
『
ぬ
れ
は
と
け
』
の
「
心
鏡
」

r
ぬ
れ
ほ
と
け
」
は
、
教
義
問
答
、
三
十
六
人
の
遊
女
の
絵
姿
に
「
か
た
ば

ち
」
「
ろ
う
さ
い
」
と
い
っ
た
小
歌
が
付
さ
れ
た
名
寄
歌
仙
、
遊
里
語
を
解
説

し
た
「
い
ま
の
世
の
は
や
り
こ
と
ば
」
、
そ
し
て
九
十
八
首
の
　
「
狂
句
」
　
で
構

成
さ
れ
て
い
る
。
教
義
問
答
を
基
調
と
し
、
そ
の
中
に
多
彩
な
趣
向
が
織
り
込

ま
れ
た
作
品
で
あ
る
。

従
来
、
こ
の
作
品
を
ど
う
読
む
の
か
、
ま
た
何
の
た
め
に
古
か
れ
た
の
か
と

い
う
こ
と
に
つ
い
て
の
言
及
が
、
遊
女
評
判
記
研
究
の
一
端
と
し
て
、
野
間
光

辰
氏
・
小
野
晋
氏
・
野
田
寿
雄
氏
に
よ
っ
て
な
さ
れ
て
き
た
。

ま
ず
野
間
光
辰
氏
は
、
作
品
の
多
彩
な
趣
向
を
主
、
教
義
問
答
を
従
と
捉

え
、
作
品
の
目
的
を
「
表
に
教
訓
を
装
い
な
が
ら
、
実
は
山
谷
通
い
の
道
案

内
・
遊
び
の
手
引
き
の
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
、
序
文
に
よ
っ
て
明
ら
か

で
あ
る
。
」
と
述
べ
た
。
そ
し
て
、
従
で
あ
る
に
も
拘
わ
ら
ず
教
義
問
答
が
作

松

　

浦

　

恵

　

子

品
中
相
当
な
分
立
を
占
め
て
い
る
理
由
を
、
二
つ
に
は
当
時
旗
本
奴
に
対
す

る
幕
府
の
取
締
り
厳
し
き
た
め
、
二
つ
に
は
こ
の
頃
流
行
の
寛
闊
念
仏
を
取
り

（
往
1
）

入
れ
た
た
め
」
で
あ
り
、
「
公
辺
に
対
す
る
遠
慮
」
で
あ
る
と
説
明
し
た
。
一

一
方
小
野
晋
氏
・
野
田
寿
雄
氏
は
教
義
問
答
に
主
眼
を
置
く
立
場
を
と
っ
て
　
1
5

い
る
。
小
野
氏
は
「
内
容
と
し
て
は
三
教
二
故
の
教
え
を
中
核
と
し
た
極
め
て
－

物
堅
い
啓
蒙
的
教
訓
物
に
過
ぎ
な
い
」
と
述
べ
、
作
品
全
体
に
つ
い
て
「
あ
く

ま
で
儒
仏
道
三
教
一
致
の
思
想
を
説
く
の
が
主
眼
と
な
っ
て
い
て
、
教
訓
物
の

（
沌
2
）

花
街
文
学
へ
の
一
変
形
と
み
な
す
べ
き
」
　
で
あ
る
と
総
括
し
た
。
野
田
氏
も

「
教
義
問
答
の
教
訓
書
」
で
あ
る
と
し
た
が
、
教
訓
と
趣
向
が
取
り
合
わ
せ
ら

（
i
ト
L
つ
J
）

れ
た
理
由
に
つ
い
て
見
解
を
明
確
に
は
し
て
い
な
い
。

諸
氏
い
ず
れ
も
、
こ
の
作
品
を
ど
う
読
む
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
の
結

論
を
出
し
て
は
い
る
が
、
そ
れ
は
作
品
内
容
の
詳
細
な
検
討
過
程
を
明
ら
か
に

し
た
上
で
の
こ
と
で
は
な
い
。
ま
た
、
作
品
の
目
的
や
作
者
の
意
図
を
考
察
す

る
上
で
序
按
が
重
要
な
手
が
か
り
と
な
る
の
は
確
か
だ
が
、
本
文
内
容
と
付
き



合
わ
せ
た
上
で
の
活
用
が
前
提
で
あ
る
。
何
よ
り
も
ま
ず
内
容
を
分
析
す
る
こ

と
か
ら
始
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
多
彩
な
趣
向
と
教
義
問
答
の
い
ず
れ
に
重

点
を
お
い
て
読
む
か
は
、
そ
の
作
業
を
踏
ま
え
て
初
め
て
問
わ
れ
る
べ
き
で
あ

ろ
う
。
そ
も
そ
も
仮
名
草
子
は
一
つ
の
作
品
中
に
複
数
の
主
題
を
持
ち
う
る
雑

多
性
を
備
え
る
も
の
な
の
だ
か
ら
、
ど
ち
ら
の
主
題
に
重
点
が
あ
る
の
か
を
論

じ
る
よ
り
も
、
趣
向
と
教
義
問
答
そ
れ
ぞ
れ
に
焦
点
を
当
て
る
多
様
な
分
析
の

視
点
を
持
つ
こ
と
を
優
先
さ
せ
、
最
終
的
に
は
二
つ
の
要
素
が
同
居
し
て
い
る

こ
と
の
意
味
の
解
明
を
目
指
す
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

本
作
品
に
お
い
て
教
義
問
答
は
相
当
な
分
量
を
も
っ
て
お
り
、
教
訓
の
内
容

や
そ
の
根
底
に
あ
る
思
想
を
解
明
す
る
こ
と
は
、
作
品
の
解
読
に
は
必
須
の
課

題
と
な
る
。
そ
し
て
教
義
問
答
を
読
み
解
く
際
に
は
、
「
狂
句
」
と
し
て
下
巻

（
i
t
4
）

に
収
録
さ
れ
て
い
る
九
十
八
首
の
遺
歌
も
、
重
要
な
検
討
材
料
と
し
て
扱
う
べ

き
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
教
義
問
答
中
、
吉
野
が
道
歌
に
つ
い
て
次
の
よ
う

に
述
べ
る
箇
所
が
あ
る
か
ら
だ
。

し
ん
じ
つ
よ
り
御
修
行
を
心
ざ
し
た
ま
ふ
な
ら
、
理
学
で
お
し
へ
ま
い
ら

せ
ん
。
理
学
の
た
め
に
旗
の
女
が
、
あ
ま
た
の
歌
を
よ
み
つ
づ
り
、
此
書

の
奥
に
う
つ
し
置
く
。
ま
づ
此
歌
を
御
ら
ん
ぜ
よ
。
あ
ら
ま
し
が
つ
て
ん

ま
い
る
べ
し
。
す
こ
し
の
ふ
し
ん
候
と
も
、
御
た
づ
ね
候
へ
や
。
（
五
十

（
注
5
）

三
頁
／
四
十
五
頁
）

此
書
の
奥
に
よ
み
お
き
し
歌
ど
も
、
御
心
を
と
め
ら
れ
御
ら
ん
な
さ
れ
、

御
と
く
し
ん
あ
る
べ
し
。
（
五
十
九
頁
／
四
十
七
頁
）

ま
た
、
本
作
品
の
構
成
自
体
も
、
遺
歌
と
教
義
問
答
を
対
照
さ
せ
る
必
要
を

示
し
て
い
る
。
教
義
問
答
は
上
巻
半
ば
か
ら
始
ま
り
、
中
巻
の
「
片
撥
」
・

「
ろ
う
さ
い
」
・
遊
女
名
寄
歌
仙
に
入
る
直
前
ま
で
で
一
通
り
語
り
終
え
ら
れ

て
い
る
が
、
上
巻
中
巻
に
出
て
き
た
教
訓
や
概
念
は
、
下
巻
に
入
っ
て
遺
歌
の

中
に
詠
み
込
ま
れ
、
所
々
に
差
し
挟
ま
れ
る
平
金
と
吉
野
の
問
答
に
よ
っ
て
更

に
詳
細
に
説
明
さ
れ
て
い
る
。
平
金
は
、
道
歌
を
通
し
て
吉
野
の
説
く
教
訓
を

理
解
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
遺
歌
が
教
義
問
答
と
の
密

接
な
関
わ
り
を
も
っ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

本
稿
で
は
、
道
警
援
用
し
て
教
義
問
答
を
詳
細
に
読
み
解
く
こ
と
に
よ
一

り
、
遊
女
と
教
義
問
答
が
取
り
合
わ
せ
ら
れ
て
い
る
理
由
を
考
察
し
、
平
金
が
　
1
6

吉
野
の
教
え
に
従
っ
た
理
由
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
　
－

二

（
注
6
】

野
田
氏
も
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
平
金
に
対
す
る
吉
野
の
教
訓
は
「
万

物
の
あ
く
じ
と
な
る
根
本
は
色
欲
な
り
」
で
始
ま
る
。
冒
頭
部
分
に
は
、
こ
れ

か
ら
展
開
さ
れ
る
教
訓
の
中
で
も
、
核
と
な
る
考
え
が
示
さ
れ
て
い
る
筈
で
あ

る
。
教
訓
内
容
を
理
解
す
る
う
え
で
こ
の
部
分
の
解
釈
は
非
常
に
重
要
で
あ

る
。
以
下
に
掲
げ
、
検
討
を
試
み
る
。

【
引
用
こ

な
る
根
本
は
色
欲
な
り
。
色
欲
ち
ゃ
う
じ
て
ほ
ん
の
ふ



を
引
出
し
、
ほ
ん
の
ふ
ち
ゃ
う
じ
て
身
を
お
も
ふ
ゆ
へ
に
利
よ
く
出
る
。

利
よ
く
出
る
ゆ
へ
に
偽
ち
ゃ
う
じ
、
偽
ち
ゃ
う
じ
て
め
う
り
出
る
。
め
う

り
ち
ゃ
う
じ
て
仁
義
を
わ
す
る
、
。
仁
義
を
わ
す
る
、
ゆ
へ
、
主
君
へ

忠
、
親
へ
の
孝
を
忘
る
、
。
主
君
・
親
へ
忠
・
孝
を
忘
る
、
ゆ
へ
に
命
を

お
し
む
。
命
を
お
し
む
ゆ
へ
に
仏
道
を
ね
が
わ
ず
。
仏
の
遺
し
ら
ざ
る
ゆ

へ
地
獄
・
が
き
・
ち
く
せ
う
・
し
ゆ
ら
の
く
げ
ん
を
し
て
、
む
げ
ん
に
落

る
事
う
た
が
い
な
し
。

此
道
理
を
よ
く
御
合
点
な
さ
れ
て
、
色
欲
を
第
一

に
せ
つ
し
た
ま
へ
。
（
二
十
六
～
二
十
七
頁
／
三
十
七
頁
）

上
巻
の
、
平
金
か
ら
大
心
学
者
と
の
議
論
を
聞
か
さ
れ
た
吉
野
が
、
平
金
を

諌
め
る
場
面
で
述
べ
た
言
葉
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
「
万
物
の
あ
く
じ
」
の
根

本
原
因
が
「
色
欲
」
に
あ
る
と
い
う
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。

で
は
「
万
物
の
あ
く
じ
」
と
は
一
体
ど
の
よ
う
な
事
柄
を
指
し
て
い
る
の

か
。
作
品
中
の
用
例
か
ら
そ
の
具
体
的
な
内
容
を
示
そ
う
。
用
例
は
他
に
三
箇

所
見
ら
れ
る
。

【
引
用
二
】

共
時
よ
し
野
の
た
ま
ふ
は
わ
が
身
の
い
け
ん
き
こ
し
め
し
、
悪
心
を
ひ
る

が
へ
し
善
心
に
い
た
り
た
ま
は
ん
事
、
御
う
れ
し
さ
は
か
ぎ
り
な
し
。
し

か
り
と
は
申
せ
ど
も
、
ば
ん
ぶ
っ
の
悪
こ
l
は
み
な
閻
T
こ
修
行
な
さ
る

べ
し
。
此
さ
ん
や
へ
明
日
よ
り
御
か
よ
ひ
な
さ
れ
ぬ
も
同
凶
に
て
候
な

り
。
ま
た
い
ま
、
で
の
ご
と
く
に
御
出
な
さ
れ
候
品
と
申
物
な
り
。
修

行
な
さ
れ
侯
て
御
気
の
つ
ま
り
侯
時
、
か
な
ら
ず
御
出
候
て
御
な
ぐ
さ
み

な
さ
る
べ
し
。
御
修
行
な
さ
れ
候
と
も
、
か
た
お
ち
ぬ
こ
そ
か
ん
や
う
な

れ
。
中
よ
う
も
中
道
心
、
皆
間
困
且
に
こ
も
り
た
り
。
よ
く
～
－
心
得
た

ま
ふ
べ
し
。
わ
が
身
も
そ
さ
ま
に
わ
か
れ
な
ば
、
な
に
と
世
を
お
く
ら
ん

や
。
常
の
ご
と
く
に
心
得
て
、
世
を
わ
た
り
た
ま
ヘ
ヤ
と
く
れ
L
r
t
、
と
し

め
さ
る
、
。
（
百
六
十
九
～
百
七
十
頁
／
九
十
頁
）

作
品
の
結
末
部
分
、
改
心
し
た
平
金
に
対
し
て
述
べ
る
吉
野
の
言
葉
で

あ
る
。「

ば
ん
ぶ
っ
の
悪
事
は
み
な
過
不
及
と
修
行
な
さ
る
べ
し
」
と
あ
り
、
「
過
不

及
」
に
留
意
し
て
修
行
す
べ
き
こ
と
が
説
か
れ
る
。
こ
の
「
過
不
及
」
と
は
、

「
過
ぎ
た
る
は
猶
及
ば
ざ
る
が
ご
と
し
」
と
い
う
格
言
の
こ
と
で
あ
る
と
解
し

（
注
7
）

て
よ
い
だ
ろ
う
。
こ
れ
は
「
中
よ
う
も
中
道
心
」
と
い
う
言
葉
を
用
い
て
、
何

事
に
お
い
て
も
中
庸
を
保
つ
こ
と
が
肝
要
で
あ
る
と
説
か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら

（
は
8
）

も
言
え
る
。
「
万
物
の
あ
く
じ
」
と
「
過
不
及
」
の
組
み
合
わ
せ
は
巻
下
道
歌

五
十
五
番
に
見
ら
れ
、
「
過
」
「
不
及
」
に
つ
い
て
は
五
十
七
番
・
五
十
八
番
に

表
現
さ
れ
て
い
る
。
以
下
に
五
十
五
番
か
ら
五
十
八
番
ま
で
を
掲
げ
る
。

5
5
岡
田
と
成
は
圏
と
お
も
ひ
さ
だ
め
て
ゆ
だ
ん
ば
し
す
な

5
6
　
偽
を
い
ふ
そ
の
も
と
を
た
づ
ぬ
れ
ば
我
が
す
く
道
ぞ
い
つ
わ
り
を
い
ふ

5
7
　
す
く
道
も
圏
に
な
る
ゆ
へ
に
い
つ
わ
り
を
い
ふ
と
お
も
ひ
て
こ
、
ろ
ゆ

る
す
な

5
8
　
す
く
遺
を
と
む
る
こ
、
ろ
も
閻
管
て
わ
が
た
の
し
み
の
た
ね
を
う
し

の
ふ

17



五
十
五
番
は
、
【
引
用
二
】
の
主
張
を
そ
の
ま
ま
遺
歌
に
し
た
も
の
と
解
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

五
十
七
番
と
五
十
八
番
は
、
「
過
不
及
」
を
「
過
」
と
「
不
及
」
に
分
解
し
、

そ
れ
ぞ
れ
の
内
容
に
つ
い
て
説
明
し
て
い
る
。
五
十
七
番
・
五
十
八
番
の
解
釈

の
鍵
と
な
る
の
は
、
こ
の
二
首
に
共
通
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
「
す
く
道
」
と

い
う
語
で
あ
る
。
【
引
用
二
】
　
の
「
此
さ
ん
や
へ
明
日
よ
り
御
か
よ
ひ
な
さ
れ

ぬ
も
、
閻
管
て
候
な
り
。
ま
た
い
ま
、
で
の
ご
と
く
に
御
出
な
さ
れ
侯
も
園

と
申
物
な
り
」
と
い
う
部
分
を
併
せ
読
む
と
、
「
す
く
道
」
と
は
色
の
道
、
つ

ま
り
「
色
欲
」
と
解
せ
ら
れ
る
。
ま
た
五
十
七
番
を
介
在
さ
せ
る
こ
と
で
、
五

十
六
番
に
あ
る
よ
う
に
、
色
欲
が
偽
り
を
言
う
原
因
と
な
る
こ
と
が
明
ら
か
と

な
る
。
五
十
六
番
か
ら
五
十
八
番
ま
で
の
一
連
の
道
歌
は
、
色
欲
に
つ
い
て
述

べ
た
も
の
な
の
だ
。

「
万
物
の
あ
く
じ
」
の
語
は
、
抜
文
に
も
見
ら
れ
る
。

【
引
用
三
】

わ
れ
も
人
も
色
欲
・
利
欲
に
心
と
ら
る
、
ゆ
へ
、
閻
と
な
り

て
家
を
う
し
な
い
、
国
を
う
ば
わ
れ
、
天
下
は
天
下
へ
と
り
か
へ
さ
れ
、

其
み
は
本
よ
り
め
つ
き
や
く
し
て
、
末
代
ま
で
悪
名
残
る
な
り
。
上
人
下

人
民
百
性
等
、
い
か
な
る
肢
の
男
肢
の
女
に
至
る
ま
で
、
面
々
の
身
を
よ

く
お
さ
め
た
る
時
は
天
下
大
平
に
し
て
安
楽
な
り
。
（
百
七
十
一
頁
／
九

十
二
頁
）

「
わ
れ
も
人
も
色
欲
利
欲
に
心
と
ら
る
、
ゆ
へ
万
物
の
あ
く
じ
と
な
り
て
、

家
を
う
し
な
い
」
と
あ
り
、
【
引
用
二
と
同
様
、
「
万
物
の
あ
く
じ
」
の
元
は

「
色
欲
」
で
あ
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
る
。
平
和
な
治
世
の
実
現
に
は
、
色
欲
・

利
欲
の
節
制
が
必
要
不
可
欠
な
も
の
と
捉
え
ら
れ
て
い
る
。

三

さ
て
、
色
欲
・
利
欲
の
節
制
が
説
か
れ
た
後
は
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
こ

と
を
心
掛
け
て
生
き
て
い
く
べ
き
か
と
い
う
こ
と
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
に

な
る
。
平
金
が
「
心
の
や
す
む
道
あ
ら
ば
、
と
て
も
の
が
れ
ぬ
御
な
さ
け
に
、

御
し
め
し
た
ま
わ
れ
」
と
自
ら
の
生
き
方
の
指
針
を
問
い
、
そ
れ
に
対
す
る
答

ぇ
と
し
て
、
吉
野
は
「
能
心
得
て
修
行
あ
る
べ
し
」
と
、
修
行
の
必
要
を
説
く
一

の
で
あ
る
。
富
野
は
自
ら
の
修
行
の
経
験
と
、
そ
れ
に
よ
っ
て
得
た
成
果
を
述
　
1
8

ベ

る

。

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

－

【
引
用
四
】

わ
が
身
生
国
は
か
ず
さ
の
も
の
に
て
　
（
中
略
）
　
其
本
い
や
し
き
物
な
れ

ば
、
上
人
下
人
に
あ
い
ま
し
て
も
物
い
ふ
す
べ
も
し
ら
ざ
り
し
野
人
の
内

の
野
人
に
て
、
世
に
あ
さ
ま
し
き
わ
れ
な
れ
ど
、
此
さ
ん
や
に
す
み
な
れ

て
、
か
ら
さ
き
ど
の
に
な
れ
ま
い
ら
せ
（
中
略
）
是
ぞ
太
夫
の
手
本
ぞ
と
、

日
夜
朝
碁
に
い
と
ま
な
く
、
見
な
ろ
ふ
事
の
致
し
ら
ず
、
つ
も
り
1
し
ー
て

よ
し
野
と
い
ふ
太
夫
と
な
り
て
、
い
ま
は
は
や
、
あ
ふ
人
ご
と
の
心
い
き
、

き
か
ね
ど
う
つ
る

ま
か
せ
く
て
そ
の
色
に
、
し
な
ぬ
れ
か
け

て
い
き
は
づ
み
、

お
の
れ
と
出
て
た
る
み
な
き
其
こ
と
わ
ざ
は
、
と
し
を



へ
て
見
な
れ
き
、
な
れ
修
行
せ
し
は
ま
の
ま
さ
ご
の
数
よ
り
も
、
つ
き
せ

ぬ
人
の
こ
と
の
は
が
し
ぜ
ん
と
心
に
な
れ
そ
め
て
、

物
の
じ
ゆ
う
を
い
た

す
な
り
。
わ
れ
ら
の
ご
と
き
燭
の
女
の
、
野
人
の
内
の
下
人
さ
へ
、
其
遺

く
を
心
が
け
、
ぜ
ひ
も
と
お
も
ふ
心
ゆ
へ
、
そ
の
名
も
た
か
き
上
ら
う

の
す
み
た
ま
い
し
さ
ん
や
に
て
、
よ
し
野
と
人
に
よ
ば
れ
し
な
り
。
（
四

十
七
～
四
十
九
頁
／
四
十
三
～
四
十
四
頁
）

富
野
は
、
姉
女
郎
か
ら
さ
き
を
「
太
夫
の
手
本
」
と
し
て
「
日
夜
朝
碁
に
い

と
ま
な
く
」
学
ん
だ
こ
と
に
よ
り
、
太
夫
と
な
っ
た
。
そ
し
て
今
は
「
あ
ふ
人

ご
と
の
心
い
き
、
き
か
ね
ど
う
つ
る
心
鏡
に
、
ま
か
せ
〈
て
そ
の
色
に
」
と

あ
る
よ
う
に
、
自
然
と
「
心
鏡
」
　
に
客
の
心
が
映
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
そ

の
よ
う
な
状
態
で
あ
る
か
ら
、
「
た
る
み
な
」
　
い
、
張
り
の
あ
る
遊
女
と
し
て
、

多
く
の
客
を
集
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
つ
き
せ
ぬ
人
の
こ
と
の
は
が
、
し
ぜ

ん
と
心
に
な
れ
そ
め
て
、
物
の
じ
ゆ
う
を
い
た
す
」
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
「
と

し
を
へ
て
」
、
つ
ま
り
長
年
に
捗
っ
て
修
行
を
積
ん
だ
結
果
で
あ
っ
た
。
遊
女

と
し
て
ど
の
よ
う
に
勤
め
を
こ
な
せ
ば
よ
い
の
か
、
あ
る
べ
き
遊
女
の
姿
と
は

何
か
と
い
う
こ
と
を
日
夜
考
え
、
そ
れ
に
近
づ
こ
う
と
し
た
か
ら
こ
そ
、
彼
女

は
遊
女
と
し
て
位
を
極
め
る
こ
と
が
で
き
た
と
語
っ
て
い
る
。

吉
野
は
自
身
の
修
行
に
つ
い
て
説
明
す
る
際
、
「
心
鏡
」
　
の
語
を
用
い
て
い

る
。
「
心
銃
」
は
、
吉
野
が
多
く
の
客
に
支
持
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
た
め
の
欠

か
せ
な
い
要
素
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
。
で
は
、
「
心
鏡
」
と
は
具
体
的
に
ど

の
よ
う
な
心
の
状
態
を
表
現
す
る
語
句
な
の
だ
ろ
う
か
。
教
義
問
答
の
他
の
箇

所
や
道
歌
に
お
け
る
用
例
を
通
し
て
、
こ
の
語
が
ど
の
よ
う
な
心
の
状
態
を
表

現
し
て
い
る
の
か
を
探
る
。

道
歌
に
お
い
て
「
心
錠
」
と
い
う
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
の
は
、
二
十
二
番

で
あ
る
。

2
2
　
修
行
し
て
わ
が
国
の
く
も
ら
ず
は
諸
神
諸
仏
の
す
み
か
な
り
け
り

上
旬
「
修
行
し
て
わ
が
心
鏡
の
く
も
ら
ず
は
」
を
、
【
引
用
四
】
傍
線
部
に

示
し
た
、
吉
野
が
修
行
し
て
優
れ
た
遊
女
と
な
っ
た
こ
と
と
重
ね
合
わ
せ
る
の

に
無
理
は
な
い
。
こ
の
道
歌
で
は
、
「
心
鏡
の
く
も
ら
」
な
い
状
態
を
「
諸
神

諸
仏
の
す
み
か
」
で
あ
る
と
断
じ
て
お
り
、
こ
れ
を
「
心
鏡
」
の
意
味
内
容
と

考

え

る

こ

と

が

で

き

る

。

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

一

更
に
二
十
二
番
の
　
「
修
行
」
と
い
う
語
を
繋
が
り
と
し
て
辿
れ
ば
、
二
十
番
　
1
9

に

行

き

当

た

る

。

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

－

2
0
　
修
行
と
は
善
心
ま
さ
ず
悪
き
へ
白
と
ぐ
と
こ
、
ろ
へ

こ
れ
に
よ
る
と
、
修
行
と
は
「
鏡
の
お
も
て
」
、
つ
ま
り
鏡
の
表
面
を
「
と

ぐ
」
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
二
十
二
番
の
「
心
鏡
の
く
も
ら
ず
」
と
い
う
状
態

に
等
し
い
。

「
鏡
」
と
「
と
ぐ
」
　
の
組
み
合
わ
せ
は
、
二
十
一
番
に
も
あ
る
。

2
1
　
天
地
を
も
う
つ
せ
ば
う
つ
る
同
国
凶
を
も
と
が
ね
ば
お
し
き
本
の
か
ら

か
ね

「
か
ゞ
み
」
は
研
げ
ば
「
天
地
」
ま
で
も
映
す
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る

と
さ
れ
て
い
る
。



二
十
番
か
ら
二
十
二
番
ま
で
の
道
歌
に
示
さ
れ
て
い
る
の
は
、
曇
り
の
な
い

「
心
鏡
」
と
は
神
や
仏
に
等
し
い
状
態
を
表
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て

そ
の
状
態
を
保
て
ば
天
地
を
映
す
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し

て
そ
の
た
め
に
必
要
な
の
は
「
修
行
」
だ
と
述
べ
て
い
る
。

こ
れ
に
続
く
二
十
三
番
か
ら
二
十
六
番
ま
で
の
道
歌
に
は
、
す
べ
て
「
善

悪
」
が
詠
み
込
ま
れ
、
「
心
鏡
」
に
類
す
る
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。

【
引
用
五
】

知
の
な
き
も
の
は
修
行
な
り
が
た
し
。
人
う
ま
れ
て
一
才
二
才
の
時
の
心

も
う
ま
れ
ぬ
さ
き
の
心
も
、
恵
念
・
知
恵
・
才
覚
・
七
情
の
気
な
く
、
万

物
お
ぼ
へ
ざ
る
所
は
同
前
な
り
。
一
才
二
才
の
子
ど
も
の
前
へ
あ
か
き
ふ

く
さ
を
い
だ
せ
ば
、
心
に
色
う
つ
り
て
、
其
ま
、
手
を
い
だ
し
と
る
な

り
。
ま
た
す
み
の
火
を
よ
く
お
こ
し
て
い
だ
せ
ば
、
色
あ
か
き
事
ふ
く
さ

2
3
　
善
悪
は
た
ヾ
そ
の
ま
、
の
す
が
た
ぞ
と
お
も
ひ
お
も
へ
ば
不
二
に
成
け
り

と
お
な
じ
事
な
れ
ば
、
手
を
い
だ
し
と
る
な
り
。
心
は
知
恵
な
く
、
正
直

2
4
　
図
と
は
唯
ひ
と
い
ろ
の
か
ら
か
ね
に
表
裏
を
そ
な
へ
善
悪
と
い
ふ

2
5
　
善
悪
の
ふ
た
つ
あ
り
と
は
見
ゆ
れ
ど
も
た
ヾ
そ
の
間
H
凶
一
め
ん
と
い
ふ

2
6
　
圏
ぜ
も
く
だ
き
て
見
れ
ば
善
悪
も
l
致
二
門
も
無
一
物
な
り

「
善
悪
」
は
「
不
二
」
、
つ
ま
り
一
つ
の
も
の
で
あ
り
、
「
か
ら
か
ね
」
の
「
表

裏
」
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
と
説
明
す
る
。
二
十
五
番
で
は
二
つ
で
あ
る
よ
う

に
見
え
る
「
善
悪
」
も
、
一
面
の
「
か
ゞ
み
」
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の

よ
う
な
不
可
分
の
　
「
善
」
と
「
悪
」
は
、
二
十
三
番
に
「
そ
の
ま
、
の
す
が

た
」
と
あ
る
よ
う
に
、
人
間
の
あ
り
の
ま
ま
の
姿
を
表
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
一

連
の
道
歌
は
、
二
十
番
に
示
さ
れ
た
「
心
鏡
」
と
「
善
悪
」
　
の
関
わ
り
を
、
よ

り
詳
し
く
す
る
働
き
を
も
っ
て
い
る
。

道
歌
に
お
け
る
「
心
鏡
」
の
用
例
は
以
上
で
あ
る
。
次
は
、
教
義
問
答
に
お

い
て
「
心
鏡
」
が
ど
の
よ
う
な
文
脈
で
用
い
ら
れ
て
い
る
の
か
を
探
り
、
そ
の

意
味
内
容
を
示
す
箇
所
を
挙
げ
て
い
く
。

あ
き
ら
か
に
し
て
、

万
物
を
其
ま
、
う
つ
す
や
く
な
れ
ば
、
火
と
ふ
く
さ

と
の
わ
き
ま
へ
な
く
と
る
な
り
。
故
に
l
心
鏡
下
も
仏
と
も
聖
人
と
も
い
ふ

な
り
。
成
人
し
て
意
念
出
、
ち
へ
・
才
覚
・
七
情
の
気
そ
な
わ
り
、
青
黄

赤
白
黒
を
わ
き
ま
へ
、
色
に
心
を
と
ら
れ
う
た

ふ
心
を
、
衆
生
の
ま
よ

い
と
申
候
な
り
。
（
百
十
八
～
百
十
九
頁
／
七
十
三
頁
）

下
巻
の
遺
歌
第
二
十
八
番
「
本
来
は
い
か
な
る
わ
れ
と
し
り
た
く
ぼ
壱
つ
二

つ
の
子
こ
そ
手
本
よ
」
に
続
く
部
分
で
、
「
一
つ
二
つ
の
子
こ
そ
手
本
よ
」
と

い
う
句
に
つ
い
て
の
解
説
を
求
め
た
平
金
に
対
す
る
吉
野
の
言
葉
の
中
に
「
心

鏡
」
の
語
が
あ
る
。
「
心
鏡
」
の
解
説
に
相
当
す
る
部
分
に
実
線
を
付
し
た
。

こ
の
箇
所
に
よ
れ
ば
、
「
心
鏡
」
と
は
、
「
一
才
二
才
の
時
の
心
」
ま
た
は

「
う
ま
れ
ぬ
さ
き
の
心
」
で
あ
り
、
「
悪
念
・
知
恵
・
才
覚
・
七
情
の
気
」
が
な

い
状
態
を
指
す
。
「
正
直
あ
き
ら
か
」
で
あ
り
、
「
万
物
を
其
ま
、
う
つ
す
」
も

の
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
「
心
に
色
う
つ
」
　
っ
て
、
目
の
前
に
炭
火
を
差
し
出
さ

れ
て
も
、
危
な
い
も
の
だ
と
認
識
せ
ず
に
そ
の
ま
ま
手
に
取
っ
て
し
ま
う
。
こ



の
よ
う
な
心
は
「
仏
」
や
「
聖
人
」
に
例
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
引
用
箇
所
で

は
、
「
心
鏡
」
の
語
を
は
さ
ん
で
後
半
部
に
、
「
心
鏡
」
を
備
え
て
い
な
い
状
態

に
つ
い
て
も
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
先
に
挙
げ
た
「
心
鏡
」
　
の
特
徴
と
対
を
な
す

表
現
で
あ
る
。
こ
の
状
態
の
解
説
と
な
る
部
分
に
は
破
線
を
引
い
て
示
し
た
。

実
線
部
と
対
照
さ
せ
な
が
ら
見
て
い
こ
う
。
「
成
人
」
す
る
に
つ
れ
「
意
念
出
、

ち
へ
・
才
覚
・
七
情
の
気
」
が
備
わ
っ
て
く
る
と
、
「
青
黄
赤
白
黒
」
の
「
色

に
心
を
と
ら
れ
」
、
つ
ま
り
色
を
弁
別
し
、
手
に
取
っ
て
よ
い
も
の
か
ど
う
か

と
「
う
た
が
ふ
心
」
が
出
来
て
く
る
。
こ
れ
は
、
「
心
鏡
」
を
備
え
た
状
態
と

は
対
照
的
に
、
「
衆
生
の
ま
よ
い
」
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
。

下
巻
の
、
成
仏
に
至
る
道
を
問
う
吉
野
に
対
す
る
出
家
の
言
葉
に
も
「
心

鏡
」
　
の
語
が
出
て
く
る
。

【
引
用
六
】

密
会
仙
想
．
令
扇
曙
は
廟
畢
封
苛
彿
罫
最
悪
裂

づ
み
、
あ
れ
に
と
り
つ
き
、
こ
れ
に
し
み
か
ぶ
り
、
心
と
ら
る
、
時
は
、

万
物
に
う
た
が
い
お
、
く
、
ふ
し
ん
た
つ
心
を
ほ
ん
ぷ
の
ま
よ
ひ
と
い
ふ

な
り
。
（
中
略
）

知
識
の
知
恵
は
正
直
あ
き
ら
か
な
る
ゆ
へ
、
ぬ
す
人
の

い
ふ
事
を
ま
こ
と
、
お
ぼ
し
め
し
、
だ
ま
さ
れ
た
ま
ふ
事
、
世
に
お
ろ
か

に
見
ゆ
れ
ど
も
、
本
知
そ
な
わ
り
た
ま
ふ
ゆ
へ
、

三
世
・
浄
土
を
さ
と
り

た
ま
ふ
な
り
。
是
を
本
知
と
い
ふ
な
り
。
（
百
五
十
一
～
百
五
十
二
頁
／

八
十
四
～
八
十
五
頁
）

【
引
用
五
】
と
同
じ
「
正
直
あ
き
ら
か
」
と
い
う
表
現
が
用
い
ら
れ
て
い
る

こ
と
か
ら
、
こ
こ
も
「
心
鏡
」
を
備
え
た
状
態
を
説
明
し
て
い
る
箇
所
と
考
え

て
よ
い
。
「
三
世
・
浄
土
を
さ
と
り
た
ま
ふ
」
と
は
、
【
引
用
五
】
の
「
仏
と
も

聖
人
と
も
い
ふ
」
と
ほ
ぼ
同
義
で
あ
る
。
こ
の
【
引
用
六
】
で
は
、
「
心
鏡
」

を
備
え
た
状
態
を
説
明
す
る
語
句
と
し
て
、
新
た
に
「
本
知
」
と
い
う
語
を
用

い
て
い
る
。

こ
の
引
用
で
は
、
前
半
に
、
「
心
鏡
悉
く
も
ら
せ
」
た
時
に
は
ど
う
な
る
の

か
と
い
う
説
明
も
な
さ
れ
て
い
る
。
「
意
念
悪
に
へ
ん
」
じ
る
と
「
物
の
色
品

に
心
を
な
づ
み
」
、
そ
の
た
め
に
「
と
り
つ
」
い
た
り
「
し
み
か
ぶ
」
　
っ
た
り

す
る
。
心
が
物
に
「
と
ら
る
こ
、
つ
ま
り
と
ら
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
う
な

る
と
様
々
な
も
の
に
対
す
る
「
う
た
が
い
」
や
「
ふ
し
ん
」
が
生
じ
る
。
【
引
一

用
五
】
に
お
け
る
「
色
に
心
を
と
ら
れ
う
た
が
ふ
心
」
の
言
い
換
え
で
あ
る
。
2
1

「
ほ
ん
ぶ
の
ま
よ
ひ
」
と
い
う
総
括
の
語
も
、
【
引
用
五
二
衆
生
の
ま
よ
い
」
　
I

と
同
意
で
あ
る
。

「
心
鏡
」
を
曇
ら
せ
た
状
態
を
説
明
す
る
箇
所
に
出
て
く
る
「
意
念
」
の
語

は
、
複
数
の
遺
歌
に
用
い
ら
れ
て
お
り
、
本
作
品
の
思
想
を
示
す
概
念
語
句
と

考
え
ら
れ
る
。
【
引
用
六
】
か
ら
「
心
鏡
」
と
関
わ
っ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か

で
あ
る
以
上
、
こ
の
語
に
つ
い
て
の
検
討
も
必
要
と
な
る
。
遺
歌
二
十
九
番
か

ら
三
十
一
番
を
見
て
み
よ
う
。

2
9
　
二
つ
子
の
成
人
す
る
に
し
た
が
ひ
て
心
ま
よ
わ
す
閻
甘
り
け
り

3
0
ま
よ
ひ
を
昏
な
せ
る
わ
ざ
成
と
お
し
ゆ
る
も
の
商
号
り
け
り

3
1
　
本
心
の
内
に
ふ
く
め
且
胤
哩
J
そ
仏
衆
生
の
も
と
、
し
る
べ
し



二
十
九
番
は
【
引
用
五
】
の
「
成
人
し
て
意
念
出
」
や
、
そ
れ
に
続
く
「
衆

生
の
ま
よ
い
」
と
一
致
し
、
「
心
鋭
」
を
備
え
て
い
な
い
状
態
を
指
す
と
理
解

で
き
る
。
三
十
番
は
、
心
に
迷
い
が
生
じ
る
の
も
、
そ
れ
を
自
覚
す
る
の
も

「
意
念
」
で
あ
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
三
十
一
番
の
「
本
心
の
内
に
ふ
く
め

る
意
念
」
と
い
う
語
の
解
釈
は
、
教
義
問
答
の
次
の
箇
所
を
参
照
で
き
る
。

【
引
用
七
】

意
念
お
こ
つ
て
つ
よ
く
い
を
ふ
る
を
邪
神
と
い
ふ
。
悪
念
本
心
に
つ
、
ま

れ
て
、

つ
よ
く
貴
会
発
る
事
な
ら
ざ
る
を
明
神
と
い
ふ
な
り
。
明
神
と
い

ふ
も
、
日
月
の
神
と
書
な
れ
ば
、
日
の
陽
、
月
の
陰
に
当
て
和
合
し
て
、

一
切
の
神
と
げ
ん
じ
、
（
中
略
）
一
切
の
衆
生
皆
天
地
の
子
な
れ
ば
、
我

が
身
体
に
も
明
神
邪
神
そ
な
わ
り
て
あ
れ
ば
、
外
に
あ
る
と
お
も
ふ
べ
か

ら
ず
。
（
百
三
十
五
～
百
三
十
六
頁
／
八
十
頁
）

こ
の
箇
所
は
「
貴
会
」
の
内
容
を
示
す
例
で
あ
る
が
、
同
時
に
「
心
鏡
」
に

つ
い
て
解
説
す
る
も
の
と
も
理
解
で
き
る
。
先
の
道
歌
二
十
九
番
と
【
引
用

互
に
お
い
て
表
現
の
類
似
が
見
ら
れ
、
ま
た
【
引
用
五
】
・
【
引
用
六
】
の

解
釈
に
示
し
た
よ
う
に
、
「
意
念
」
は
「
心
鏡
」
が
失
わ
れ
る
に
従
っ
て
生
成

す
る
も
の
だ
か
ら
だ
。
こ
の
箇
所
を
「
心
鏡
」
の
性
質
を
説
明
す
る
も
の
と
し

て
見
る
と
、
【
引
用
五
】
・
【
引
用
六
】
と
同
様
、
実
線
と
破
線
を
付
し
て
対
照

さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
「
悪
念
お
こ
つ
て
つ
よ
く
い
を
ふ
る
を
邪
神
と
い
ふ
」

と
い
う
部
分
は
、
「
意
念
」
が
「
お
こ
つ
」
た
あ
と
、
つ
ま
り
【
引
用
五
】
で

言
え
ば
、
「
成
人
」
し
て
後
の
、
「
心
鏡
」
を
備
え
て
い
な
い
状
態
を
指
す
。
し

た
が
っ
て
、
こ
の
部
分
と
対
応
す
る
「
意
念
本
心
に
つ
、
ま
れ
て
、
つ
よ
く
貴

会
発
る
事
な
ら
ざ
る
を
明
神
と
い
ふ
」
が
「
心
銃
」
を
備
え
た
状
態
を
示
す
こ

と
と
な
る
。
道
歌
三
十
一
番
は
、
「
本
心
の
内
」
に
覆
い
隠
さ
れ
た
状
態
に
あ

る
意
念
こ
そ
が
、
仏
と
衆
生
を
分
け
る
根
本
で
あ
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

以
上
、
「
心
鏡
」
と
「
意
念
」
の
用
例
を
吟
味
し
、
「
心
境
」
を
備
え
た
状
態

を
示
す
言
葉
、
ま
た
備
え
て
い
な
い
状
態
を
示
す
言
葉
を
列
挙
し
た
。
こ
れ
ら

の
用
例
に
よ
っ
て
「
心
鋭
」
の
具
体
的
内
容
を
ほ
ほ
確
定
で
き
る
。
「
心
鏡
」

と
は
、
人
間
に
本
来
自
然
に
備
わ
っ
て
い
る
、
何
物
に
も
汚
さ
れ
て
い
な
い
心

を
指
し
て
い
る
。
人
間
が
本
来
持
っ
て
い
る
の
は
、
目
の
前
に
あ
る
人
や
物
を

存
在
す
る
ま
ま
に
認
め
、
受
け
入
れ
る
と
い
う
心
な
の
で
あ
る
。

こ
の
状
態
が
作
品
中
で
具
体
化
さ
れ
て
い
る
の
は
、
次
の
場
面
で
あ
ろ
う
。

L
や
み
せ
ん
引
も
お
の
づ
か
ら
と
も
に
狂
言
き
ぎ
ょ
に
し
て
、
一
座
の
人

も
そ
の
人
も
き
の
ふ
を
忘
れ
、
あ
す
は
な
を
お
も
ひ
い
だ
さ
ん
や
う
も
な

く
、
ほ
ん
の
ふ
し
よ
く
の
心
な
く
、
前
念
後
念
の
あ
く
心
も
、
か
げ
い
な

づ
ま
の
か
け
も
な
く
、
皆
一
ど
う
に
お
も
し
ろ
し
と
よ
ろ
こ
ぶ
心
の
い
さ

22

ぎ
よ
き
、
そ
の
心
こ
そ
仏
心
と
も
、
聖
人
な
り
と
も
ゆ
つ
つ
べ
し
。
（
十

五
～
十
六
頁
／
三
十
三
頁
）

平
金
が
大
心
学
者
の
説
教
を
は
ね
つ
け
、
三
味
線
・
小
唄
に
興
ず
る
様
子
を

描
い
て
い
る
。
「
仏
」
「
聖
人
」
の
語
は
、
【
引
用
五
】
に
お
い
て
は
「
心
鏡
と

も
仏
と
も
聖
人
と
も
い
ふ
な
り
」
と
あ
る
よ
う
に
、
「
心
鏡
」
の
同
義
語
と
さ

れ
、
ま
た
遺
歌
二
十
二
番
で
は
、
曇
ら
な
い
　
「
心
鏡
」
は
「
諸
神
諸
仏
の
す
み



か
」
で
あ
る
と
表
現
さ
れ
て
い
た
。
「
心
銭
」
と
「
仏
」
「
聖
人
」
は
同
じ
意
味
で

用
い
ら
れ
、
修
行
の
最
終
目
標
で
あ
る
境
地
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
無
心

に
遊
興
に
耽
る
人
々
の
形
容
と
し
て
「
仏
心
」
「
聖
人
」
の
語
が
用
い
ら
れ
て
い

る
こ
と
は
、
す
な
わ
ち
、
こ
の
人
々
が
目
指
す
べ
き
境
地
に
到
達
し
て
い
る
こ

と
を
具
体
的
に
示
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
こ
こ
に
描
か
れ
る
人
々
の

姿
は
、
【
引
用
四
】
　
に
表
わ
さ
れ
て
い
る
、
「
心
鏡
」
を
備
え
す
ぐ
れ
た
遊
女
と
し

て
自
在
に
振
舞
う
吉
野
の
姿
と
、
本
質
的
に
一
致
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

四

さ
て
、
「
心
鏡
」
　
に
類
す
る
語
は
、
下
巻
に
登
場
す
る
出
家
の
説
法
に
も
用

い
ら
れ
て
い
る
。

【
引
用
八
】

上
人
下
人
、
老
若
男
女
、
出
家
侍
民
百
性
等
に
い
た
る
ま
で
、
利
矧
叫
呵

村
刹
時
は
、
心
は
こ
ん
が
う
の
せ
う
た
い
と
も
す
い
せ
う
り
ん
と
も
、
と

ぎ
あ
げ
た
る
同
胞
の
ご
と
く
と
な
り
、
万
物
に
か
げ
・
さ
わ
り

が
れ
を
ぼ
け
が
れ
と
は
い
わ
ず
、
心
の
け
が
れ
を
ま
こ
と
の
け
が
れ
と
い

な
き
所
な
り
。
某
所
に
至
て
は
女
は
ん
・
に
く
じ
き
に
身
を
け
が
し
て
も
、

心
の
け
が
る
、
と
い
ふ
事
す
こ
し
も
な
け
れ
ば
、
破
閑
を
し
て
破
閲
に

割
引
刊
。
（
中
略
）
元
来
父
母
の
ほ
ん
の
ふ
の
そ
の
一
滴
の
水
に
て
出
来

た
る
衆
生
な
れ
ば
、
け
の
さ
き
・
つ
め
の
さ
き
・
ほ
ね
の
よ
ま
で
も
ぼ
ん

の
ふ
・
に
く
じ
き
の
け
が
れ
み
ち
わ
た
り
た
る
こ
と
な
れ
ば
、
な
に
と
き

よ
め
た
り
と
も
き
よ
め
が
た
き
は
体
な
り
。
故
に
唯
l
神
道
に
も
体
の
け

ふ
て
か
た
く
い
ま
し
む
る
事
、
至
極
の
道
理
な
り
。
（
百
五
十
二
～
百
五

十
四
頁
／
八
十
五
頁
）

前
引
【
引
用
六
】
　
に
連
続
す
る
部
分
で
あ
る
。
こ
の
作
品
に
登
場
す
る
出
家

は
、
肉
食
や
女
色
を
禁
じ
ら
れ
た
身
で
あ
り
な
が
ら
、
吉
原
に
繰
り
出
し
遊
女

を
揚
げ
て
遊
ぶ
破
戒
坊
主
で
あ
る
。
【
引
用
八
】
　
の
「
と
ぎ
あ
げ
た
る
か
ヾ
み

の
面
て
」
と
は
、
「
本
知
に
い
た
る
時
」
　
の
状
態
で
あ
る
。
「
本
知
」
と
は
、
【
引

用
六
】
　
に
も
「
心
錠
」
を
備
え
た
状
態
を
表
す
語
句
と
し
て
使
わ
れ
て
い
た
か

ら
、
こ
こ
の
「
と
ぎ
あ
げ
た
る
か
ゞ
み
の
面
て
」
は
　
「
心
鏡
」
　
の
同
義
語
と
解

し
て
よ
い
だ
ろ
う
。
そ
し
て
「
心
鏡
」
を
備
え
た
状
態
に
至
れ
ば
　
「
身
を
け
が

し
て
も
、
心
の
け
が
る
、
と
い
ふ
事
す
こ
し
も
な
」
　
い
の
だ
か
ら
、
「
破
閏
を

し
て
破
関
に
あ
ら
ず
」
、
つ
ま
り
身
を
接
し
た
と
し
て
も
そ
れ
は
本
質
的
な
積

れ
と
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
こ
と
が
道
歌
と
し
て
表
現
さ
れ
て
い
る
の
が
八
十
五
番
・
八
十
六

番
・
八
十
八
番
で
あ
る
。

8
5
　
心
を
ぼ
け
が
さ
ぬ
こ
そ
は
か
ぢ
は
ら
い
同
署
ば
其
ま
、
に
し
て

8
6
　
親
よ
り
も
間
旧
胤
す
請
し
身
の
こ
り
せ
う
ぢ
ん
で
何
を
き
よ
め
ん

8
8
　
こ
り
せ
う
ぢ
ん
つ
と
め
て
見
れ
ば
い
さ
ざ
よ
く
な
る
心
こ
そ
し
ん
は
け

囲
田
山

八
十
五
番
は
、
「
身
の
け
が
れ
」
は
そ
の
ま
ま
で
あ
っ
て
も
、
「
心
を
ぼ
け
が

さ
ぬ
」
よ
う
に
生
き
る
こ
と
こ
そ
が
「
か
ぢ
は
ら
い
」
と
な
る
の
で
あ
る
と
い
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う
意
味
で
あ
る
。
出
家
の
主
張
を
最
も
よ
く
表
現
す
る
道
歌
で
あ
る
。
八
十
六

番
で
は
、
【
引
用
八
】
　
に
も
「
元
来
父
母
の
ほ
ん
の
ふ
の
そ
の
一
滴
の
水
に
て

出
来
た
る
衆
生
な
れ
ば
、
（
中
略
）
　
ほ
ん
の
ふ
・
に
く
じ
き
の
け
が
れ
み
ち
わ

た
り
た
る
」
と
あ
る
通
り
、
人
間
は
「
親
よ
り
も
け
が
れ
し
鉢
を
請
」
　
て
お

り
、
身
の
積
れ
は
元
来
備
わ
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
の
だ
か
ら
、
「
こ
り
せ
う

ぢ
ん
」
を
し
て
も
祓
い
清
め
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
身
の

穣
れ
の
こ
の
よ
う
な
性
質
と
は
反
対
に
、
心
は
　
「
し
ん
は
」
活
い
も
の
な
の

で
、
た
と
え
積
れ
た
と
し
て
も
、
「
こ
り
せ
う
ぢ
ん
」
を
す
れ
ば
元
の
よ
う
に

清
く
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
な
の
だ
と
主
張
す
る
の
が
八
十
八
番
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
道
歌
の
根
底
に
は
、
【
引
用
八
】
　
の
　
「
体
の
け
が
れ
を
ぼ
け
が
れ
と

は
い
わ
ず
、
心
の
け
が
れ
を
ま
こ
と
の
け
が
れ
と
い
ふ
て
か
た
く
い
ま
し
む

る
」
と
い
う
姿
勢
が
あ
る
。

出
家
の
言
葉
に
表
現
さ
れ
た
身
の
穣
れ
の
容
認
は
、
「
心
鏡
」
を
備
え
て
い

る
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
る
。
「
心
鏡
」
を
保
っ
て
さ
え
い
れ
ば
、
心
は
清
く

な
り
、
身
を
穣
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
遊
女
稼
業
や
遊
興
は
肯
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
思
想
が
、
出
家
の
示
す
よ
う
に
唯
一
神
道
に
お
い
て
も
説
か

れ
て
い
た
の
か
ど
う
か
調
査
し
た
と
こ
ろ
、
色
欲
の
容
認
に
つ
い
て
の
注
目

す
べ
き
記
述
を
、
卜
部
兼
兄
が
著
し
た
「
神
道
大
意
」
　
の
中
に
見
る
こ
と
が

で
き
た
。

子
孫
無
を
不
孝
第
一
た
り
、
先
祖
の
筋
絶
別
宗
廟
の
神
を
祭
人
も
無
し
、

最
和
合
の
道
は
人
倫
の
態
な
れ
ど
も
強
て
其
法
を
執
す
る
時
は
、
吾
一
身

を
傷
り
、
家
を
破
り
、
国
を
亡
す
基
な
れ
ば
、
神
道
に
背
く
、
袖
週
日
云
l

は
中
を
守
る
道
な
り
、
大
に
過
を
強
忌
な
り
、
人
倫
た
る
身
に
神
道
を
不

知
は
、
私
欲
の
雲
に
蔽
れ
て
、
心
の
月
必
曇
り
、
一
切
万
般
の
災
殊
の
根

元
と
成
る
、
唯
大
な
る
欲
は
男
女
の
道
と
、
飲
食
の
道
と
二
に
有
り
、
大

に
園
田
凪
無
様
に
不
断
所
存
に
有
べ
し
、
天
地
万
物
の
中
に
於
て
人
最
貴

し
、
吾
身
体
は
父
母
の
遺
体
と
て
父
母
の
神
に
受
置
る
五
体
な
り
、
其
を

吾
仕
に
し
て
ロ
故
に
身
を
傷
り
、
色
欲
に
身
を
損
則
先
神
慮
に
背
き
、
且

亦
色
欲
の
道
を
必
偏
に
不
可
戒
ず
、
天
地
は
生
成
の
道
に
し
て
、
絶
事
を

嫌
な
り
、
聖
人
作
婚
礼
て
其
法
を
定
め
為
和
合
の
退
、
廃
時
は
子
孫
無
し
、

は
不
孝
に
も
成
り
、
君
に
不
忠
の
者
と
成
な
り
誠
に
款
か
し
き
義
な
り
、

此
意
の
大
事
神
道
の
憶
の
本
な
り
、
（
『
神
道
大
系
論
説
福
八
　
卜
部
神
道

（
上
）
L
四
十
四
～
四
十
五
頁
）

色
欲
を
容
認
し
、
同
時
に
身
を
損
な
う
ほ
ど
の
耽
溺
は
戒
め
て
い
る
。
「
過

不
及
」
の
語
を
用
い
て
い
る
点
も
、
r
ぬ
れ
ほ
と
け
」
　
の
姿
勢
に
通
じ
て
い
る
。

以
上
、
「
心
鏡
」
を
中
心
に
据
え
た
検
討
に
よ
り
、
教
義
問
答
の
骨
格
を
な

す
教
訓
の
構
造
を
明
ら
か
に
し
え
た
と
思
う
。
人
間
の
、
「
仏
」
　
や
「
聖
人
」

に
た
と
え
ら
れ
る
理
想
的
な
生
き
方
は
、
「
修
行
」
　
に
よ
り
「
意
念
」
を
封
じ
、

「
善
悪
」
を
具
有
す
る
人
間
生
来
の
姿
を
映
し
だ
す
「
心
鏡
」
を
保
持
す
る
こ

と
で
あ
る
。
色
欲
は
「
身
の
け
が
れ
」
と
な
る
も
の
だ
が
、
「
心
鏡
」
を
保
持

し
、
適
度
に
節
制
す
る
こ
と
　
（
「
過
不
及
」
）
を
前
提
に
容
認
さ
れ
る
。
色
欲
へ

の
過
度
な
耽
溺
は
　
「
万
物
の
あ
く
じ
」
と
な
る
た
め
、
「
過
不
及
」
は
治
国
平
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定
に
不
可
欠
の
条
件
と
な
る
の
で
あ
る
。

五

「
心
鏡
」
　
の
語
が
本
作
品
の
設
定
を
支
え
る
概
念
語
句
で
あ
る
こ
と
が
明
ら

か
に
で
き
た
と
こ
ろ
で
、
こ
の
語
が
持
つ
思
想
的
背
景
に
も
眼
を
配
る
こ
と
が

必
要
と
な
ろ
う
。
寛
文
十
一
年
前
後
に
成
立
・
刊
行
さ
れ
た
資
料
に
は
、
「
心

（
注
9
）

鏡
」
ま
た
は
「
鏡
」
　
の
語
形
で
、
多
く
の
用
例
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
そ

の
中
で
用
法
が
本
作
品
と
最
も
近
似
し
て
い
る
例
と
し
て
、
以
下
の
四
例
を
掲

げ
る
。【

用
例
こ
松
永
尺
五
r
奔
倫
抄
」
　
（
寛
永
十
七
年
刊
）

退
ノ
心
ト
、
人
ノ
心
ト
、
二
ツ
ニ
ワ
ケ
テ
云
ハ
ヲ
シ
ヘ
ノ
タ
メ
ナ
リ
。
心

ハ
本
一
ツ
ナ
リ
。
サ
ム
キ
時
ハ
キ
ル
モ
ノ
ヲ
キ
タ
ク
オ
モ
ヒ
、
ウ
ヘ
テ
ハ

食
ヲ
オ
モ
ヒ
、
戎
ハ
最
前
申
ス
七
情
ノ
オ
コ
ル
コ
ト
ハ
聖
人
モ
ア
ル
ナ
リ
。

人
ト
生
レ
テ
右
ノ
念
ノ
オ
コ
ラ
ヌ
コ
ト
ハ
ナ
キ
ナ
リ
。
ソ
ノ
オ
コ
ル
ニ
ッ

ノ
心
ト
相
違
シ
テ
、
禍
ニ
ア
フ
ナ
リ
。
（
日
本
思
想
大
系
第
二
十
八
巻
r
藤

原
憧
窺
／
林
羅
山
」
（
岩
波
商
店
、
一
九
七
五
年
）
三
百
十
一
⊥
二
百
十

二
頁
）

【
用
例
二
】
著
者
不
詳
「
心
学
十
戒
之
図
」
　
（
慶
安
三
年
刊
）

よ
き
事
も
な
く
、
あ
し
き
事
も
な
く
、
あ
き
ら
か
に
正
し
き
こ
、
ろ
を
仏

と
は
し
る
べ
し
。
た
と
へ
ば

の
ご
と
し
。
い
つ
く
し
き
か
け
も
な

ケ
テ
道
理
こ
カ
ナ
ヒ
テ
、

ニ
影
ノ
ウ
ツ
ル
ゴ
ト
ク
ソ
レ
ゾ
レ
ニ
オ
コ
リ

く
、
み
に
く
き
か
げ
も
な
し
。
た
ヾ
む
な
し
く
あ
き
ら
か
な
る
ば
か
り
な

引
出
1
さ
て
、
よ
く
も
の
、
か
た
ち
を
う
つ
す
ご
と
く
、
ほ
と
け
の
こ
、
ろ

も
、
ぜ
ん
を
見
て
は
よ
み
し
、
あ
く
を
見
て
は
に
く
む
事
、
あ
き
ら
か
な

り
。
（
中
略
）
　
ぢ
ご
く
エ
バ
だ
う
の
ま
よ
ひ
は
れ
て
あ
き
ら
か
な
る
こ
、

ろ
は
、
す
な
は
ち
ほ
と
け
な
り
。
ま
こ
と
の
こ
、
ろ
な
り
。
し
か
る
ゆ
へ

に
、
さ
と
り
の
ま
な
こ
は
、
こ
、
ろ
と
は
と
け
と
二
つ
な
し
。
し
ん
ぶ
つ

し
ゆ
じ
ゃ
う
一
た
い
　
（
天
理
図
書
館
吉
田
文
庫
蔵
慶
安
三
年
刊
本
十
三
丁

表
～
十
四
丁
裏
）
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テ
ス
ギ
ザ
ル
ヲ
中
道
ト
申
ス
ゾ
。
欲
心
モ
我
分
際
ホ
ド
ニ
ア
ル
バ
、
欲
心

ト
ハ
申
サ
ヌ
ナ
リ
。
過
タ
ル
ト
不
レ
及
ト
ヲ
欲
心
ト
サ
ス
ナ
リ
。
サ
ア
レ

バ
中
庸
ハ
ム
マ
レ
ツ
キ
タ
ル
善
心
ナ
リ
。
過
不
及
ハ
欲
心
・
気
質
ヨ
リ
オ

【
用
例
三
】
浅
井
了
意
r
堪
忍
記
」
　
（
万
治
二
年
刊
）
巻
一
「
忍
の
字
に
二
つ

の
元
あ
り
　
第
三
」

コ
ル
悪
心
ナ
リ
。
善
心
ハ
根
本
ヨ
リ
ア
リ
。
過
不
及
ノ
悪
心
ハ
ノ
チ
ニ
オ

君
子
と
て
身
を
お
さ
め
徳
を
た
も
ち
て
、
よ
き
人
は
そ
の
心

コ
ル
物
ナ
レ
バ
、
根
本
ナ
キ
モ
ノ
ナ
リ
。
月
二
雲
ノ
カ
、
リ
、

く
に
も
て
な
し
給
へ
り
。

に
は
よ
き
も
う
つ
り
あ
し
き
も
う
つ
る
。
み

リ
ノ
カ
、
ル
ガ
ゴ
ト
シ
。

其
根
本
ヲ
忘
テ
悪
心
こ
マ
ヨ
フ
ユ
へ
こ
、
天
地

に
く
き
物
う
つ
く
し
き
物
み
な
そ
れ
う
つ
る
事
は
、
う
つ
り
な
が
ら
影
を



そ
の
中
に
と
ゞ
め
ざ
る
。
こ
れ
園
の
徳
な
り
。
（
r
近
世
文
学
資
料
煩
従

仮
名
草
子
福
（
1
こ
（
勉
誠
社
、
昭
和
四
十
七
年
）
二
十
二
頁
）

【
用
例
四
】
著
者
不
詳
r
心
学
五
倫
書
」
（
慶
長
～
元
和
頃
成
立
、
慶
安
三

年
刊
）た

と
へ
ば
明
徳
は
、

の
明
ら
か
な
る
鉢
な
り
。

人
欲
は
重
な
り
。
日
々

夜
々
に
、
此
明
徳
の

、
み
が
か
ざ
れ
ば
、
人
欲
の
ち
り
積
り
、

本
心
を
失
ふ
な
り
。

明
徳
と
人
欲
と
は
敵
み
か
た
な
り
、
人
欲
の
敵
か
ち

た
れ
ば
、
明
徳
の
み
か
た
、
や
す
か
ら
ざ
る
物
也
。
（
日
本
思
想
大
系
第

二
十
八
巻
『
藤
原
慢
寓
／
林
羅
山
二
岩
波
書
店
、
一
九
七
五
年
）
二
百

五
十
七
頁
）

各
用
例
に
お
け
る
「
琉
」
の
語
の
用
法
は
、
「
心
鏡
」
の
意
味
内
容
確
定
の

過
程
で
示
し
た
の
と
同
様
に
、
人
間
に
備
わ
っ
て
い
る
善
悪
両
方
を
そ
の
ま
ま

映
し
出
す
も
の
と
し
て
い
る
。
【
用
例
二
で
は
過
不
及
の
概
念
が
絡
め
ら
れ

て
い
る
こ
と
に
も
注
目
さ
れ
る
。

こ
れ
ら
の
用
例
と
、
寛
文
十
一
年
前
後
の
「
鏡
」
「
心
鏡
」
の
用
例
を
総
合

す
る
と
、
当
時
の
思
想
界
に
流
布
し
た
風
潮
の
一
端
を
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き

る
。
そ
れ
は
、
儒
釈
神
三
教
い
ず
れ
の
立
場
に
お
い
て
も
、
僧
籍
や
神
職
に
な

い
四
民
が
心
を
ど
の
よ
う
に
保
っ
て
生
き
て
い
く
べ
き
か
と
い
う
こ
と
が
盛
ん

に
論
じ
ら
れ
、
そ
し
て
三
教
の
主
張
を
混
交
さ
せ
た
心
学
が
隆
盛
し
た
こ
と
で

あ
る
。
先
に
掲
げ
た
用
例
が
主
に
心
学
の
資
料
に
見
ら
れ
る
こ
と
に
併
せ
、
作

品
中
に
「
大
心
学
者
」
が
登
場
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
本
作
品
の
教
義
問
答

が
、
思
想
界
に
お
け
る
心
学
隆
盛
の
風
潮
と
軌
を
一
に
し
て
い
る
こ
と
は
間
違

い
な
い
。

六

最
後
に
、
本
作
品
の
作
者
が
教
義
を
語
る
人
物
と
し
て
遊
女
を
設
定
し
た
理

由
を
考
察
す
る
。
こ
の
問
題
の
解
決
の
糸
口
と
な
る
の
は
、
平
金
が
、
富
野
の

教
訓
に
は
耳
を
傾
け
受
け
入
れ
た
の
に
、
大
心
学
者
の
教
訓
は
は
ね
つ
け
た
理

由

を

明

ら

か

に

す

る

こ

と

で

あ

る

。

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

一

書
原
に
繰
り
出
し
た
平
金
が
吉
野
に
対
面
し
、
吉
野
が
平
金
に
対
し
て
説
き
　
2
6

始
め
る
場
面
で
、
吉
野
は
ま
ず
平
金
の
心
根
に
つ
い
て
問
題
に
す
る
。
　
－

下
地
そ
さ
ま
の
御
心
、
う
つ
ろ
い
や
す
く
う
わ
き
に
て
、
し
な
・
ぬ
れ
か

け
て
、
風
流
の
共
か
を
ば
せ
に
ま
ど
い
つ
、
二
世
ま
で
と
見
ゆ
れ
ど
も
、

終
に
は
い
つ
わ
り
色
に
で
、
、
二
世
ま
で
と
か
た
り
し
も
、
露
・
い
な
づ

ま
と
き
へ
行
て
、
う
ら
み
・
く
ぜ
っ
た
び
く
に
て
、
い
き
る
し
ぬ
る
の

き
せ
う
も
ん
、
せ
ん
さ
く
お
、
く
り
ん
さ
し
て
、
人
を
う
ら
み
、
後
悔

し
、
あ
な
た
こ
な
た
と
う
つ
り
行
、
し
ど
ろ
も
ど
ろ
の
し
ゆ
ら
心
。
（
中

略
）
唯
悪
心
を
ひ
る
が
へ
し
、
ま
こ
と
の
道
に
入
た
ま
へ
。
（
二
十
五
～

二
十
六
頁
／
三
十
六
～
三
十
七
頁
）

そ
も
そ
も
平
金
の
心
根
が
「
う
サ
ろ
い
や
す
く
う
わ
き
」
で
あ
る
こ
と
か



ら
、
「
い
つ
わ
り
」
や
「
う
ら
み
」
、
「
り
ん
き
」
、
「
後
悔
」
、
「
し
ゆ
ら
心
」
が

生
じ
、
心
を
悩
ま
せ
る
こ
と
に
な
る
の
だ
と
述
べ
て
い
る
。

一
方
で
、
平
金
に
対
し
て
説
教
し
た
も
う
一
人
の
人
物
、
大
心
学
者
は
ど
の

よ
う
な
教
え
を
説
い
て
い
る
の
か
。

小
歌
・
L
や
み
せ
ん
す
く
も
の
は
、
野
郎
・
遊
女
を
と
も
と
し
て
、
其
名

も
高
き
侍
も
知
行
に
わ
か
れ
、
町
人
は
金
銀
・
家
を
う
し
な
い
て
、
世
に

あ
さ
ま
し
き
身
と
な
り
て
、
（
中
略
）
　
人
を
た
ば
か
り
、
そ
の
、
ち
は
ぬ

す
み
・
夜
う
ち
の
身
と
な
り
て
、
身
を
う
し
の
ふ
事
眼
前
な
り
。
（
十
一

～
十
二
頁
／
三
十
一
貫
）

遊
興
に
耽
る
と
、
侍
な
ら
ば
「
知
行
に
わ
か
れ
」
、
町
人
な
ら
ば
「
金
銀
・

家
を
う
し
な
」
　
い
、
現
実
の
生
活
に
支
障
を
き
た
す
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
う
。

そ
う
な
れ
ば
後
は
身
を
持
ち
崩
す
し
か
な
く
、
世
間
並
み
の
暮
ら
し
が
送
れ
な

く
な
っ
て
し
ま
う
と
述
べ
る
の
で
あ
る
。
大
心
学
者
が
遊
興
を
戒
め
る
の
は
、

ひ
と
え
に
世
間
並
み
に
生
活
す
る
こ
と
を
最
重
要
視
す
る
た
め
で
あ
る
。
吉
野

の
教
訓
と
は
対
照
的
に
、
心
の
問
題
に
は
一
切
触
れ
て
い
な
い
。
心
学
を
語
ら

な
い
心
学
者
を
登
場
さ
せ
、
そ
の
呼
称
に
「
大
」
　
の
字
を
冠
し
て
い
る
こ
と
か

ら
は
、
心
学
隆
盛
の
風
潮
の
中
で
、
浅
薄
な
言
説
の
横
行
を
冷
や
や
か
に
見
つ

め
る
作
者
の
視
線
さ
え
看
取
で
き
よ
う
。

吉
野
が
心
の
持
ち
方
を
説
く
の
は
、
よ
り
よ
く
生
き
て
い
く
た
め
で
あ
る
。

吉
野
の
教
訓
が
人
の
生
き
方
に
関
わ
る
本
質
的
な
も
の
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、

大
心
学
者
の
そ
れ
は
、
世
間
体
重
視
の
甚
だ
表
面
的
な
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
。

だ
か
ら
、
平
金
に
と
っ
て
は
、
六
法
を
ふ
む
彼
の
立
場
や
心
情
を
慮
る
こ
と
の

な
い
小
言
と
し
て
し
か
受
取
れ
な
か
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
平
金
が
吉
野

の
言
葉
に
耳
を
傾
け
「
ま
こ
と
の
道
」
に
入
る
よ
う
改
心
し
た
の
は
、
吉
野
の

言
葉
が
経
験
に
裏
打
ち
さ
れ
た
説
得
力
に
溢
れ
て
い
た
か
ら
に
外
な
ら
な
い
。

そ
の
説
得
力
は
、
多
く
の
客
に
馴
染
み
、
身
を
接
さ
ず
に
は
お
れ
な
い
遊
女
と

し
て
の
生
活
か
ら
生
ま
れ
て
き
た
も
の
で
あ
っ
た
。
遊
女
こ
そ
が
「
心
鏡
」
を

保
っ
て
生
き
て
い
く
こ
と
の
大
切
さ
を
最
も
切
実
に
感
じ
る
身
の
上
で
あ
っ
た

と
い
う
点
に
、
教
義
を
説
く
人
物
と
し
て
設
定
さ
れ
た
理
由
を
求
め
る
べ
き
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。

七

教
義
問
答
や
道
歌
に
は
、
「
心
鏡
」
　
の
他
に
も
、
教
義
問
答
の
内
実
を
示
す

語
句
が
見
ら
れ
る
が
、
紙
幅
の
都
合
も
あ
り
、
本
稿
で
は
取
り
上
げ
る
こ
と
が

で
き
な
か
っ
た
。
全
て
の
概
念
の
相
関
を
明
ら
か
に
で
き
て
初
め
て
、
当
時
の

思
想
界
・
文
芸
界
に
お
け
る
位
置
付
け
と
評
価
が
可
能
と
な
る
。
今
後
の
課
題

と
し
た
い
。

注
1
　
r
近
世
色
通
論
」
「
解
説
」
　
（
日
本
思
想
大
系
第
六
十
巻
、
岩
波
書
店
、
一
九
七
六
年
）

三
百
八
十
一
頁
。

2
　
r
日
本
古
典
文
学
大
辞
典
」
第
四
巻
（
岩
波
昏
店
、
一
九
八
四
年
）
六
百
五
十
二
頁
。

2
　
「
日
本
近
世
小
説
史
　
仮
名
草
子
稲
」
　
（
勉
誠
社
、
一
九
八
六
年
）
　
五
百
四
十
九
頁
。
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4
　
従
来
r
ぬ
れ
ほ
と
け
」
が
一
つ
の
文
芸
作
品
と
し
て
総
合
的
に
論
じ
ら
れ
る
こ
と

は
少
な
か
っ
た
。
池
田
廣
司
氏
稲
r
中
世
近
世
道
歌
集
」
　
（
古
典
文
庫
、
昭
和
三
十
七

年
）
に
下
巻
道
歌
の
み
の
翻
刻
が
収
録
さ
れ
る
。
ま
た
高
野
辰
之
氏
編
r
日
本
歌
謡

集
成
－
第
六
巻
（
春
秋
社
、
一
九
二
八
年
（
東
京
堂
出
版
、
一
九
六
〇
年
改
訂
）
）
に

中
巻
の
み
の
翻
刻
が
収
録
さ
れ
る
。
い
ず
れ
も
本
作
を
部
分
的
に
扱
っ
た
例
で
あ
る
。

5
　
本
文
の
引
用
は
r
新
編
稀
啓
複
製
会
克
昏
」
第
二
十
七
巻
に
拠
っ
た
が
、
同
書
に

誤
り
の
あ
る
箇
所
に
つ
い
て
は
原
本
に
従
う
。
引
用
文
末
に
（
r
新
編
稀
昏
複
製
会
叢

書
」
第
二
十
七
巻
該
当
頁
／
r
近
世
色
道
諭
し
該
当
亘
の
形
で
示
し
た
。
句
読
点
・

濁
点
は
私
に
施
し
、
概
念
を
表
す
語
は
四
角
で
囲
っ
た
。
傍
線
・
破
線
は
す
べ
て
筆

者
に
よ
る
。

6
　
注
3
に
同
じ
。

7
　
r
論
語
」
先
進
第
十
一
に
あ
る
。

8
　
遺
歌
に
は
通
し
番
号
を
付
し
た
。
な
お
、
r
ぬ
れ
ほ
と
け
」
の
遺
歌
が
九
十
八
首
で

あ
る
の
は
、
九
十
八
首
日
の
下
の
句
以
降
が
刊
本
の
欠
丁
箇
所
に
相
当
し
て
い
る
た

め
で
あ
る
。
九
十
八
首
目
は
上
の
句
し
か
残
存
し
て
い
な
い
が
、
一
首
と
し
て
数
え

た
。

9
　
「
心
鏡
」
の
語
形
で
の
用
例
に
、
r
永
平
間
山
道
元
大
和
尚
仮
名
法
語
」
　
（
万
治
二
年

刊
本
）
「
三
　
理
教
」
　
の
項
「
円
悟
禅
師
の
云
く
、
此
大
法
の
一
理
は
、
三
世
の
諸
仏

同
く
証
し
、
歴
代
の
祖
師
共
に
伝
ふ
、
其
一
理
と
云
は
、
則
固
卯
々
に
し
て
皆
空

な
り
、
正
に
是
大
乗
の
実
理
な
り
、
仏
此
理
を
説
ん
為
に
、
世
に
出
る
事
八
千
度
な

り
、
此
理
と
は
、
吾
等
衆
生
の
心
性
な
り
」
、
熊
沢
蕃
山
r
集
義
和
啓
二
寛
文
十
二

年
初
版
、
延
宝
四
年
二
版
）
巻
三
「
書
簡
之
三
」
第
五
十
六
段
「
そ
れ
天
地
の
大
な

る
、
万
物
を
造
化
し
出
す
所
は
、
太
虚
無
一
物
の
理
な
り
。
H
日
は
五
色
を
離
れ
て
五

色
を
弁
へ
、
口
は
五
味
な
く
し
て
よ
く
五
味
を
あ
ぢ
は
ひ
、
耳
は
五
声
な
く
し
て
五

昔
を
し
り
、
田
圃
空
々
と
し
て
、
万
事
に
応
ず
。
」
、
同
許
巻
九
「
要
綱
之
二
」
第

百
四
十
六
段
「
心
本
（
も
と
）
恵
な
し
。
た
ゞ
に
其
本
来
の
ご
と
く
な
ら
ん
と
せ
ん

は
非
な
り
。
誠
に
す
る
は
意
を
な
く
す
る
の
工
夫
な
り
。
（
中
略
）
意
念
の
不
常
往
来

し
て
自
欺
も
の
は
、
心
の
霊
台
く
も
り
有
て
神
明
て
ら
さ
す
る
所
あ
れ
ば
な
り
。
こ
、

を
以
て
、
其
知
の
霊
照
不
味
の
全
体
を
い
た
さ
む
と
す
。
然
れ
共
、
空
々
に
明
か
に

す
べ
か
ら
ず
。
不
常
往
来
の
念
を
う
ち
は
ら
ひ
、
生
ず
る
欲
を
た
ち
去
て
、
善
悪
と
も

に
同
風
に
と
ヾ
め
ず
、
空
の
本
体
を
い
た
す
こ
と
は
、
其
功
す
み
や
か
な
れ
共
、
癌

の
問
H
の
ご
と
く
、
水
の
ご
み
を
ゐ
さ
せ
た
る
が
ご
と
し
。
」
　
（
引
用
は
日
本
思
想
大

系
第
三
十
巻
r
熊
沢
蕃
山
」
　
に
拠
る
）
　
が
あ
る
。

心
の
状
態
を
表
す
語
と
し
て
の
「
鏡
」
が
見
ら
れ
る
資
料
に
は
、
抜
隊
得
勝
r
塩

山
和
泥
合
水
集
」
（
至
徳
三
年
以
前
成
立
、
寛
永
三
年
刊
）
下
巻
、
藤
原
耀
宿
r
大
学

要
略
】
（
軍
水
七
年
刊
）
「
大
学
逐
鹿
評
」
、
無
住
r
妻
鏡
」
（
正
安
二
年
成
立
7
、
寛

永
十
八
年
刊
）
、
抜
隊
待
勝
r
抜
隊
仮
名
法
語
二
成
立
年
代
不
明
、
軍
水
二
十
年
刊
）

「
二
　
神
竜
寺
の
尼
長
老
に
与
ふ
」
、
林
羅
山
r
三
徳
抄
二
寛
永
頃
成
立
）
「
〇
　
三

綱
領
」
、
林
羅
山
r
神
道
伝
授
し
（
正
保
元
年
成
立
、
写
本
）
「
一
神
道
伝
授
」
、
夢

窓
疎
石
r
二
十
三
問
答
」
（
正
保
二
年
刊
）
「
八
　
仏
む
し
け
ら
と
な
る
事
」
・
「
二

十
一
心
の
な
き
を
仏
に
す
る
事
」
、
心
地
覚
心
r
由
良
開
山
法
灯
国
師
法
語
」
　
（
正

保
二
年
刊
）
　
「
第
八
一
切
衆
生
有
仏
性
」
、
円
耐
弁
円
r
聖
一
国
師
仮
名
法
語
」
　
（
正
保

三
年
刊
）
、
宗
軽
妙
超
r
大
灯
国
師
仮
名
法
語
」
（
正
保
三
年
刊
）
、
南
浦
紹
明
r
大
応

仮
名
法
語
」
（
正
保
三
年
刊
）
、
著
者
不
詳
r
草
菜
物
語
」
　
（
慶
安
元
年
刊
）
下
巻
、
中

江
藤
樹
「
翁
問
答
」
　
（
寛
永
十
七
年
頃
成
立
、
慶
安
三
年
刊
）
第
二
段
・
第
三
十
七

段
・
第
四
十
段
・
第
百
四
段
、
熊
沢
蕃
山
r
大
和
西
銘
」
　
（
慶
安
三
年
刊
）
、
度
会
延

佳
r
陽
復
記
し
　
（
慶
安
四
年
刊
）
、
山
岡
元
隣
r
他
我
身
の
上
」
（
明
暦
≡
年
刊
）
巻

四
、
熊
沢
蕃
山
「
大
学
戎
問
」
　
（
明
暦
三
年
頃
成
立
、
天
明
八
年
刊
）
下
冊
　
第
十
七

段
、
夢
窓
疎
石
r
夢
窓
国
師
仮
名
法
語
」
　
（
寛
文
四
年
刊
）
「
歌
」
、
熊
沢
蕃
山
r
集
義

和
至
巻
六
「
心
法
図
解
」
・
巻
九
「
義
論
之
二
」
第
百
四
十
六
段
・
巻
十
二
「
義

論
之
五
」
第
二
百
三
十
段
∴
巷
十
四
「
義
論
之
七
」
第
二
百
八
十
九
段
、
藤
原
耀
碗

r
仮
名
性
理
」
　
（
慶
安
～
寛
文
頃
成
立
、
元
禄
元
年
刊
）
な
ど
が
あ
る
。
仮
に
刊
行
年
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の
早
い
例
か
ら
挙
げ
た
。
紙
幅
の
都
合
に
よ
り
、
当
時
の
文
芸
思
潮
に
お
け
る
こ
の

語
の
位
置
付
け
に
つ
い
て
の
詳
細
な
検
討
は
別
稿
に
譲
る
。

付
記本

稿
は
平
成
十
五
年
度
日
本
近
世
文
学
会
秋
季
大
会
（
於
石
川
県
女
性
セ
ン
タ
ー
）
　
に

お
け
る
口
頭
発
表
に
基
づ
く
。
席
上
、
ま
た
そ
の
前
後
に
御
教
示
く
だ
さ
い
ま
し
た
諸
先

生
方
、
な
ら
び
に
資
料
の
閲
覧
を
ご
許
可
く
だ
さ
い
ま
し
た
天
理
図
書
館
二
凶
立
国
会
図

書
館
・
東
京
都
立
中
央
図
書
館
二
京
都
大
学
附
属
図
書
館
・
同
大
学
文
学
部
に
厚
く
御
礼
申

し
上
げ
ま
す
。

－
ま
つ
う
ら
・
け
い
こ
、
本
学
大
学
院
博
士
課
程
後
期
在
学
－




