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源
氏
物
語
の

「泣
く
」
表
現
の
諸
相

―
―
―

「
の
ご
ふ
」
「
は
ら
ふ
」
―
―
―

一

「泣
く
」
表
現
の
諸
相
お
よ
び
問
題
の
所
在

源
氏
物
語
に
は
し
ば
し
ば
泣
く
人
物
が
活
写
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
姿
や
行
為

は
最
も

一
般
的
な
動
詞

「泣
く
」
や
名
詞

「涙
」
お
よ
び
そ
れ
ら
を
含
む
複
合

語
や
慣
用
表
現
が
中
心
と
な
っ
て
描
か
れ
て
い
る
。
さ
ら
に

「袖
」
や

「袂
」

を
濡
ら
す
と
い
う
類
型
化
さ
れ
た
和
歌
的
な
表
現
や
、
具
体
的
な
身
体
の
動
き

と
し
て
、
た
と
え
ば

「鼻
す
す
る
」
「鼻
う
ち
か
む
」
「目
お
し
し
ぼ
る
」
な
ど

の

「目
」
や

「鼻
」
の
あ
り
よ
う
に
注
目
す
る
表
現
、
そ
し
て

「雨
」
「露
」

「雫
」
と
い
っ
た
自
然
物
に
仮
託
す
る
表
現
な
ど
、
多
彩
な
も
の
い
い
に
よ
っ

て
細
や
か
に
描
き
分
け
ら
れ
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
こ
れ
ら
の

「泣
く
」
に
ま
つ
わ
る
表
現
は
、
い
か
な
る
意
味

・
用

法
の
違
い
で
他
の
語
と
相
対
的
な
関
係
を
形
成
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
従

来
の
研
究
で
は

「泣
く
」
に
関
連
す
る
語
を
網
羅
的
に
収
集
し
た
り
、
任
意
の

人
物
に
つ
い
て
断
片
的
か
つ
直
裁
的
に
取
り
上
げ
る
だ
け
で
、
個
々
の

「泣（１
）

く
」
表
現
の
意
味

。
用
法
の
面
で
の
相
対
的
関
係
を
解
き
明
か
す
こ
と
は
な
い
。

緊
密
に
構
築
さ
れ
た
源
氏
物
語
の
表
現
体
系
の
一
つ
と
し
て
指
摘
さ
れ
は
す
る

が
、
そ
の
体
系
の
内
側
に
存
在
す
る
表
現
相
互
の
関
係
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、

中

村

夫

未
だ
解
明
さ
れ
て
い
な
い
点
が
多
い
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
ぞ
れ
の

「泣

く
」
表
現
の
指
標
的
機
能
と
そ
れ
ら
の
使
用
さ
れ
る
場
面
、
状
況
、
人
物
な
ど

と
の
相
関
関
係
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ

る
。
同
じ

「泣
く
」
と
い
う
行
為
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
表
現
の
違
い
を
解
消
し

て
し
ま
う
こ
と
は
、
源
氏
物
語
の
読
み
に
と
っ
て
生
産
的
な
こ
と
で
は
な
い
。

本
稿
で
は
、
源
氏
物
語
に
見
え
る

「泣
く
」
表
現
の
相
対
的
な
関
係
を
、
表

現
価
値
と
物
語
世
界
の
性
格
、
作
中
人
物
の
位
置
づ
け
な
ど
と
の
関
わ
り
と
と

も
に
検
討
し
て
い
く
。
特
に
涙
の
流
し
方
、
拭
い
方
と
い
う
点
に
着
目
し
、

「泣
く
」
行
為
の
そ
れ
ぞ
れ
が
ど
う
い
う
意
味
を
持

っ
て
描
か
れ
て
い
る
の
か

に
つ
い
て
考
察
を
加
え
る
。

二
　
御
法
巻
の

「泣
く
」
姿

紫
上
の
死
を
描
く
御
法
巻
は
、
全
編
が
悲
哀
の
色
調
で
彩
ら
れ
て
お
り
、
主

要
登
場
人
物
は
ほ
ぼ
例
外
な
く

「泣
く
」
姿
が
描
き
出
さ
れ
る
。
こ
の
御
法
巻

で
泣
く
人
物
と
回
数
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
光
源
氏
が
四
例
、
以
下
紫
上
と
夕

霧
が
そ
れ
ぞ
れ
三
例
、
明
石
中
宮
と
匂
宮
が
二
例
ず

つ
、
そ
し
て
そ
の
他

（下
々
の
者
、
世
間
の
人
）
が
二
例
で
あ
る
。
ま
も
な
く
死
を
迎
え
る
紫
上
と



和
歌
の
や
り
取
り
を
し
た
明
石
君
や
花
散
里
は
泣
い
て
い
な
い
が
、
こ
の
点
に

つ
い
て
は
別
に
考
え
る
こ
と
と
す
る
。
物
語
の
ヒ
ロ
イ
ン
の
死
を
描
く
こ
の
巻

で
も

「泣
く
」
行
為
が
さ
ま
ざ
ま
な
表
現
で
語
ら
れ
て
い
る
。
御
法
巻
に
見
ら

れ
る

「泣
く
」
表
現
を

一
覧
に
す
る
と
以
下
の
よ
う
に
な
る
。

一涙
く
み
給

へ
る

ｏ
う
ち
な
き
給
ひ
ぬ

・
め
お
し
す
り
て

・
一涙
は
お
ち
ぬ

・

な
み
た
の
お
つ
へ
か
め
れ
は

。
露
け
き

。
御
涙
を
は
ら
ひ
あ
へ
給
は
す

。

な
く
な
く

。
御
涙
の
と
ま
ら
ぬ
を

・
御
袖
を
か
ほ
に
お
し
あ
て
給

へ
る

ｏ

な
み
た
に
く
れ
て
め
も
み
え
給
は
ぬ

。
し
ほ
り
あ
け
て

・
な
か
ぬ
な
か
り

け
り

・
な
み
た
の
た
ま
を
は
も
て
け
ち
給
ひ
け
る

。
一涙
の
ひ
る
よ
な
く
き

り
ふ
た
か
り
て

。
一涙
お
と
さ
ぬ
は
な
し

・
な
み
た
の
こ
ほ
る
ゝ
を

，
そ
て

の
い
と
ま
な
く

前
節
で
述
べ
た
と
お
り
、
こ
れ
ら
を
ひ
と
し
な
み
に

「泣
く
」
と
解
釈
し
て

し
ま
っ
て
は
、
生
産
的
な
読
み
は
と
う
て
い
か
な
わ
な
い
。
ど
う
い
う
人
物
が
、

ど
う
い
う
状
況
で
、
ど
う
い
う
泣
き
方
を
し
て
い
る
の
か
を
考
え
て
い
か
な
い

と
、
物
語
の
語
る
と
こ
ろ
を
十
分
汲
み
上
げ
た
と
は
い
え
な
い
。
ま
ず
い
く

つ

か
の
用
例
を
見
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

１
か
ば
か
り
の
隙
あ
る
を
も
い
と
う
れ
し
と
思
ひ
き
こ
え
給

へ
る
御
け
し

き
を
見
給
も
、
心
ぐ
る
し
く
、

つ
ゐ
に
い
か
に
お
ぼ
し
さ
は
が
ん
と
思
に
、

あ
は
れ
な
れ
ば
、

を
く
と
見
る
程
ぞ
は
か
な
き
と
も
す
れ
ば
風
に
乱
る
ゝ
萩
の
上
露

げ
に
ぞ
お
れ
か
へ
り
と
ま
る
べ
う
も
あ
ら
ぬ
、
よ
そ
へ
ら
れ
た
る
お
り
さ

へ
忍
び
が
た
き
を
、
見
出
だ
し
給
て
も
、

や
ヽ
も
せ
ば
消
え
を
あ
ら
そ
ふ
露
の
世
に
を
く
れ
さ
き
だ

つ
程
経
ず

も
が
な

と
て
、
御
涙
を
払
ひ
あ
へ
給
は
ず
。
宮
、

秋
風
に
し
ば
し
と
ま
ら
ぬ
露
の
世
を
た
れ
か
草
葉
の
上
と
の
み
見
ん

と
聞
こ
え
か
は
じ
給
御
か
た
ち
ど
も
、
あ
ら
ま
ほ
し
く
、
見
る
か
ひ
あ
る

に
つ
け
て
も
、
か
く
て
千
年
を
過
ぐ
す
わ
ざ
も
が
な
と
お
ぼ
さ
る
れ
ど
、

心
に
か
な
は
ぬ
事
な
れ
ば
、
か
け
と
め
ん
方
な
き
ぞ
か
な
し
か
り
け
る
。

（御
法

。
一
七
〇
頁
）

大
　
御
涙
を

・
・
・
・
・
・
・
は
ら
ひ
あ
へ
・
・
給
は
す

陽
　
・
な
み
た
を

・
・
・
・
・
は
ら
ひ
あ
え

・
・
給
は
す

保

　
・
な
み
た

。
・
・
・
・
・
を
し
の
こ
ひ

・
・
た
ま
ふ

麦
　
御
涙
を

。
・
・
・
・
・
・
の
こ
ひ
あ
へ
・
・
給
は
す

阿
　
御
な
み
た
を

・
・
・
・
・
の
こ
ひ
あ
へ
。
・
給
は
す

国
　
御
な
み
た
を

。
・
・
・
・
は
ら
ひ
あ
へ
・
・
給
は
す

東
　
御
涙
を

・
・
な
か
し
給
て
は
ら
ひ
あ
へ
・
・
給
は
す

絵

　
。
な
た
を

・
・
・
・
・
・
の
こ
ひ
も
あ
へ
。
た
ま
は
す

尾
　
御
な
み
た
を
な
か
し
給
て
は
ら
ひ
あ
え
さ
せ
た
ま
は
す

２
大
将
の
君
も
涙
に
く
れ
て
、
日
も
見
え
給
は
ぬ
を
、
し
ゐ
て
し
ば
り
あ

け
て
見
た
て
ま
つ
る
に
、
中
ノ
ヽ
飽
か
ず
か
な
し
き
こ
と
た
ぐ
ひ
な
き
に
、

ま
こ
と
に
心
ま
ど
ひ
も
し
ぬ
べ
し
。
　
　
　
　
　
　
（御
法

。
一
七
四
頁
）

大
陽
麦
阿
国
東
尾
　
し
ほ
り
あ
け
て

保
　
　
　
　
　
　
　
の
こ
ひ
あ
け
て

３
言
ふ
か
ひ
あ
り
、
お
か
し
か
ら
む
方
の
慰
め
に
は
、
こ
の
宮
ば
か
り
こ

そ
お
は
じ
け
れ
と
、
い
さ
ゝ
か
の
物
紛
る
ゝ
や
う
に
お
ぼ
し

つ
ゞ
く
る
に

も
、
一涙
の
こ
ぼ
る
ゝ
を
、
袖
の
い
と
ま
な
く
、
え
書
き
や
り
た
ま
は
ず
。

（御
法

。
一
七
九
頁
）

大
　
な
み
た
の

。
こ
ほ
る
ゝ
を

・
・
・
・
・
・
・
・

陽
　
な
み
た
の
み
こ
ほ
る
ゝ
を

・
・
・
・
・
・
・
・



保
　
一涙
の
。
・
。
こ
ほ
る
ゝ
を
ゝ
し
の
こ
ひ
た
ま
ふ

麦
　
一涙
の
。
・
。
こ
ほ
る
ゝ
を
お
し
の
こ
ひ
た
ま
ふ

阿
　
一涙
の
・
・
。
こ
ほ
る
ゝ
を
を
し
の
こ
ひ
た
ま
ふ

国
　
一戻
の
・
・
。
こ
ほ
る
ヽ
を

・
・
・
・
・
・
・
・

東
　
一涙
の
・
・
。
こ
ほ
る
ゝ
を

・
・
・
・
・
・
・
・

尾
　
な
み
た
の
。
こ
は
る
ゝ
を

・
・
・
・
・
・
・
・

１
は
死
を
感
じ
取
っ
た
紫
上
が
、
見
舞
い
の
た
め
里
下
が
り
を
し
て
い
る
明

石
中
宮
、
光
源
氏
と
と
も
に
歌
を
詠
み
交
わ
す
く
だ
り
で
あ
る
。
死
を
観
念
し

て
受
け
入
れ
よ
う
と
す
る
紫
上
の
歌
に
対
し
、
最
後
ま
で
連
れ
添
う
こ
と
を
誓

う
光
源
氏
は
、
払
い
き
れ
な
い
ほ
ど
の
涙
を
流
し
て
い
る
。
２
は
亡
く
な
っ
た

紫
上
の
亡
骸
を
光
源
氏
と
と
も
に
見
つ
め
る
夕
霧
の
様
子
を
描
く
。
か
つ
て
の

野
分
の
日
以
来
、
憧
れ
の
対
象
で
あ
っ
た
女
性
の
姿
を
包
み
隠
さ
ず
目
の
当
た

り
に
し
、
積
年
の
思
い
を
果
た
し
た
夕
霧
は
じ
ぼ
る
よ
う
に
涙
を
流
し
て
い
る
。

そ
し
て
３
で
は
紫
上
の
死
後
に
秋
好
中
宮
の
弔
間
を
受
け
た
光
源
氏
が
、
中
宮

の
存
在
を
喜
ぶ
と
と
も
に
紫
上
不
在
の
悲
し
み
を
新
た
に
し
、
堪
え
き
れ
ず
に

一涙
を
こ
ぼ
し
て
い
る
。

い
ず
れ
の
伝
本
で
も

「泣
く
」
と
い
う
行
為
の
レ
ベ
ル
で
の
違
い
は
な
い
も

の
の
、
保
坂
本
、
麦
生
本
、
阿
里
莫
本
な
ど
の
別
本
で
は

「
の
ご
ふ
」
と
い
う

表
現
に
よ
っ
て
明
示
的
に
涙
が
拭
き
取
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
目
が
引
か
れ
る
。

さ
ら
に
同
じ
涙
を
拭
き
取
る
動
作
で
も
、
「
の
ご
ふ
」
を
重
ね
て
使
用
す
る
別

本
諸
本
に
対
し
て
、
青
表
紙
本
系
大
島
本
や
河
内
本
系
尾
州
家
本
な
ど
で
は

「
は
ら
ふ
」
や

「
し
ぼ
る
」
を
使

っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
か
ら

「泣
く
」
行
為
に

つ
き
も
の
の
涙
に
は
、
排
除
す
る
涙

（拭
き
取
る
）
と
排
除
し
な
い
涙

（流
れ

る
）
が
あ
る
こ
と
、
さ
ら
に
涙
の
流
し
方
と
と
も
に
涙
の
拭
い
取
り
方
に
も
幾

通
り
か
の
表
現
が
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
間
に
は
同
じ
泣

く
行
為
で
も
指
標
的
意
味
に
お
い
て
明
ら
か
に
異
な
る
も
の
が
あ

っ
て
、
そ
れ

は
性
差
や
社
会
的
地
位
身
分
、
ま
た
涙
を
流
す
場
面

・
状
況
な
ど
が
泣
き
方
に

影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
と
考
え
る
の
が
よ
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

以
下
で
は
排
除
さ
れ
る
涙
を
描
く

「
の
ご
ふ
」
を
中
心
と
し
て
、
涙
を
拭
う

行
為
を
示
す
語
の
表
現
価
値
と
他
と
の
相
対
的
関
係
、
そ
れ
ら
を
使
用
す
る
物

語
世
界
の
性
格
、
作
中
人
物
の
位
置
づ
け
な
ど
の
関
わ
り
を
具
体
的
に
検
討
し

て
い
く
。

一二

「
涙
」
を
拭
う
人
々

そ
も
そ
も
物
語
の
描
く
死
は

「涙
」
や

「
泣
く
」
行
為
と
深
い
関
係
が
あ
る

と
予
想
さ
れ
る
も
の
で
あ
従
。
確
か
に

「死
」
の
近
辺
に
泣
く
気
配
は
濃
厚
で

あ
る
が
、
実
は
人
間
の
死
に
対
し
て
涙
を

「
の
ご
ふ
」
と
い
う
の
は
、
御
法
巻

の
先
の
保
坂
本
な
ど
の
用
例
し
か
な
い
。
死
に
対
し
て
の
泣
き
方
は
ど
う
い
う

も
の
で
あ
る
の
か
を
検
討
し
て
み
る
と
、
い
ず
れ
の
人
物
の
場
合
も
、
後
に
残

さ
れ
た
人
は
涙
を
拭
う
こ
と
は
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

４
君
も
え
耐

へ
給
は
で
、
我
ひ
と
り
さ
か
し
が
り
抱
き
持
給

へ
り
け
る
に
、

こ
の
人
に
息
を
の
べ
た
ま
ひ
て
ぞ
か
な
し
き
こ
と
も
お
ぼ
さ
れ
け
る
。
と

ば
か
り
、
い
と
い
た
く
え
も
と
ゞ
め
ず
泣
き
た
ま
ふ
。（夕

顔

。
一
二
七
頁
）

５

「
さ
る
こ
と
も
な
か
り
つ
」
と
て
泣
き
た
ま
ふ
さ
ま
、
い
と
お
か
し
げ

に
ら
う
た
く
、
見
た
て
ま

つ
る
人
も
い
と
か
な
し
く
て
、
を
の
れ
も
よ
ゝ

と
泣
き
ぬ
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（夕
顔

・
一
二
七
頁
）

６
院
に
お
ぼ
し
嘆
き
と
ぶ
ら
ひ
き
こ
え
さ
せ
給
さ
ま
、
か
へ
り
て
面
だ
た

し
げ
な
る
を
、
う
れ
し
き
瀬
も
ま
じ
り
て
、
お
と
ゞ
は
御
涙
の
暇
な
し
。

（葵

・
三

〓

一頁
）



７
二
条
院
の
御
前
の
桜
を
御
覧
じ
て
も
、
花
の
宴
の
お
り
な
ど
お
ぼ
し
出

づ
。
「
こ
と
し
ば
か
り
は
」
と
ひ
と
り
ご
ち
給
て
、
人
の
見
と
が
め

つ
べ

け
れ
ば
、
御
念
誦
堂
に
籠
り
ゐ
給
て
、
日

一
日
泣
き
暮
ら
し
給

（薄
雲

・
一
三
三

頁
）

４
か
ら
７
に
は
、
源
氏
物
語
の
主
要
な
女
君
で
あ
る
夕
顔

・
葵
上

・
藤
壺
ら

の
死
に
際
し
て
の
光
源
氏
ら
周
囲
の
人
々
の
反
応
を
あ
げ
て
い
る
。
い
ず
れ
も

深
い
悲
し
み
に
沈
み
涙
を
流
す
ば
か
り
で
あ

っ
て
、
そ
の
涙
を
拭
う
こ
と
は
じ

な
い
。

逆
に
源
氏
物
語
に
描
か
れ
る
涙
を

「
の
ご
ふ
」
例
を
見
て
い
く
と
、
流
れ
る

涙
を
振
り
払

っ
て
気
持
ち
を
奮
い
立
た
せ
、
次
の
行
動
を
起
こ
そ
う
と
す
る
も

の
を
、
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
高
ま

っ
た
感
情
の
頂
点
か
ら
少
し
落
ち
着

い
た
心
境
に
な

っ
て
き
て
、
冷
静
な
自
己
を
取
り
戻
し
つ
つ
あ
る
状
態
と
い
え

る
だ
ろ
う
か
。
続
く
８
か
ら
１０
で
は
、
作
中
人
物
の
そ
う
し
た
姿
を
見
る
こ
と

が
で
き
る
。

８

「
ゆ
く
さ
き
を
は
る
か
に
祈
る
わ
か
れ
路
に
た
え
ぬ
は
老
の
涙
な
り
け

り
、
い
と
も
ゆ
ゆ
し
や
」
と
て
、
を
し
の
ご
ひ
隠
す
。

尼
君
、
「
も
ろ
と
も
に
み
や
こ
は
出
で
き
こ
の
た
び
や
ひ
と
り
野
中
の
み

ち
に
ま
ど
は
ん
」
と
て
泣
き
た
ま
ふ
さ
ま
、
い
と
こ
と
は
り
な
り
。

（松
風

・
一
九
五
頁
）

９

「
（略
）
そ
の
中
に
、
後
見
な
ど
あ
る
は
さ
る
方
に
も
思
譲
り
侍
り
、

三
宮
な
む
、
い
は
け
な
き
齢
に
て
、
た
ゞ
ひ
と
り
を
頼
も
し
き
物
と
な
ら

ひ
て
、
う
ち
捨
て
て
む
後
の
世
に
た
ゞ
よ
ひ
さ
す
ら

へ
む
こ
と
、
い
と

／
ヽ
う
し
ろ
め
た
く
か
な
し
く
侍
」
と
、
御
目
お
し
の
ご
ひ
つ
ゝ
聞
こ
え

知
ら
せ
さ
せ
給
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（若
菜
上

。
二
〇
八
頁
）

１０

「
思
ひ
捨
て
が
た
き
筋
も
あ
め
れ
ば
、
い
ま
い
と
と
く
見
な
を
し
給
て

む
。
た
ゞ
こ
の
住
み
か
こ
そ
見
捨
て
が
た
け
れ
。
い
か
ゞ
す
べ
き
」
と
て
、

宮
こ
出
で
し
春
の
嘆
き
に
お
と
ら
め
や
年
ふ
る
浦
を
わ
か
れ
ぬ
る
秋

と
て
、
を
し
の
ご
ひ
給

へ
る
に
、
い
と
ゞ
物
お
ぼ
え
ず
、
し
ほ
た
れ
ま
さ

る
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（明
石

・
八
六
頁
）

８
は
明
石
入
道
が
家
族
と
の
別
れ
の
悲
し
み
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、　
一
族
の

繁
栄
を

一
方
で
は
思
い
描
い
て
い
る
。
明
石

一
族
の
未
来
を
見
据
え
る
入
道
の

歌

へ
の
返
し
に
、
別
離
の
悲
し
み
の
み
を
詠
み
込
み
、
涙
に
暮
れ
て
い
る
尼
君

と
は
対
照
的
で
あ
る
。
９
は
朱
雀
院
が
出
家
後
に
残
す
女
三
宮
を
心
配
し
な
が

ら
、
そ
の
処
遇
を
具
体
的
に
考
え
て
い
こ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
１０

は
い
よ
い
よ
明
石
の
地
を
離
れ
ん
と
す
る
光
源
氏
が
、
明
石
入
道
に
別
れ
の
挨

拶
を
す
る
く
だ
り
で
あ
る
。
光
源
氏
に
は
帰
京
後
の
栄
華
が
待

つ
。
い
ず
れ
も

悲
哀
の
感
情
に
浸
り
き
り
に
な
ら
ず
に
、
一涙
を

「
の
ご
ふ
」
こ
と
で
仕
切
り
直

し
と
し
、
新
た
な
気
持
ち
で
次
に
向
か
お
う
と
す
る
も
の
で
、
そ
れ
ぞ
れ
が
ポ

ジ
テ
ィ
ブ
な
心
中
を
感
じ
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
作
中
人
物
の
流
す
涙
は
何
ら
か
の
感
情
の
記
号
と
し
て
機
能
し

て
お
り
、
「涙
を
の
ご
ふ
」
と
は
そ
れ
ら
の
感
情
の
顕
現
た
る
涙
を
払
拭
し
て

次
の
行
為

・
行
動
に
向
か
う
と
い
う
こ
と
を
表
し
て
い
る
と
読
み
取
れ
る
。

つ

ま
り
涙
の
原
因
と
な
っ
た
感
情
を
主
題
化
す
る
の
で
は
な
く
、
次
の
展
開
を
積

極
的
に
生
む
た
め
の
機
能
を
持

つ
の
が

「
の
ご
ふ
」
と
い
う
行
為
で
は
な
か
ろ

う
か
。
人
間
の
死
の
場
合
、
特
に
右
に
掲
げ
た
主
要
な
女
君
の
死
に

「
の
ご

ふ
」
が
現
れ
な
い
の
は
、
そ
の
悲
哀
の
感
情
を
作
中
人
物
ま
た
は
物
語
自
体
が

簡
単
に
捨
て
去
る
こ
と
が
で
き
ず
、
感
情
そ
の
も
の
を
主
題
と
し
て
取
り
上
げ

よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
を
指
標
的
に
表
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

「
の
ご
ふ
」
が
次
の
展
開
に
生
む
物
語
の
方
法
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
る
こ

と
は
、
一涙
を
拭
う
動
作
を
行
う
人
物
を
整
理
す
る
こ
と
で
も
う
か
が
え
る
。
そ



れ
は

「涙
」
を

「
の
ご
ふ
」
行
為
を
す
る
人
物
は
男
性
ば
か
り
で
あ
る
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
表
１
お
よ
び
表
２
に

「
の
ご
ふ
」
「
は
ら
ふ
」
に
関
わ
る
人
物

と
そ
の
対
象
物
、
お
よ
び
使
用
数
を
ま
と
め
た
。

見
ら
れ
る
よ
う
に
、
涙
を

「
の
ご
ふ
」
行
為
に
は
、
明
石
尼
君
の
一
例
を
除

き
、
す
べ
て
男
性
ば
か
り
が
関
係
し
て
い
る
。
明
石
尼
君
は
女
性
で
あ
る
が
、

使
用
さ
れ
て
い
る
箇
所
を
見
る
と
、
老
い
の
錯
乱
と
も
取
れ
る
よ
う
な
や
や
条

件
付
き
の
状
況
な
の
で
、
基
本
的
に
は
女
性
は
涙
を
拭
わ
な
い
も
の
だ
と
考
え

て
よ
さ
そ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
「
の
ご
ふ
」
行
為
自
体
が
男
の
も
の
で
は
な

い
こ
と
は
、
「涙
」
以
外
の
塵
や
水
な
ど
を
女
が
拭

っ
て
い
る
こ
と
か
ら
明
ら

か
で
あ
る
。
つ
ま
り
あ
く
ま
で
も

「一涙
」
を

「
の
ご
ふ
」
こ
と
が
男
に
限
定
さ

れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
歴
史
的
社
会
的
背
景
を
晩
み
な
が
ら
、
基
本

的
に
は
男
性
の
行
動
が
物
語
の
新
た
な
展
開
を
生
む
と
い
う
構
造
ゆ
え
の
偏
り

で
あ
る
と
、
ひ
と
ま
ず
解
し
て
お
き
た
い
。

他
方
、
「涙
」
を

「
は
ら
ふ
」
の
方
は
光
源
氏
が
三
例
、
明
石
君
と
夕
顔
が

そ
れ
ぞ
れ

一
例
で
あ
る
。
こ
ち
ら
は
用
例
数
が
少
な
い
た
め
、
性
差
に
関
し
て

断
定
的
な
こ
と
は
い
え
な
い
が
、
「涙
」
以
外
の
用
例
を
見
る
と
、
男
性

・
女

性
、
偏
り
な
く
使
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
「
の
ご
ふ
」
と
は
事
情
が
違
う

と
思
わ
れ
る
。

和
歌
の
世
界
で
は

「袖
」
と
い
う
歌
語
を
使

っ
て
、
感
情
に
浸
り
な
が
ら
大

量
の
涙
を
流
す
こ
と
を
描
こ
う
と
す
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
伝
統
に
基
づ
く

類
型
化
し
た
発
想

・
表
現
と
し
て
捉
え
る
べ
き
で
、
必
ず
し
も
涙
を
流
し
て
い

る
、
拭

っ
て
い
る
と
い
う
現
実
の
行
為
を
保
証
す
る
も
の
で
は
な
い
。
し
た

が
っ
て
、
源
氏
物
語
の
地
の
文
で
の
表
現
と
は
別
の
問
題
と
し
て
考
え
る
べ
き

（６
）

で
あ
ろ
う
。

こ
こ
で
も
う

一
例
、
須
磨
巻
で
の
源
氏
と
朧
月
夜
の
離
別
の
場
面
を
引
い
て

お
く
。
こ
れ
か
ら
先
の
こ
と
な
ど
考
え
ら
れ
な
い
二
人
の
男
女
の
感
情
が

一
所

に
と
ど
ま
っ
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
よ
う
。
も
ち
ろ
ん
明
示
的
に
涙
は
拭
わ
な

い
。

１１
女
、
い
と
い
み
じ
う
お
ぼ
え
給
て
し
の
び
給

へ
ど
、
御
袖
よ
り
あ
ま
る

も
と
こ
ろ
せ
う
な
ん
。

表 1 涙を「のごふ」人物

人物 使用数 対象

光源氏 一涙

夕霧 一涙

薫 涙

朱雀院 涙

匂宮 涙

饗宴に出席する人々 1 一涙

桐壷帝 1 涙

光源氏の従者 1 一涙

宰相中将 (蔵人少将) 1 一涙

頭中将 1 一晨

柏木 l 一涙

八宮 1 涙

髭 黒 1
一涙

髭黒北の方の兄弟 1 一涙

北山僧都 l 涙

明石尼君 1 一涙

明石入道 1 一涙

宇治の女房たち 1 塵

光源氏方の人々 1 琴

紫上 1 紅

女一宮 1 雫

僧 1 汗

末摘花の従者 1 雨水

光源氏 1 紅

人物 使用数 対象

光源氏 3 涙

明石君 1 一涙

夕顔 1 一涙

表 2 涙を「はらふ」人物



な
み
だ
が
は
浮
か
ぶ
み
な
は
も
消
え
ぬ
べ
し
流
れ
て
の
ち
の
瀬
を
も

待
た
ず
て

泣
く
／
ヽ
乱
れ
書
き
給
へ
る
御
手
い
と
お
か
し
げ
な
り
。（須

磨

。
一
六
頁
）

光
源
氏
と
の
別
れ
を
悲
し
み
、
忘
我
の
状
態
の
朧
月
夜
は
悲
哀
の
感
情
に
包

ま
れ
て
涙
を
流
す
ば
か
り
で
あ
る
。
一涙
の
量
の
多
い
こ
と
を
示
す

「袖
」
「涙

川
」
と
い
う
歌
語
や
、
「泣
く
泣
く
」
と
い
っ
た
畳
語
を
使
用
し
て
、
彼
女
の

悲
し
み
を
強
調
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
色
濃
い
感
情
に
染
め
ら
れ
た
涙
は
決
し

て
拭
わ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
そ
れ
は
こ
の
涙
お
よ
び
そ
の
背
景
に
あ
る
感
情
こ

そ
が
こ
の
場
面
の
主
題
で
あ
る
べ
き
だ
か
ら
で
あ
る
。

四

「
の
ご
ふ
」
「
は
ら
ふ
」
と
韻
文
散
文

源
氏
物
語
に
お
け
る
涙
を
拭
う
行
為
の
意
味
を
さ
ら
に
考
え
る
た
め
に
、
次

に
物
語
全
体
か
ら
用
例
を
採
取
し
、
表
現
と
し
て
の
特
徴
や
指
標
的
機
能
を
検

討
す
る
。
こ
こ
で
は
比
較
対
照
と
し
て
先
の
用
例
で

「
の
ご
ふ
」
の
異
同
と
し

て
出
現
し
て
い
た

「
は
ら
ふ
」
も
取
り
上
げ
る
こ
と
に
す
る
。

ま
ず
源
氏
物
語
全
体
で
は

「
の
ご
ふ
」
三
九
例
、
「
は
ら
ふ
」
四
〇
例
が
数

え
ら
れ
る
。
両
語
ほ
ぼ
同
数
で
あ
り
、
極
端
な
偏
り
は
認
め
ら
れ
な
い
。
こ
の

中
に
は
こ
こ
ま
で
引
用
し
た
用
例
に
あ
っ
た

「
お
し
の
ご
ふ
」
や

「
は
ら
ひ
あ

ふ
」
な
ど
の
複
合
動
詞
も
含
め
て
い
る
。
次
に
掲
げ
る
表
３
が
そ
の
一
覧
で
あ

２つ
。さ

て
こ
れ
ら
の
用
例
を
見
て
気
付
く
こ
と
は
、
「
の
ご
ふ
」
「
は
ら
ふ
」
と
も

に
、
源
氏
物
語
で
は
和
歌
に
ほ
と
ん
ど
使
用
さ
れ
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

「
の
ご
ふ
」
は
す
べ
て
散
文
で
、
「
は
ら
ふ
」
は
言
木
巻
で
夕
顔
が
頭
中
将
に
向

け
て
詠
ん
だ

「
う
ち
は
ら
ふ
袖
も
露
け
き
と
こ
な
つ
に
あ
ら
し
吹
き
そ
ふ
秋
も

表
３
　
源
氏
物
語
に
お
け
る

「
の
ご
ふ
」
「
は
ら
ふ
」
の
使
用
数

来
に
け
り
」
（夕
顔

・
五
五
頁
）
の

一
首
の
み
で
あ
る
。

い
っ
た
い

「
の
ご
ふ
」
は
和
歌
に
は
ま
ず
使
わ
れ
る
こ
と
が
な
く
、
八
代
集

に
お
い
て
も
わ
ず
か
に
拾
遺
和
歌
集
と
金
葉
和
歌
集
に

一
首
ず
つ
が
数
え
ら
れ

る
だ
け
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
使
用
状
況
か
ら

「
の
ご
ふ
」
は
基
本
的
に
は
散
文

の
た
め
の
語
と
ひ
と
ま
ず
見
な
し
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
。

１２
と
‐３
に
そ
の
歌
を

示
し
た
。
な
お

「泣
く
」
こ
と
に
関
わ
り
が
あ
る
の
は
１２
の
み
で
あ
る
。

‐２
こ
れ
を
だ
に
か
き
ぞ
わ
づ
ら
ふ
雨
と
ふ
る
涙
を
の
ご
ふ
い
と
ま
な
け
れ

ば
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（拾
遺
和
歌
集

。
九
五
九
）

‐３
む
ら
く
も
や
月
の
く
ま
を
ば
の
ご
ふ
ら
ん
は
れ
ゆ
く
ま
ま
に
て
り
ま
さ

る
か
な
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（金
葉
和
歌
集

・
二
〇
六
）

源
氏
物
語
の

「
の
ご
ふ
」
が
す
べ
て
和
歌
以
外
で
使
用
さ
れ
て
い
る
の
も
、

基
本
的
に
は
韻
文
に
用
い
な
い
と
い
う
性
質
に
よ
る
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。

一
方
の

「
は
ら
ふ
」
を
同
じ
く
八
代
集
で
調
べ
た
と
こ
ろ
、
こ
ち
ら
は
五
五

例
が
見
い
出
せ
た
。
源
氏
物
語
で
の
出
現
傾
向
と
は
明
ら
か
に
異
な
っ
て
い
る
。

た
だ
し

「
は
ら
ふ
」
と
と
も
に
読
み
込
ま
れ
て
い
る

「一涙
」
は
わ
ず
か
に
二
例

で
、
こ
の

コ
涙
」
は
い
ず
れ
も
涙
の
量
の
多
い
こ
と
を
示
す

「一涙
川
」
と
し
て

〓
田 使用数

お しのごS、

かきはらも、

はらふ 8

のごふ 7

うちはらふ 6

ぶゝきはらふ 5

おしのごひかくす 4

はらひしつらふ 4

おひはら
=、

4

はらひすつ 2

そらのごひ 1

のごひあふ 1

のごひかくす 1

のごひただらす l

はらひあぶ、 1

はらひやる 1



詠
み
込
ま
れ
て
い
る
。
そ
し
て

「涙
」
を
想
起
さ
せ
る

「露
」
は

一
〇
例
数
え

ら
れ
た
。

１４
に

一
首
あ
げ
た
。

‐４
涙
河
流
す
寝
覚
も
あ
る
物
を
払
ふ
許
の
露
や
何
な
り

（後
撰
和
歌
集

・
七
七

一
）

八
代
集
で
の
使
用
状
況
か
ら

「
は
ら
ふ
」
は

「
の
ご
ふ
」
と
は
異
な
り
、
和

歌
に
も
使
わ
れ
る
こ
と
ば
で
は
あ
る
と
い
え
る
。
で
は
源
氏
物
語
の
和
歌
に
は

ほ
と
ん
ど
使
用
さ
れ
ず
、
も

っ
ぱ
ら
散
文
中
に
現
れ
て
い
る
の
は
ど
う
い
う
こ

と
だ
ろ
う
か
。
源
氏
物
語
が
巧
み
に
和
歌
の
表
現
を
地
の
文
に
織
り
込
み
、
豊

か
な
世
界
を
形
象
化
し
て
い
る
こ
と
は
、
す
で
に
よ
く
知
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ

る
が
、
「
は
ら
ふ
」
の
使
用
に
関
し
て
も
、
そ
う
し
た
特
徴
を
考
え
る
べ
き
な

の
か
。

そ
こ
で
次
に

「
の
ご
ふ
」
と

「
は
ら
ふ
」
が

「一涙
」
も
含
め
て
何
を
拭
う
た

め
に
使
用
さ
れ
て
い
る
か
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
こ
こ
か
ら
両
語
の
特
徴
と
性

質
が
よ
く
う
か
が
え
る
と
思
わ
れ
る
。
表
４
を
見
ら
れ
た
い
。
和
歌
と

「
の
ご

ふ
」
「
は
ら
ふ
」
の
関
係
を
知
る
た
め
に
、
先
ほ
ど
と
同
じ
く
両
語
の
八
代
集

表
４

「
の
ご
ふ
」
「
は
ら
ふ
」
の
排
除
す
る
も
の

（源
氏
物
語
）

のごふ 数

一涙

目

紅 2

水

汗 l

琴 1

表
５

「
の
ご
ふ
」
「
は
ら
ふ
」
の
排
除
す
る
も
の

（八
代
集
）

で
の
使
用
に
関
し
て
も
表
５
に

一
覧
で
示
す
。

見
ら
れ
る
よ
う
に
こ
の
両
語
の
間
に
は
大
き
な
違
い
が
あ

っ
た
。
「
の
ご
ふ
」

は
ほ
ぼ
す
べ
て
が

「涙
」
「
目
」
に
偏

っ
て
お
り
、
泣
く
行
為
と
の
深
い
関
係

を
築
い
て
い
る
。
そ
の

一
方
で

「
の
ご
ふ
」
は
、
和
歌
の
世
界
で
泣
く
行
為
と

密
接
な

つ
な
が
り
の
あ
る

「露
」
「風
」
や
植
物
関
連
の
こ
と
ば
、
い
わ
ゆ
る

歌
語
と
は
結
び
つ
い
て
い
な
い
こ
と
は
注
目
に
値
す
る
。
こ
れ
は
先
に
確
認
し

た

「
の
ご
ふ
」
と
和
歌
の
関
係
の
希
薄
さ
を
そ
の
ま
ま
表
し
て
い
る
と
考
え
ら

れ
る
。
「
の
ご
ふ
」
の
方
は
あ
く
ま
で
も
涙
を
拭
う
と
い
う
行
為
を
具
体
的
か

つ
直
接
的
に
描
い
て
お
り
、
歌
語
を
使

っ
て
和
歌
的
な
効
果
や
情
趣
を
持
ち
込

む
こ
と
は
な
い
。

一
方
の

「
は
ら
ふ
」
は
塵
芥
な
ど
の
不
要
物
を
排
除
す
る
描
写
と
と
も
に
、

数
多
く
の
自
然
物
と
の
関
わ
り
が
あ
る
の
を
見
逃
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
先
の

表
に
あ
る
と
お
り
、
和
歌
に
お
い
て

「
は
ら
ふ
」
対
象
と
な
る
も
の
は
大
半
が

自
然
物
で
あ
り
、
人
工
的
な
も
の
や
人
が
関
わ
っ
た
も
の
は
極
少
数
し
か
な
い
。

そ
し
て
そ
れ
ら
は
そ
の
ま
ま
歌
語
と
し
て
認
知
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ

っ
た
。

こ
の

「露
」
を
は
じ
め
と
す
る
自
然
物
を

「
は
ら
ふ
」
と
い
う

傾
向
は
、
源
氏
物
語
の
使
用
例
で
も
同
じ
よ
う
に
確
認
す
る
こ

と
が
で
き
る
。
こ
こ
か
ら
源
氏
物
語
に
お
い
て
は
、
「
は
ら
ふ
」

を
あ
え
て
和
歌
に
は
使
用
せ
ず
、
歌
語
と
し
て
の
機
能
だ
け
を

生
か
す
形
で
地
の
文
に
織
り
込
ん
で
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い

う
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
で
は
い
く
つ
か
用
例
を
見
る
。

‐５
惟
光
も
、
「
さ
ら
に
え
分
け
さ
せ
給
ふ
ま
じ
き
蓬
の
露

け
さ
に
な
む
は
べ
る
。
露
す
こ
し
払
は
せ
て
な
む
入
ら
せ

給
ふ
べ
き
」
と
聞
こ
ゆ
れ
ば
、

た
づ
ね
て
も
わ
れ
こ
そ
と
は
め
道
も
な
く
深
き
蓬
の

はらふ 数

建物

植物

風

露 5

人

一涙 4

塵 灰

1

はらふ 数

露

霜 9

8

雪
〓

7

床 5

塵 4

紅葉 3

桜 2

秋の色 1

憂き世 1

袖の雫 1

葉 l

花 1

松 1

水草 1



も
と
の
心
を

と
ひ
と
り
ご
ち
て
、
猶
を
り
給
へ
ば
、
御
さ
き
の
露
を
馬
の
鞭
し
て
払
ひ

つ
ゝ
入
れ
た
て
ま
つ
る
。
雨
そ
ゝ
き
も
、
猶
秋
の
し
ぐ
れ
め
き
て
う
ち
そ

そ
け
ば
、
「御
傘
さ
ぶ
ら
ふ
。
げ
に
木
の
下
露
は
雨
に
ま
さ
り
て
」
と
聞

こ
ゆ
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（蓬
生

・
一
四
九
頁
）

‐６
ほ
の
か
に
、
た
ゞ
小
さ
き
鳥
の
浮
か
べ
る
と
見
や
ら
る
ヽ
も
、
心
ぼ
そ

げ
な
る
に
、
雁
の
連
ね
て
鳴
く
声
、
揖
の
を
と
に
ま
が
へ
る
を
、
う
ち
な

が
め
給
ひ
て
、
涙
の
こ
ぼ
る
ゝ
を
か
き
払
ひ
た
ま
へ
る
御
手
つ
き
、
黒
き

御
数
珠
に
映
え
給
へ
る
、
ふ
る
さ
と
の
女
恋
し
き
人
／
ヽ
、
心
み
な
慰
み

に
け
り
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（須
磨

・
三
二
頁
）

‐５
は
光
源
氏
が
惟
光
に
先
導
さ
せ
て
末
摘
花
の
屋
敷
に
入
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

「露
」
を

「
は
ら
ふ
」
以
外
に
も
、
歌
を
前
提
と
し
た
会
話
や
表
現
が
多
用
さ

れ
て
お
り
、
場
面
全
体
を
和
歌
的
な
情
趣
が
濃
密
に
支
配
し
て
い
る
。
ま
た
１６

は
須
磨
に
退
去
し
た
源
氏

一
行
が
、
寂
し
げ
な
海
の
様
子
を
眺
め
な
が
ら
遠
き

都
に
思
い
を
は
せ
る
場
面
で
あ
る
。
こ
ち
ら
も

コ
涙
」
を
も
よ
お
す
き
っ
か
け

と
な
る

「雁
」
を
中
心
に
置
く
情
景
が
、
和
歌
の
世
界
そ
の
も
の
で
あ
る
の
は

言
う
ま
で
も
な
い
だ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に

「
は
ら
ふ
」
に
よ
っ
て
涙
そ
の
も
の
、
ま
た
は
そ
れ
を
想
起
さ

せ
る
も
の
を
拭
う
と
い
う
行
為
は
、
和
歌
の
伝
統
に
則
っ
た
発
想
、
表
現
で
あ

り
、
源
氏
物
語
は
そ
れ
を
単
純
に
物
語
内
の
和
歌
に
取
り
込
む
の
で
は
な
く
、

地
の
文
に
溶
け
込
ま
せ
る
こ
と
で
活
か
そ
う
と
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で

あ
る
。

「
の
ご
ふ
」
「
は
ら
ふ
」
と
も
に
何
か
を
拭
い
去
る
と
い
う
指
示
的
な
意
味
に

お
い
て
は
違
い
は
な
い
が
、
両
語
の
働
き
方
や
性
質
に
は
大
き
な
差
が
あ
る
こ

と
を
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

五
　
諸
本
の
世
界
を
ど
う
理
解
す
る
か

こ
の
よ
う
に

「
の
ご
ふ
」
「
は
ら
ふ
」
の
意
味
と
機
能
や
、
物
語
の
方
法
と

し
て
の
使
い
方
を
見
て
く
る
と
、
最
初
に
示
し
た
御
法
巻
の
保
坂
本
や
麦
生
本
、

阿
里
莫
本
の
本
文
を
ど
う
考
え
れ
ば
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。
紫
上
の
死
に
よ
っ
て

流
さ
れ
る
悲
し
み
の
涙
を

「
の
ご
ふ
」
と
す
る
別
本
の
本
文
に
対
し
、
青
表
紙

本
系
大
島
本
、
河
内
本
系
尾
州
家
本
な
ど
は

「
は
ら
ふ
」
と
す
る
そ
れ
で
あ
る
。

本
文
の
新
旧
や
正
当
性
は
間
わ
な
い
。
し
か
し
、
源
氏

・
紫
上

。
明
石
中
宮
の

歌
に
詠
み
込
ま
れ
た

「涙
」
を
思
い
起
こ
さ
せ
る
歌
語

「
露
」
と
の
関
係
で

「御
涙
を
払
ひ
あ

へ
給
は
ず
」
と
す
る
大
島
本
な
ど
の
本
文
の
有
機
的
な
連
関

は
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
死
に
触
発
さ
れ
た
涙
を
拭
う
例
が
他
に

確
認
し
が
た
い
こ
と
も
、
別
本
諸
本
の
理
解
を
難
し
い
も
の
に
し
て
い
る
と
言

わ
ざ
る
を
え
な
い
。
た
だ
次
の
よ
う
な
例
が
保
坂
本
に
は
あ
る
。

保
坂
本
に
お
い
て
は
、
具
体
的
な
動
作
や
状
態
を
示
す
語
を
用
い
、
作
中
人

物
の
行
為
を
描
写
し
て
い
る
。
長
い
伝
統
に
よ
っ
て
醸
成
さ
れ
た
余
情
を
醸
し

出
す
歌
語
で
は
な
く
、
き
わ
め
て
散
文
的
な
も
の
い
い
を
し
て
い
る
と
い
え
よ

う
。
「
の
ご
ふ
」
以
外
に
も
興
味
深
い
用
例
が
あ
る
の
で
、

１７
に
示
す
。

‐７
又
、
限
り
の
ほ
ど
の
夢
の
心
ち
せ
し
な
ど
人
知
れ
ず
思
ひ
つ
ゞ
け
給
に
、

耐

へ
が
た
く
か
な
し
け
れ
ば
、
人
目
に
は
さ
し
も
見
え
じ
と
つ
ゝ
み
て
、

「
阿
弥
陀
仏
／
ヽ
」
と
引
き
給
数
珠
の
数
に
ま
ぎ
ら
は
し
て
ぞ
、
涙
の
玉

を
ば
も
ち
消
ち
給
ひ
け
る
。

い
に
し
へ
の
秋
の
夕
の
恋
し
き
に
い
ま
は
と
見
え
し
明
け
ぐ
れ
の
夢

ぞ
、
な
ご
り
さ
へ
う
か
り
け
る
。
　
　
　
　
　
　
　
（御
法

。
一
七
六
頁
）

紫
上
の
死
後
、
忌
み
に
籠
も
る
夕
霧
の
様
子
を
写
す
も
の
で
あ
る
。
諸
注
の

指
摘
を
待

つ
ま
で
も
な
く

「一涙
の
玉
」
は
歌
語
で
あ
る
。
大
島
本
の
こ
の
箇
所



を
保
坂
本
で
は

「
な
み
た
の
い
つ
る
を
も
て
け
ち
給
」
と
実
に
即
物
的
、
散
文

的
に
表
現
し
て
い
る
。
諸
本
異
同
が
な
く
、
保
坂
本
だ
け
が
こ
の
よ
う
な
表
現

を
持

っ
て
い
る
。
保
坂
本
が
死
の
涙
を

「
の
ご
ふ
」
を
三
度
も
使
用
す
る
こ
と

と
あ
わ
せ
て
、
保
坂
本
の
表
現
選
択
の
傾
向
が
う
か
が
え
る
描
写
で
あ
ろ
う
。

各
伝
本
の
性
質
や
特
徴
を
う
か
が
う
た
め
に
は
、
あ
ま
り
に
も
小
さ
い
対
象
で

し
か
な
い
が
、
茫
漠
と
し
た
別
本
の
世
界
を
う
か
が
い
知
る
た
め
の
手
が
か
り

と
し
て
、
選
択
さ
れ
た
語
や
表
現
の
意
味
と
機
能
を
測
定
し
て
い
く
こ
と
は
不

可
欠
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

源
氏
物
語
に
見
え
る

「泣
く
」
行
為
を
写
す
表
現
は
、
こ
の
物
語
独
自
の
方

法
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
う
い
う
点
か
ら
各
表
現
の
相
対
的
な
意

味
関
係
や
機
能
に
つ
い
て
、
解
き
明
か
す
べ
き
問
題
は
ま
だ
ま
だ
多
く
残
さ
れ

て
い
る
。
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

注（１
）

湯
本
な
ぎ
さ

「『源
氏
物
語
』
に
お
け
る

『一涙
』
を
め
ぐ
る
表
現
に
つ
い
て
」

∩
共
立
女
子
大
学
文
芸
学
部
紀
要
」

一
九
九
二
年
二
月
）
・
湯
本
な
ぎ
さ

「光
源

氏
を
め
ぐ
る
女
君
た
ち
の
涙
」
（「バ
く
〇
四
↓
∽
Ｃ
”
国
く
日
〓
」

一
九
九
四
年
二

月
）
・
飯
島
侑
子

「源
氏
物
語
に
お
け
る

『泣
く
』
表
現
に
つ
い
て
」
翁
学
習
院

大
学
国
語
国
文
学
会
誌
」

一
九
七
〇
年
二
月
）
な
ど
。
「泣
く
」
こ
と
に
関
す
る

表
現
を
網
羅
的
に
拾
い
上
げ
る
も
の
の
、
そ
れ
ら
の
相
対
的
な
関
係
に
つ
い
て
の

発
言
は
な
い
。

（２
）

大
阪
大
学
古
代
中
世
文
学
研
究
会

（二
〇
〇
三
年
九
月
六
日
）
で
の
回
頭
発
表

「浮
舟
の

『涙
ヒ

で
、
「泣
く
」
行
為
の
指
標
的
機
能
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
た
。

「泣
く
」
行
為
に
は
人
間
関
係
の
構
築
お
よ
び
精
神
的
距
離
感
表
示
の
機
能
の
あ

る
こ
と
を
指
摘
し
た
。

（３
）

今
回
の
調
査
に
は

「新
日
本
古
典
文
学
大
系
源
氏
物
語
』
を
使
用
し
た
。
同
本

の
底
本
は
大
島
本
で
、
欠
巻
の
浮
舟
巻
は
東
海
大
学
付
属
図
書
館
蔵
明
融
本
を
使

用
す
る
。
用
例
を
採
取
・
整
理
し
た
後
、
同
本
の

『源
氏
物
語
索
引
』
を
使
っ
て

確
認
し
た
。
以
下
で
の
本
文
の
引
用
も
同
書
に
よ
る
。
ま
た
諸
伝
本
の
異
同
の
調

査
に
は

『古
典
大
観
ｏ
）
卿
ｏ
〓
源
氏
物
語
』
・
『源
氏
物
語
別
本
集
成
』
・
『
源
氏

物
語
大
成
』
を
使
用
し
た
。

（４
）

昔同
橋
亨
、
関
根
賢
司
、
ツ
ベ
タ
ナ

・
ク
リ
ス
テ
ワ
三
氏
に
よ
る
座
談
会

「源
氏

物
語
の
死
と
涙
」
∩
源
氏
物
語
の
鑑
賞
と
基
礎
知
識
　
柏
木
」
二
〇
〇

一
年
三

月
）
に
お
い
て
、
源
氏
物
語
に
お
け
る

「死
」
と

「涙
」
の
関
係
が
話
題
に
な
っ

て
い
る
。
そ
こ
で
ツ
ベ
タ
ナ

・
ク
リ
ス
テ
ワ
氏
は

「
や
は
り
ど
ち
ら
か
と
言
う
と
、

「死
」
の
場
面
に
お
い
て
は

「涙
」
が
思
っ
た
ほ
ど
出
て
来
な
い
。
」
と
指
摘
し
て

い

る
。

（５
）

楽
の
音
や
舞
の
す
ば
ら
し
さ
に
感
激
す
る
、
久
々
の
対
面
や
子
供
の
成
長
を
喜

ぶ
と
い
っ
た
プ
ラ
ス
の
感
情
に
よ
る
涙
を
拭
う
と
い
う
も
の
も
あ
る
。
次
の
例
に

は
朱
雀
院
行
幸
前
の
試
楽
で
源
氏
が
頭
中
将
と
と
も
に
青
海
波
を
披
露
し
、
そ
れ

を
見
物
し
て
い
た
桐
壺
帝
以
下
参
列
者
が
み
な
涙
す
る
こ
と
が
描
か
れ
て
い
る
。

涙
を
拭
う
の
は
朱
雀
院
で
あ
る
。

ゑ
い
な
ど
し
給
へ
る
は
、
こ
れ
や
仏
の
御
迦
陵
頻
伽
な
ら
む
と
聞
こ
ゆ
。
お
も

し
ろ
く
あ
は
れ
な
る
に
、
み
か
ど
涙
を
の
ご
ひ
給
ひ
、
上
達
部
、
親
王
た
ち
も

み
な
泣
き
給
ひ
ぬ
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（紅
葉
賀

・
二
四
〇
頁
）

（６
）

〓一口う
ま
で
も
な
く
袖
を
濡
ら
す
と
い
う
の
は
和
歌
的
な
発
想

・
表
現
で
あ
る
。

片
桐
洋

一
氏
が

『歌
枕
歌
こ
と
ば
辞
典
増
訂
版
』
で

「
し
か
し
、
「袖
」
に
よ
っ

て
連
想
さ
れ
る
も
の
は
、
や
は
リ

コ
涙
」
で
あ
る
。
」
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、

和
歌
に
は
こ
の
結
び
つ
き
が
非
常
に
多
く
見
ら
れ
る
。
八
代
集
全
体
で
四
五
〇
を

越
え
る

「柚
」
の
用
例
を
確
認
で
き
る
が
、
こ
れ
ら
の
大
半
が
何
ら
か
の
か
た
ち

で

「泣
く
」
行
為
と
関
わ
っ
て
い
る
の
は
、
こ
と
さ
ら
指
摘
す
る
ま
で
も
な
い
。

「袖
」
と
い
う
こ
と
ば
を
含
む
歌
枕
、
「袖
師
浦
」
（島
根
県
松
江
市
、
静
岡
県
庵

原
郡
）
・
「袖
浦
」
（山
形
県
酒
田
市
）
。
「袖
の
渡
り
」
（宮
城
県
名
取
郡
）
。
「袖
振

山
」
（奈
良
県
天
理
市
）
な
ど
も
、
「袖
」
と
の
縁
か
ら

「涙
」
と
関
わ
っ
て
読
み

込
ま
れ
る
こ
と
が
多
い
の
も
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
な
お
ツ
ベ
タ

ナ

・
ク
リ
ス
テ
ワ
氏
の

「涙
の
詩
学
　
王
朝
文
化
の
詩
的
言
語
』
公
一〇
〇

一
年
）

に

「袖
の
涙
」
の
分
析
が
詳
し
い
。

つ
い
て
見
ら
れ
た
い
。

（７
）

「
は
ら
ふ
」
は

「邪
魔
に
な
る
も
の
を
取
り
除
く
。
掃
除
す
る
。
」
「敵
対
す
る

者
を
排
除
す
る
。
駆
逐
す
る
。
追
い
出
す
。
」
（『角
川
古
語
大
辞
典
じ

と
さ
れ
る

と
お
り
、
そ
の
時
点
に
お
け
る
さ
ま
ざ
ま
な
不
要
物
、
障
害
物
を
排
除
す
る
く
だ

り
に
使
わ
れ
て
い
る
。

さ
る
こ
ま
か
な
る
は
ゐ
の
目
鼻
に
も
入
り
て
、
お
ぼ
ほ
れ
て
物
も
お
ぼ
え
ず
、

払
ひ
捨
て
給
へ
ど
、
立
ち
満
ち
た
れ
ば
、
御
衣
ど
も
脱
ぎ
給

つ
。

（真
木
柱

・
一
二

一
頁
）



こ
れ
は
玉
菫
の
も
と
へ
急
ご
う
と
す
る
髭
黒
に
、
北
の
方
が
火
取
り
の
灰
を
ぶ
ち

ま
け
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
本
来
あ
る
べ
き
で
な
い
も
の
を
強
制
的
に
排
除
す
る
行

為
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
な
お
調
査
し
集
計
し
た
中
に
は
霊
や
物
怪
な
ど
を
追

い
払
う
も
の
は
除
い
て
い
る
が
、
こ
う
し
た
異
界
の
存
在
へ
の
嫌
悪
感
や
排
斥
す

る
心
情
も
、
「
は
ら
ふ
」
と
い
う
語
の
表
現
価
値
に
通
底
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
か

ら
こ
そ
で
あ
ろ
う
。

―
大
阪
樟
蔭
女
子
大
学
非
常
勤
講
師

。
本
学
大
学
院
博
士
後
期
課
程
―


