や
か
ひ
」
と
は
、
共
通
す
る
要
素
は
す
く
な
く
、
前

者
は
、
夕
顔
の
静
か
な
内
面
の
心
理
を
描
き
、
後
者
は
、
仮
定
さ
れ

た
人
物
（
夕
顔
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
の
場
合
は
仮
定
さ
れ
た
状

態
）
の
誇
張
さ
れ
た
状
態
を
表
現
し
て
い
る
も
の
と
解
さ
れ
る
。
従

っ
て
「
A
で
あ
る
が
故
に

E
は
お
か
し
い
」
と
い
う
論
理
は
成
立
し

な
い
。
む
し
ろ
、

B
が
A
の
比
較
の
対
象
と
し
て
の
意
味
を
持
つ
と

同
様
の
役
割
を
、

E
は
D
に
対
し
て
持
っ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
も
の

と
理
解
し
て
き
し
っ
か
え
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
乙
う
考
え
て

く
る
と
、

E
の
「
恥
ぢ
か
か
や

b
」
が
対
応
し
て
い
る
表
現
は
、

B

の
「
消
え
も
入
り
ぬ
ベ
、
支
乙
で
あ
っ
て
、
A
と

E
と
は
文
脈
の
上
で

の
つ
な
が
り
は
な
い
こ
と
に
な
る
。

そ
れ
に
対
し
て
、
A
の
「
恥
づ
か
し
く
思
ひ
た
り
」
と

D
の
「
い

か
な
る
事
と
も
聞
き
知
り
た
る
様
な
ら
ね
ば
」
と
は
密
接
な
つ
な
が

り
の
あ
る
の
は
否
定
で
き
な
い
。
今
井
源
衛
氏
は
、
乙
れ
に
つ
い
て

（

3）
 

次
の
よ
う
に
述
べ
て
お
ら
れ
る
。

「
女
い
と
恥
づ
か
し
く
思
ひ
た
り
」
は
「
聞
き
知
り
た
る
さ
ま
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な
ら
ね
ば
」
と
一
昆
矛
盾
す
る
が
、
前
者
は
女
の
心
中
に
即
し
て

述
べ
、
後
者
は
源
氏
の
目
に
挟
じ
た
女
の
姿
で
あ
る
。

更
に
「
内
心
を
外
に
現
わ
さ
な
い
」
女
と
し
て
の
描
写
を
意
図
し
て

い
る
と
述
べ
ら
れ
る
。

こ
こ
で
、
再
び
A
の
表
現
か
ら
辿
っ
て
み
る
。
A
と
B
と
の
関
係

は
、
A
の
夕
顔
の
女
よ
り
B
の
仮
定
さ
れ
た
人
物
の
方
が
、
激
し
い

感
情
の
持
主
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
示
し
、
夕
顔
の
女
の
「
は
づ
か

し
く
」
と
い
う
心
情
表
現
に
対
し
、

B
は
「
消
え
も
入
り
ぬ
ベ
き
」

と
そ
の
差
を
示
し
て
い
る
。

C
の
「
さ
れ
ど
」
は
、
そ
れ
に
続
く
「
の

ど
か
に
」
以
下
C
の
部
分
を
含
め
て

D
の
「
聞
き
知
り
た
る
様
な
ら

ね
ば
」
ま
で
の
内
容
を
支
配
し
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の

中
心
と
な
っ
て
い
る
部
分
は
、
「
は
づ
か
し
く
思
ひ
た
り
」
「
さ
れ

ど
」
「
聞
き
知
り
た
る
様
な
ら
ね
ば
」
と
文
脈
は
辿
ら
れ
る
の
で
あ

る
。
そ
の
聞
に
含
ま
れ
る
「
の
ど
か
に
」
か
ら
「
児
め
か
し
く
て
」

ま
で
は
、
こ
の
場
で
の
具
体
的
な
描
写
よ
り
も
、
一
般
的
外
面
的
措

写
に
近
く
、
こ
の
女
の
こ
の
よ
う
な
一
般
性
か
ら
、

D
の
「
ま
た
な

く
ら
う
が
は
し
き
隣
の
用
意
な
さ
」
と
い
う
具
体
的
事
実
に
対
す
る

女
の
反
応
を
「
い
か
な
る
事
と
も
聞
き
知
り
た
る
様
な
ら
ね
ば
」
と

帰
納
し
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
推
定
す
る
の
で
あ
る
。
従
っ

て
、
女
は
、
内
心
そ
の
住
い
に
対
し
て
男
の
手
前
「
恥
づ
か
し
く
」

思
っ
て
は
い
る
が
、
さ
し
て
思
い
込
む
性
質
で
も
な
く
、
い
か
に
も

子
供
っ
ぽ
く
て
、
外
見
さ
し
て
気
に
と
め
て
い
る
様
子
で
も
な
い
、

と
い
う
解
釈
で
文
脈
を
辿
れ
ば
、

A
の
「
恥
づ
か
し
く
」
と
い
う
表

現
と
矛
盾
と
言
う
べ
き
程
の
表
現
の
断
層
は
あ
ま
り
強
く
は
浮
い
て

こ
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
「
さ
れ
ど
」
に
よ
っ
て
つ
な
が
れ
て
い
る

「
恥
づ
か
し
く
思
ひ
た
り
」
と
「
い
か
な
る
事
と
も
聞
き
知
り
た
る

様
な
ら
ね
ば
」
と
の
関
係
を
、
今
井
氏
の
説
か
れ
る
「
女
の
心
中
」

と
「
源
氏
の
自
に
映
じ
た
女
の
姿
」
と
解
し
た
場
合
も
同
様
の
結
果

に
な
っ
て
く
る
。

と
も
あ
れ
、
そ
の
住
い
の
さ
ま
は
、
気
取
る
女
で
あ
る
な
ら
ば
、

「
消
え
も
入
り
ぬ
べ
き
住
の
さ
ま
」
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
女

は
「
の
ど
か
」
な
態
度
の
中
で
、
「
い
か
な
る
事
と
も
」
思
っ
て
い

る
様
に
は
見
え
な
か
っ
た
。
以
上
の
よ
う
に
解
釈
し
て
こ
そ
、
あ
の

冒
頭
の
夕
顔
の
花
の
姿
を
見
る
乙
と
が
で
き
る
。
周
囲
の
「
ら
う
が

は
し
き
」
状
態
に
染
む
こ
と
な
く
、
と
い
っ
て
背
む
こ
と
も
な
く
、

自
然
の
様
の
中
で
己
れ
の
存
在
を
確
保
し
て
い
た
あ
の
優
し
げ
な
花

の
影
が
こ
こ
に
は
あ
っ
た
。

右
に
引
用
し
た
描
写
に
続
い
て
、
そ
の
住
居
の
状
態
に
対
し
て
不

快
の
念
を
一
不
す
源
氏
が
描
か
れ
る
。
「
碓
の
音
」
も
聞
き
馴
れ
ぬ
音

で
あ
っ
て
、
「
耳
か
し
が
ま
し
」
の
み
で
あ
る
。
し
か
し
、
源
氏
は

次
第
に
そ
の
世
界
の
情
趣
に
身
を
担
保
し
て
い
く
。
女
と
共
に
眺
め
た

前
栽
の
露
の
美
し
さ
は
、
源
氏
の
心
に
、
そ
の
住
い
に
生
き
る
女
と

共
通
の
感
情
を
導
い
て
い
た
。
住
い
の
様
に
対
し
で
抱
い
た
源
氏
の

不
快
の
念
は
、
前
裁
の
露
を
軸
と
し
て
、
肯
定
的
な
感
情
に
移
行
す

る
。
そ
れ
は
「
御
志
一
つ
の
浅
か
ら
ぬ
」
（

p
郡
）
思
い
に
基
く
も

の
で
は
あ
っ
た
が
、
一
風
変
っ
た
情
景
に
却
っ
て
興
趣
を
そ
そ
ら
れ
、

「
よ
ろ
づ
の
罪
ゆ
る
さ
る
る
」
（

p
m）
と
同
化
し
て
い
く
姿
を
描

写
す
る
。
こ
の
よ
う
な
源
氏
の
心
情
の
傾
斜
の
中
で
描
き
出
さ
れ
た

「
は
な
や
か
な
ら
ぬ
」
「
そ
こ
と
取
り
立
て
て
す
ぐ
れ
た
る
事
も
な
」

い
「
た
を
た
を
と
」
し
た
女
の
姿
に
、
源
氏
は
「
た
だ
い
と
ら
う
た
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く
見
ゆ
」
と
ひ
か
れ
て
い
く
自
ら
の
感
情
を
抑
え
る
こ
と
は
で
き
な

か
っ
た
。
前
に
考
察
し
た
住
い
の
さ
ま
の
描
写
の
部
分
に
於
て
「
ら

う
が
は
し
き
隣
」
に
対
し
て
「
罪
ゆ
る
さ
れ
て
」
見
え
た
の
も
、
女

の
「
思
ひ
入
れ
た
る
様
な
ら
で
」
「
い
と
あ
て
は
か
に
児
め
か
し
」

き
態
度
か
ら
で
あ
っ
た
。

こ
こ
に
描
き
出
さ
れ
た
女
の
姿
に
「
花
の
夕
顔
」
を
重
ね
て
み
る

こ
と
は
可
能
で
あ
る
。
「
見
な
ら
ひ
給
は
ぬ
住
の
様
」
、
「
あ
や
し

き
賎
の
男
」
、
「
臆
酔
」
の
声
、
す
べ
て
は
夕
顔
の
花
を
と
り
巻
く

自
然
の
姿
に
他
な
ら
な
い
。
夕
顔
の
女
が
、
内
心
で
は
、
そ
の
住
い

に
対
し
て
「
恥
づ
か
し
く
」
思
つ
て
は
い
て
も
、
「
い
か
な
る
事
と

も
聞
き
知
り
た
る
様
」
で
は
な
い
状
態
で
い
る
と
同
様
に
、
夕
顔
の

花
も
ま
た
、
「
も
の
は
か
な
き
住
」
「
あ
や
し
き
垣
根
」
に
「
白
き

花
ぞ
、
お
の
れ
ひ
と
り
」
美
し
く
そ
の
花
を
聞
か
せ
て
い
る
の
で
あ

っ
た
。
白
い
「
夕
顔
」
は
、
こ
こ
で
は
「
は
な
や
か
な
ら
ぬ
」

J

「ほ

そ
や
か
に
た
を
た
を
と
し
た
」
女
の
姿
と
な
っ
て
再
生
し
て
い
る
。

女
の
姿
の
背
後
に
、
ゆ
ら
め
く
花
の
影
を
感
ず
る
の
で
あ
る
。
二
重

映
し
の
美
の
効
果
は
こ
こ
に
お
い
て
生
き
て
い
る
。
女
は
花
と
重
な

り
、
白
く
は
か
な
い
花
の
影
に
た
ゆ
と
う
て
い
る
。
花
が
萎
れ
る
時
、

女
も
そ
の
運
命
を
共
に
す
る
べ
く
予
感
さ
せ
て
い
る
の
で
あ
っ
た
。

こ
こ
に
、
「
夕
顔
」
に
お
け
る
美
の
構
造
の
手
法
を
見
る
乙
と
が
で

き
る
の
で
あ
る
。
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増
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夫
氏
「
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定
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れ
る
人
、
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蝉
」
（
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座
『
源
氏

物
語
の
世
界
』
第
一
集
）

「
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蝉
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夕
顔
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な
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よ
（
『
源
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氏
物
語
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五
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引
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本
文
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氏
物
語
一
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新
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）
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る
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。
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。
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