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ま
え
が
き

『紫
式
部
日
記
』

『紫
式
部
集
』
に
よ
っ
て
紫
式
部
論
を
試
み
る
際
、
「
身
」
と

「
心
」
の
対
語
を
通
し
て
論
ず
る
こ
と
は
も
は
や
常
套
に
な
っ
て
い
る
と
お
ぼ
し
い
。

阿
部
秋
生
氏
が
彼
女

（と
『源
氏
物
〓巴

の
明
石
の
君
）
の

「身
の
ほ
ど
」
意
識
を
論
じ
、

野
村
精

一
氏
が
こ
の
対
語
を
め
ぐ
っ
て
相
当
に
掘
り
下
げ
た
議
論
を
展
開
し
た
こ
と

に
よ
っ
て
、
こ
の
問
題
の
基
本
的
な
レ
ー
ル
は
す
で
に
舗
か
れ
た
と
私
に
は
思
わ
れ

た
が
、
各
論
者
に
は
取
り
組
み
や
す
い
題
材
に
見
え
る
せ
い
か
、
「
身
」
之

「
心
」

に
つ
い
て
直
接
間
接
に
触
れ
る
論
は
後
を
絶
た
な
い
も
の
の
、

『
日
記
』
の
叙
述
を

繰
り
返
す
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
。

最
近
お
お
や
け
に
さ
れ
た
山
本
淳
子
氏
の

「紫
式
部
歌
の
自
詩
受
容
―
―

「
身
」

と

「
心
」
の
連
作
を
め
ぐ

っ
て
」
（
『國
語
國
文
』
一ハ
四
巻
六
号
、
一九
九
五
上
Ｏ

は
、
そ

れ
ま
で
触
れ
ら
れ
な
か
っ
た
、
「身
」
と

「
心
」
の
二
元
論
の
背
景
に

『
白
氏
文
集
』

が
あ
り
、
対
語
の
使
用
は

「彼
女
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の

一
部
」
で
あ
り
、
「
他

者
の
目
の
な
い
安
全
な
場
で
自
己
を
吐
露
し
た
、
自
分
だ
け
の
た
め
の
典
拠
」
で
あ

る
と
指
摘
し
た
。
和
歌
の
例
は
は
や
く
に
指
摘
済
み
だ
っ
た
が
、
新
味
も
持
た
ぬ
ま

ま
安
直
に
論
じ
ら
れ
る
こ
と
が
少
な
く
な
か
っ
た
従
前
の
段
階
か
ら
、
こ
れ
で

一
歩

横

井
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↓
ｐ
Ｆ
ｐ
の
Ｆ
中
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ｏ
パ
ｏ
Ｈ

（平
成
７
年
１０
月
２
日
受
理
）

抜
き
ん
出
た
と
評
せ
よ
う
か
。
し
か
し
、
こ
と
は
稿
者
自
身
に
か
か
わ
っ
て
い
て
言

い
に
く
い
こ
と
な
の
だ
が
、
私
も
ま
た
か
つ
て

「身
」
と

「
心
」
の
対
語
に
よ
る
思

弁
に
は
自
詩
の

「引
用
」
が
あ
る
で
あ
ろ
う
こ
と
を

「
比
較
文
学
的
視
点
に
よ
る
紫

式
部
論
」
（
『静
大
国
五巴

六
号
、
一
九
九
二
上
こ

に
お
い
て
論
じ
た
こ
と
が
あ

っ
た
。

し
か
も
具
合
の
悪
い
こ
と
に
、
山
本
氏
が
引
く

『
平
安
初
期
に
お
け
る
日
本
漢
詩
の

比
較
文
学
的
研
究
』

（大
修
館
書
店
、
一
九
八
八
上

○
刊
）
の
著
者
菅
野
證
行
氏
に
は
職

場
を
同
じ
ゅ
う
し
て
直
接
教
示
を
い
た
だ
い
た
関
係
に
あ
り
、
前
記
拙
稿
に
も
菅
野

氏
の
所
論
は
引
い
て
い
た
し
、
山
本
氏
の
指
摘
に
か
か
る
自
詩
も

一
部
は
す
で
に
私

に
引
い
て
い
た
の
で
あ
る
。
い
ま
さ
ら
こ
の
よ
う
な
事
実
を
声
高
に
あ
げ
つ
ら
う
の

も
大
人
げ
な
い
が
、
拙
稿
掲
載
誌
が
サ
ー
キ

ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
悪
い
も
の
で
あ
る
こ

と
と
、
い
ま

一
度
掘
り
下
げ
た
い
題
材
だ
っ
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
改
稿
に
と
り
か
か

ろ
う
と
す
る
矢
先
に
山
本
氏
論
に
接
し
た
の
だ
っ
た
。
よ
っ
て
本
稿
の
原
案
は
大
幅

に
変
更
さ
れ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
わ
け
だ
が
、
前
記
拙
稿
も
ま
た
そ
れ
な
り
の
役
割

を
果
た
し
お
お
せ
て
い
る
か
と
判
断
し
、
屋
上
屋
を
架
す
る
の
愚
を
避
け
る
こ
と
と

し
た
。
も
っ
て
か
く
付
言
し
た
次
第
で
あ
る
。

た
だ

「身
」
と

「
心
」
の
思
弁
に
つ
い
て
未
開
拓
な
分
野
が
論
じ
残
さ
れ
て
い
る

で
あ
ろ
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
い
ま
だ
試
み
た
い
問
題
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
本

一



横 井

稿
は
旧
稿
を
承
け
な
が
ら
も
、
別
の
視
点
で

「身
」
と

「心
」
の
対
語
に
よ
る
内
的

世
界
に
分
け
入
っ
て
み
た
い
。

一
　

「
心
」
の
復
顔
術

ひ
と
と
し
て
の
紫
式
部
を
論
ず
る
時
、

『
紫
式
部
日
記
』

『紫
式
部
集
』
に
お
け

る
自
己
へ
の
言
及
は
、
単
な
る
伝
記
的
資
料
と
し
て
以
上
に
、
憂
愁

・
孤
絶
感
を
際

だ
た
せ
る
人
物
像
把
握
の
た
め
に
使
い
勝
手
の
よ
い
記
述
と
し
て
し
ば
し
ば
引
用
さ

れ
る
。
殊
に

『
日
記
』
の
場
合
は
、
前
欠
説
を
め
ぐ
る
成
立
論
と
女
房
日
記
と
し
て

の
記
録
性
に
関
す
る
論
議
を
除
け
ば
、
ほ
と
ん
ど
の
論
考
は
紫
式
部
の
自
己
省
察
の

筆
先
に
終
始
し
て
い
る
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
は
ず
だ
。
も
は
や
手
垢
が
つ
き

す
ぎ
た
と
言
え
な
く
も
な
い
文
章
だ
が
、
そ
れ
ら
と
再
会
す
る
こ
と
か
ら
始
め
ざ
る

を
え
な
い
。

〔紫
式
部
日
記
〕

行
幸
ち
か
く
な
り
ぬ
と
て
、
と
の
ゝ
う
ち
を
い
よ
ノ
ヽ

つ
く
り
み
が
ゝ
せ
た
ま

ふ
。
世
に
お
も
し
ろ
き
菊
の
ね
を
た
づ
ね
つ
ゝ
ほ
り
て
ま
ゐ
る
。
色
ノ
ヽ
う
つ

ろ
ひ
た
る
も
、
き
な
る
が
見
ど
こ
ろ
あ
る
も
、
さ
ま
ぐ
に
う
へ
た
て
た
る
も
、

あ
さ
霧
の
た
え
ま
に
見
わ
た
し
た
る
は
、
げ
に
お
ひ
も
し
ぞ
き
ぬ
べ
き
心
ち
す

る
に
、
な
ぞ
や
、
ま
し
て
、
お
も
ふ
こ
と
の
な
の
あ
な
え
葺
ヽ
ｆ
Ｔ

，
ま
し
か

ば
、
す
き
ぐ
し
く
も
も
て
な
し
、
わ
か
や
ぎ
て
、
つ
ね
な
き
世
を
も
す
ぐ
し
て

ま
し
、
め
で
た
き
こ
と

ｏ
お
も
し
ろ
き
こ
と
を
見
き
く
に
つ
け
て
も
、
た
ゞ
思

ひ
か
け
た
り
し
心
の
ひ
く
か
た
の
み
つ
よ
く
て
、
も
の
う
く
、
お
も
は
ず
に
、

な
げ
か
し
き
こ
と
の
ま
さ
る
ぞ
、
い
と
く
る
し
き
。
い
ま
は
な
を
物
わ
す
れ
し

な
ん
、
思
ひ
か
ひ
も
な
し
、
つ
み
も
ふ
か
く
な
る
な
ど
、
あ
け
た
て
ば
う
ち
な

が
め
て
、
水
鳥
ど
も
の
お
も
ふ
こ
と
な
げ
に
あ
そ
び
あ
へ
る
を
み
る
。

水
と
り
を
み
づ
の
う
へ
と
や
よ
そ
に
み
ん
わ
れ
も
う
き
た
る
世
を
す
ぐ
し

〓

つ
ゝ

か
れ
も
、
さ
こ
そ
心
を
や
り
て
あ
そ
ぶ
と
み
ゆ
れ
ど
、
身
は
い
と
く
る
し
か
ん

な
り
と
お
も
ひ
よ
そ
へ
ら
る
。
…

（書
陵
部
蔵
黒
川
本

『紫
日
記
』
。
二
九
～
三
〇
頁

・
岩
波
文
庫

相
当
頁
を
示
す
。
＊
箇
所

「事
…
」
を
諸
本
に
よ
り
訂
す
）

〔紫
式
部
集
〕

身
を
お
も
は
ず
な
り
と
な
げ
く
こ
と
の
、
や
う
ノ
、
な
の
め
に
、
ひ
た
ぶ

る
の
さ
ま
な
る
を
お
も
ひ
け
る

５５

か
ず
な
ら
ぬ
こ
ゝ
ろ
に
身
を
ば
ま
か
せ
ね
ど
身
に
し
た
が
ふ
は
心
な
り
け

り
５６

こ
ゝ
ろ
だ
に
い
か
な
る
身
に
か
か
な
ふ
ら
む
お
も
ひ
し
れ
ど
も
お
も
ひ
し

ら
れ
ず

は
じ
め
て
う
ち
わ
た
り
を
み
る
に
も
、
も
の
の
あ
は
れ
な
れ
ば

５７

身
の
う
さ
は
こ
ゝ
ろ
の
う
ち
に
し
た
ひ
き
て
い
ま
こ
ゝ
の
へ
ぞ
お
も
ひ
み

だ
る
ゝ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（実
践
女
子
大
学
図
書
館
蔵
本
『む
ら
さ
き
式
部
集
』
）

こ
れ
ら
に
は

「
思
ひ
か
け
た
り
し
心
」
「
身
を
お
も
は
ず
な
り
」
な
ど
、
濃
厚
な

憂
愁
に
彩
ら
れ
た
紫
式
部
像
の
定
型
化
を
促
す
文
例
と
し
て
好
適
な
表
現
が
好
都
合

に
盛
り
込
ま
れ
て
い
た
。

一
方
の

『
紫
式
部
日
記
』
に
も
同
趣
の
記
述
が
散
り
ば
め

ら
れ
、
他
方
の

『紫
式
部
集
』
に
は
例
の

「身
」
と

「心
」
の
典
型
的
な
二
元
論
が

図
式
化
さ
れ
る
。
か
て
て
加
え
て
、
言
わ
ず
と
知
れ
た
大
作

『源
氏
物
語
』
が
背
後

に
控
え
て
い
る
。
思
わ
ず
論
者
が
腕
を
撫
し
た
く
な
る
よ
う
な
材
料
が
揃

っ
て
い
る

で
は
な
い
か
。
か
つ
て
學
燈
社

『
國
文
學
』
の
特
集
号

公
〓
暮
九
号
、
一九
七
八
二
こ

で
紫
式
部
論
と
和
泉
式
部
論
の
競
演
が
行
わ
れ
た
折
、
中
野
幸

一
氏

「
紫
式
部
と

「
う
し
Ｌ
、
野
村
精

一
氏

「
「
身
」
と
「
心
」
の
相
克
―

・
―
男^
か
れ
た
る
存
在
に
つ
い
て
」
、

藤
井
貞
和
氏

「紫
式
部
、
時
間
意
識
」
、
高
橋
亨
氏

「紫
式
部
、
自
己
省
察
の
文
体
」

な
ど
、
所
掲
の
紫
女
専
論
の

『
日
記
』

『
集
』
引
用
箇
所
が
ほ
と
ん
ど
同
じ
で
あ
っ



紫式部の心

た
こ
と
は
理
由
の
な
い
こ
と
で
は
な
い
。
使
い
勝
手
の
よ
さ
を
称
す
る
ゆ
え
ん
で
あ

Ｚ一
。し

か
し
、
材
料
が
揃

っ
て
い
て
好
都
合
に
見
え
る
こ
と
が
論
述
を
正
し
い
方
向
に

導
く
か
否
か
に
つ
い
て
は
、
ま
た
別
の
問
題
と
考
え
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
む
し
ろ

「揃

っ
た
材
料
」
の
た
め
に
わ
れ
わ
れ
の
思
考
に
枠
が
填
め
ら
れ
る
こ
と
も
少
な
く

な
い
の
で
は
な
い
か
。
―
上
一一口
い
換
え
れ
ば
、
発
想
と
材
料
が
短
絡
さ
れ
て
し
ま
い

か
ね
な
い
、
と
い
う
虞
れ
な
し
と
し
な
い
。
「身
」
と

「
心
」
と
い
う
融
通
無
碍
の

概
念
を
透
過
し
て
捉
え
た
像
は
、
検
証
の
方
法
と
そ
の
模
索
な
し
に
は
、
憶
測
や
評

論
の
範
囲
に
留
ま
る
し
か
な
い
と
も
思
え
る
。

た
と
え
ば
、
右
に
引
い
た

『
日
記
』
、

…
…
め
で
た
き
こ
と

ｏ
お
も
し
ろ
き
こ
と
を
見
き
く
に
つ
け
て
も
、
た
ゞ
思
ひ

か
け
た
り
し
心
の
ひ
く
か
た
の
み
つ
よ
く
て
も
の
う
く
、
お
も
は
ず
に
、
な
げ

か
し
き
こ
と
の
ま
さ
る
ぞ
、
い
と
く
る
し
き
。
…
…

の
一
節
の
中
の

「
思
ひ
か
け
た
り
し
心
」
を
め
ぐ
る
議
論
を
み
て
み
よ
う
。
諸
注
を

見
る
に
、
「
是
則
出
家
の
望
を
い
へ
り
」
（足
立
稲
直
『解
』
）、
「
仏
道
に
深
く
お
も
ひ

い
た

り
し
心

な

り
」
（藤
井
高
尚

・
清
水
宣
昭

『
釈
』
）
な
ど

の
古

注

を

は
じ
め

、

そ

の
継

承
と
し
て
の
、

「遁
世
を
思
ひ
立
ち
な
が
ら
、
其
の
か
ひ
な
く
、
思
ふ
に
任
せ
ぬ
を
、
仏
に
対

し

て
罪
深

し
と

な

り
」
（関
根
正
直

⊇
解

』

一
九
二

二
年
五
月
）

「
出

家
遁
世

し

よ
う
と

思

ふ
心

」
（阿
倍
秋
生

『
評
註
紫
式
部
日
記
全
釈
』

一
九
四
九
年

一
〇
月
）

「
か

ね
が

ね
願

つ
て
ゐ

る
出

家

の
志

」
（玉
井
幸
助

『朝
日
・
全
書
ヒ

九
五
≡
士
ハ
月
）

「
山
出
ス
の
よ
い」
（曽
沢
太
吉

・
森
重
敏

『武
蔵
野
書
院

・
新
釈
』

一
九
六
四
年
二
月
）

「
出

家
遁

世

を

思

う
心

」
（中
野
幸

一
『小
孟
Ｔ

全
集
』

一
九
七

一
年
一ハ
月
、

「
学
館
ｏ

新
編
全
集
』

一
九
九
四
年
九
月
）

「宮
仕
え
す
る
以
前
の
紫
式
部
の
心
事
の
最
も
大
き
な
部
分
を
占
め
て
い
た
の

は
出

家

遁
世

の
願

い

で
あ

っ
た
」
（萩
谷
朴

『角
川

ｏ
全
注
釈
』

一
九
七

一
年

一
月
）

な
ど

一
貫
し
た
解
釈
と
と
も
に
、
出
離
説
を
留
保
す
る
、

「
思
い
つ
め
た
憂
愁
か
ら
逃
れ
ら
れ
ぬ
と
い
う
面
…
…
出
家
の
願
と
決
め
て
し

ま

う
通
説

は
と

れ
な

い
」
（池
田
亀
鑑

・
秋
山
虔

『岩
波

・
旧
大
系
』

一
九
五
八
年
九
月
）

「出
家
の
思
い
と
限
定
は
で
き
な
い
。
嘆
か
わ
し
い
身
の
上
に
つ
い
て
物
思
い

が
深
い
ゆ
え
に
、
そ
の
物
思
い
か
ら
離
れ
た
い
と
の
思
い
だ
っ
た
か
と
思
わ
れ

る
」
（山
本
利
達
『新
潮
・
集
成
』
一九
八
〇
年
二
月
）

と
い
う
諸
註
、
さ
ら
に

『
全
注
釈
』
の
部
分
修
正
と
も
い
う
べ
き
、

「夫
宣
孝
に
先
立
た
れ
て
後
、
未
亡
人
と
し
て
出
家
せ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う

ュ７
識

的

な
建

一削
」
（萩
谷
朴

『
新
典
社

・
校
注
』

一
九
八
五
年

一
月
）

と
い
う
解
釈
な
ど
、
出
離
へ
の
志
向
を
含
め
た
憂
愁
感
を
読
み
取
る
解
釈
が
定
説
化

し
て
い
た
。
が
、
「式
部
は
現
実
に
は
満
足
し
え
ず
、
身
を
も

っ
て
こ
う
し
た
ま
ま

な
ら
ぬ
現
実
の
苦
悩
―
卜
現
実
と
理
想
と
の
矛
盾
に
さ
い
な
ま
れ
て
い
た
…
…
こ
の

現
実
的
な
苦
悩
、
い
う
な
れ
ば
浮
世
な
み
の
煩
悩
が
、
こ
の
日
頃
来
の

「
思
ひ
か
け

た
り
し
心
」
で
あ
る
と
思
う
」
と

一
旦
認
め
な
が
ら
、
結
局
は

『釈
』
以
来
の
旧
説

に
捉
わ
れ
て
い
た
池
田
亀
鑑
氏
の
未
完
の
考
証
稿

『
紫
式
部
日
記
』

（至
文
堂
、
一
九

六
七
隻
ハ月
刊
）
を
先
駆
と
し
た
で
あ
ろ
う
見
解
が
出
さ
れ
た
。
「
高
貴
な
男
性
の
寵

を
受
け
る
」
と
い
う

「少
女
時
代
か
ら
の
夢
」
と
解
し
た
石
川
徹
氏

「紫
式
部
日
記

管

見
―
―

「
思

ひ
か

け

た

り
し
心

」
を

め

ぐ

っ
て
」
（
『
平
安
時
代
物
語
文
学
論
』
笠
間
書

院
、

一
九
七
九

・
四
刊
、
所
収
。
初
出

一
九
七

一
年
）
で
あ

る
。

こ
れ

に
拠

っ
て

「
高

い
家

門

意
識
と
結
婚
の
夢
」
を
読
み
取
ろ
う
と
す
る
前
掲
藤
井
貞
和
論

翁
紫
式
部
、
畦簡
豪
巴
）

な
ど
が
出
現
し
、
そ
れ
ら
を
承
け
た
た
め
で
あ
ろ
う
、
近
年
の
注
に
、
「
…
た
り
し
」

と
あ
る
の
で
既
往
に
根
ざ
し
た
宿
望
と
も
い
う
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。
出
家
の
志
に

限
定
し
て
解
す
る
説
が
多
い
が
、
現
実
化
の
困
難
な
宿
願
の
総
体
を
さ
す
も
の
と
と

り

た

い
」
（伊
藤
博

『岩
波

・
新
大
系
』

一
九
八
九
年

一
月
）
と

の
解

が

盛

り
込

ま

れ

る

よ

う

に
な
っ
た
。
今
後
の
論
議
は
こ
の
注
あ
た
り
が

一
つ
の
基
準
と
な
ろ
う
こ
と
が
予
測

三
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さ
れ
る
。
そ
の
石
川
論
文
の
要
諦
は
、

…
…
紫
式
部
の
こ
の

「
思
ひ
か
け
た
り
し
心
」
―
上
昔
か
ら
の
念
願
と
は
、
何

で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
源
氏
物
語
完
成
の
意
志
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
彼
女

に
と
っ
て
…
…

「
思
ひ
か
け
た
り
し
」
念
願
が
叶
え
ら
れ
な
い
が
故
の
代
償
行

為
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
か
ら
、
こ
の
念
願
が
彼
女
の
心
中
に
生
じ
た
の
は
、

源
氏
物
語
起
稿
以
前
の
若
か
り
し
頃
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
…
…
彼
女
の
家

系
を
遡
れ
ば
、
天
皇
の
女
御

・
更
衣
と
な
っ
た
女
性
も
あ
り
、
師
輔

・
兼
家

・

道
隆
な
ど
は
そ
れ
ぞ
れ
受
領
貴
族
の
娘
を
妻
に
迎
え
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
少

女
時
代
の
紫
式
部
は
、
お
そ
ら
く
天
皇
や
皇
太
子
ほ
ど
で
な
く
て
も
、
親
王
や

一
世
の
源
氏
の
よ
う
な
高
貴
な
男
性
の
寵
を
受
け
る
こ
と
か
、
ま
た
は
人
臣
で

も
権
門
高
家
の
室
に
入
る
こ
と
を
望
ん
で
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
…
…

（石
川
氏
前
掲
著
、
四
一
二
頁
）

と
い
う
の
に
ほ
と
ん
ど
尽
き
て
し
ま
う
。
た
し
か
に
鋭
い
洞
察
力
と
い
う
べ
き
で
あ

り
、
納
得
さ
せ
ら
れ
る
向
き
も
あ
ろ
う
。
け
れ
ど
も
、
「
心
」
と
い
う
不
定
型
な
、

し
か
も

「
思
ひ
か
け
た
り
し
」
と
し
か
言
わ
な
い
も
の
を
相
手
に
す
る
議
論
と
し
て
、

筆
者
の
伝
記
的
事
実
と
連
結
す
る
の
に
あ
ま
り
に
性
急

・
短
絡
で
は
な
い
か
。
「
…

に
違
い
な
い
か
ら
」
と
い
う
叙
述
、
検
証
も
な
い
ま
ま
紫
式
部
の
内
奥
を
推
断
す
る

論
理
展
開
に
は
、
洞
察
力
に
対
す
る
敬
意
と
と
も
に
、
押
し
つ
け
が
ま
し
さ

（あ
え

て
言
え
ば
独
断
）
を
も
お
ぼ
え
る
の
で
あ
る
。
こ
の
石
川
説
を

「
か
み
し
め
た
い
」
と

い
う
表
現
で
賛
意
を
表
す
藤
井
氏
は
、
「
思
ひ
か
く
」
の
語
義
を

『
岩
波
古
語
辞
典
』

を
引
き
つ
つ

「
予
想
」
の
意
と
捉
え
、
そ
こ
か
ら

「将
来
に
つ
い
て
の
望
み
や
期
匡

に
転
じ
て
石
川
論
に
リ
ン
ク
さ
せ
る
。
し
か
し
ど
の
よ
う
な
理
屈
を
こ
ね
ま
わ
そ
う

が
、
「
思
ひ
か
く
」
を

「将
来
に
つ
い
て
の
望
み
や
期
待
」
（傍
線
引
用
者
）
に
拡
大
解

釈
し
、
さ
ら
に

「少
女
時
代
の
紫
式
部

（が
）
…
権
門
高
家
の
室
に
入
る
こ
と
を
望

ん
で
い
た
」
と
い
う
意
見
に
置
き
換
え
る
の
は
飛
躍
が
大
き
過
ぎ
る
。
古
語
辞
典
の

記
載
を

「①
…
、
②
・・Ｌ

と
引
い
て
、
②
の
方
が
よ
い
か
ど
う
か
な
ど
と
思
い
悩
む

四

と
こ
ろ
は
学
生
の
レ
ポ
ー
ト
を
読
む
よ
う
で
ほ
ほ
え
ま
し
い
が
、
前
後
の
高
踏
な
意

見
と
の
落
差
に
と
ま
ど
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
そ
れ
も
こ
れ
も
結
論
が
先
に
あ
れ
ば
こ

そ
の
意
味
こ
ろ
が
し
に
他
な
ら
な
い
か
ら
な
の
で
あ
る
。

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
藤
井
氏
な
ど
に
石
川
説
が
魅
力
あ
る
見
解
と
し
て
映
る
の
は
、

石
川
氏
が
長
年
培

っ
た
文
学
観
、
人
間
理
解
に
よ
る
洞
察
が
な
さ
れ
て
い
る
か
ら
な

の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
洞
察
で
あ
る
以
上
、
そ
れ
は
本
来
証
明
困
難
な
も
の
で
あ
り
、

当
否
を
判
断
す
る
場
に
は
な
じ
ま
な
い
問
題
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
「心
」

と
い
う
不
可
視
な
領
域
で
あ
る
が
故
に
、
上
引
の
よ
う
な
石
川
説
で
あ
れ
、

『岩
波

・

新
大
系
』
の
脚
注

翁
現
実
化
の
困
難
な
宿
願
の
総
体
し

で
あ
れ
、
大
胆
な
憶
測
に
よ
ら

ぬ
か
ぎ
り
、
ひ
と
と
し
て
の
紫
式
部
に
ア
プ
ロ
ー
チ
で
き
ぬ
も
の
な
の
か
ど
う
か
。

洞
察
力
も
文
学
観

ｏ
人
間
理
解
も
い
ま
だ
し
な
私
の
場
合
、
紫
式
部
の

「
心
」
の
世

界
に
分
け
入
る
た
め
に
は
、
ま
ず
普
遍
的
な
問
題
を
凝
視
す
る
と
こ
ろ
か
ら
始
め
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

紫
式
部
の
人
間
像
を
ま
る
ご
と
再
現
す
る
力
技
は
至
難
と
い
う
他
な
い
し
、
そ
の

心
の
中
の
世
界
は
彼
女
の
肉
体
と
と
も
に
滅
び
去
っ
た
。
研
究
を
志
す
人
間
の
言
う

べ
き
こ
と
ば
で
は
な
い
が
、
不
可
知

・
不
可
視
の
限
界
が
あ
る
こ
と
は
認
め
ね
ば
な

る
ま
い
。
魅
力
あ
る
洞
察
と
い
え
ど
も
、
洞
察
で
あ
る
が
ゆ
え
の
論
理
の
跳
躍
が
存

す
る
の
だ
。
「彼
女
が
そ
の
夢
を
捨
て
て
と
い
う
よ
り
、
大
幅
に
切
り
下
げ
て
、
山

城
守
藤
原
宣
孝
と
の
結
婚
に
踏
み
切

っ
た
」
「宣
孝
没
後
、
宮
仕
に
出
て
ま
も
な
い

頃
、
ま
だ
彼
女
が
そ
の

「
思
ひ
か
け
た
り
し
心
」
の
夢
を
叶
え
て
く
れ
そ
う
な
理
想

の
男
性
の
出
現
を
心
ひ
そ
か
に
求
め
て
い
た
」
（石
川
氏
前
掲
書
、
四
〓
一丁
五
頁
）
と
い

う
人
物
理
解
が
仮
に
正
鵠
を
射
た
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
我
々
は
す
で
に
ひ
と

の
心
と
い
う
も
の
が
裏
も
表
も
あ
る
複
雑
不
定
型
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
も

い
る
し
、
心
の
う
ち
を
文
字
に
載
せ
る
こ
と
が
で
き
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
矮
小
化

さ
れ
た
虚
像
に
過
ぎ
な
い
こ
と
も
経
験
則
と
し
て
承
知
し
て
も
い
る
は
ず
な
の
だ
。

「
思
ひ
か
け
た
り
し
」
に
伝
記
的
事
項
を
は
め
込
む
前
に
、
「
…
‥
た
り
し
心
」



紫式部の心

の
方
を
知
る
手
続
き
が
必
要
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
益
田
勝
実
氏
は

『
日
記
』

に
お
い
て

「
作
者
の
選
び
と
っ
た
表
現
を
見
極
め
る
た
め
に
」
、
紫
式
部
の
近
辺
に

資
料
が
な
け
れ
ば
、
あ
ら
ゆ
る
手
段
を
尽
く
し
て

「
ひ
と
つ
の
生
活
慣
習
、
ひ
と
つ

の
儀
式

・
行
事
の
具
体
例
を
ま
る
ご
と
そ
こ
で
復
原
し
、
模
型
的
な
も
の
を
作
る
」

こ
と
に
留
意
し
て
い
る
と
い
い
、
そ
れ
を

「通
時
的
模
型
の
復
原
」
と
称
し
た

（益

田
勝
実
氏
「
『紫
式
部
日
記
』
考
証
の
方
法
―
上
週
時
的
模
型
の
復
原
と
い
う
こ
と
」、

『
日
本
文
学
』

一
〓
薯

一号
、
一九
七
一一
・
こ
。
私
は
こ
こ
で
益
田
氏
の
準
み
に
倣
っ
て
、
人
間
の
内
面

を
模
型
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
紫
式
部
の

「心
」
の
か
た
ち
の
復
顔
術
を
試
み
た
い
。

紫
式
部
が
偉
大
な
作
者
で
あ
る
こ
と
は
ひ
と
ま
ず
措
い
て
、
人
間
と
し
て
普
遍
的
に

共
有
す
る
部
分
か
ら

「
心
」
の
顔
を
抜
き
出
し
、
通
時
的
な
ら
ぬ
共
時
的
模
型
を
造
っ

て
み
よ
う
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
も
っ
て
不
可
視
の
も
の
を
可
視
化
す
る
た
め

の
方
法
と
す
る
こ
と
に
し
た
い
の
で
あ
る
。

二
　

「
心
」
の
所
在

『
紫
式
部
日
記
』
の
総
体
を
ど
の
よ
う
に
評
価
す
る
に
せ
よ
、
紫
式
部
の
人
間
を

語
る
記
録
た
る
こ
と
に
は
変
わ
り
な
い
は
ず
で
あ
り
、
彼
女
の
閉
ざ
さ
れ
た

「
心
」

の
世
界
を
読
み
ひ
ら
く
た
め
に
は
、
と
り
あ
え
ず
従
来
の
手
が
か
り
の
検
証
か
ら
は

じ
め
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
山
本
利
達
氏
は
、

『
日
記
』
の
主
題
を
中
宮
彰
子
御
産
を

記
録
す
る
に
あ
り
と
し
、
「
作
者
の
愁
い
に
み
ち
た
心
の
描
写
は
、
作
者
の
日
と
心

を
位
置
づ
け
る
と
共
に
、
中
宮
や
儀
式
の
立
派
さ
を
引
き
立
て
る
役
割
を
も

っ
た
も

の
」
（山
本
『集
成
』
解
説
、
一
八
五
頁
）
と
説
い
た
。
そ
の
可
否
に
つ
い
て
は
し
ば
ら
く

措
く
と
し
て
も
、
「作
者
の
愁
い
に
み
ち
た
心
の
描
写
」
と
い
い
、
「作
者
の
日
と
心
」

と
い
い
、
紫
式
部
の

「身
」
と

「心
」
を
語
る
、
従
来
引
か
れ
る
こ
と
の
多
か
っ
た

例
文
の
あ
れ
こ
れ
に
傾
聴
し
た
上
で
の
発
言
で
あ
る
。
手
垢
が
つ
き
す
ぎ
て
は
い
て

も
、
紫
式
部
の

「
心
」
を
読
み
ひ
ら
く
た
め
に
は
、
や
は
り
こ
こ
か
ら
出
発
す
る
他

な

い
。

一剛
節
に
引
い
た
例

η
行
幸
ち
か
く
な
り
ぬ
と
て
こ

の
章
、
本
稿
一一頁
）
を
そ
の
①
と
し

て
、
「
身
」
と

「心
」
と
が
同
時
に
語
ら
れ
る
記
述
を
拾
い
上
げ
て
み
よ
う
。
寛
弘

五
年

一
一
月
二
二
日
条
、
五
節
の
舞
姫
御
覧
の
日
、
昼
日
中
衆
目
に
さ
ら
さ
れ
る
童

女
の
姿
を
眼
に
し
て
、

②
…
…
た
ゞ
か
く
こ
も
り
な
き
ひ
る
中
に
…
…
そ
こ
ら
の
き
ん
だ
ち
の
た
ち
ま
じ

り
た
る
に
、
さ
て
も
あ
り
ぬ
べ
き
身
の
ほ
ど

ｏ
心
も
ち
ゐ
と
い
ひ
な
が
ら
、
人

に
を
と
ら
じ
と
あ
ら
そ
ふ
こ
ゝ
ち
も
い
か
に
を
く
す
ら
ん
と
、
あ
ひ
な
く
か
た

は
ら
い
た
き
ぞ
、
か
た
く
な
し
き
や
。
　
　
　
　
　
　
　
　
（喜

一～
二
二頁
）

と
記
す
中
の

「身
の
ほ
ど

ｏ
心
も
ち
ゐ
」
は
童
女
達
を
付
度
す
る
詞
だ
が
、
紫
式
部

が
そ
れ
を
念
頭
に
お
い
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
眼
前
の
事
態
に
直
結
し
て
表
出
さ
れ
て

し
ま
う
、
と
読
む
べ
き
だ
ろ
う
。
萩
谷

『全
注
釈
』
は

「
そ
の
場
の
人
物
と
し
て
、

眼
前
の
現
実
に
没
入
す
る
こ
と
な
く
、
そ
の
場
の
現
象
に
触
発
さ
れ
て
、
我
が
身
の

上
や
心
情
を
内
省
す
る
方
向
に
反
転
し
、
沈
潜
し
て
ゆ
く
の
を
常
と
し
て
い
た
。
従

前
も
…

（
〓
ハ章
段
の
番
号
、
省
略
）
…
の
各
節
に
お
い
て
、
程
度
の
差
こ
そ
あ
れ
、
そ

う
し
た
回
帰
的
内
省
の
傾
向
が
認
め
ら
れ
た
」
と
す
る
。
だ
か
ら
、
右
の
記
述
の
後
、

紫
式
部
の
筆
は
他
者
た
る
舞
姫
の
姿
か
ら
た
ち
ま
ち
に
自
己
へ
と
反
転
す
る
。

③
…
…
わ
れ
ら
を
、
「
か
れ

（舞
姫
達
）
が
や
う
に
て
い
で
ゐ
よ
」
と
あ
ら
ば
、
又

さ
て
も
御
ま
よ
ひ
あ
り
く
ば
か
り
ぞ
か
し
。
か
う
ま
で
立
い
で
ん
と
は
お
も
ひ

か
け
き
や
は
。
さ
れ
ど
、
め
に
み
す
ノ
ヽ
あ
さ
ま
し
き
も
の
は
人
の
こ
ゝ
ろ
な

り
け
れ
ば
、
「今
よ
り
後
の
お
も
な
さ
は
、
た
ゞ
な
れ
に
な
れ
す
ぎ
、
ひ
た
お

も
て
に
↑
）
な
ら
む
も
や
す
し
か
し
」
と
、
身
の
あ
り
さ
ま
の
ゆ
め
の
や
う
に

お
も
ひ
つ
ゞ
け
ら
れ
て
、
あ
る
ま
じ
き
こ
と
に
さ
へ
思
ひ
か
ゝ
り
て
ゆ
ゝ
し
く

お
ぼ
ゆ
れ
ば
、
め
と
ま
る
事
も
、
れ
い
の
、
な
か
り
け
り
。

（五
三
～
五
四
頁
。
＊
底
本

「
な
ら
む
や
す
く
か
し
」
、
諸
本
に
よ
り
補
訂
）

ひ
と
は
他
者
の
内
面
を
推
測
す
る
こ
と
は
で
き
て
も
、
そ
れ
が
他
者
と
同

一
で
あ

五



横 井

る
か
は
保
証
の
か
ぎ
り
で
は
な
い
。
他
人
の
付
度
が
所
詮
は
自
己
の
鏡
像
に
過
ぎ
な

い
こ
と
を
理
解
す
れ
ば
、
「人
の
こ
ゝ
ろ
」
が
紫
式
部
自
身
の

「
心
」
で
も
あ
る
こ

と
は
火
を
見
る
よ
り
も
明
ら
か
だ
。
自
ら
性
格
を
省
み
て

「
か
う
ま
で
立
い
で
ん
」

と
予
測
で
き
な
か
っ
た
も
の
が
、
「
面
無
」
き
ま
で
に

「
な
れ
に
な
れ
す
ぎ
」
た
今

の

「
身
の
あ
り
さ
ま
」
に
驚
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
変
身
と
変
心
に
は

「
あ
る

ま
じ
き
」
「
ゆ
ゝ
し
く
」
と
否
定
の
語
が
並
べ
ら
れ
苦
渋
の
色
濃
い
が
、
本
稿
冒
頭

の
例
文

（①
）
に
あ
っ
た
、
水
鳥
に
我
が
身
を
擬
し
た

「
心
を
や
り
て
あ
そ
ぶ
と
み

ゆ
れ
ど
、
身
は
い
と
く
る
し
か
ん
な
り
」
と
同

一
地
平
に
あ
る
と
見
な
す
こ
と
が
で

き
よ
う
。

次
例
を
見
よ
う
。
消
息
文
の
中
、
清
少
納
言
の
人
物
評
の
後
に
続
く

一
節
に
、

④
か
く
か
た
１
ヽ
に
つ
け
て
、　
一
ふ
し
の
お
も
ひ
い
で
ら
る
べ
き
こ
と
な
く
て
、

す
ぐ
し
侍
ぬ
る
人
の
、
こ
と
に
ゆ
く
す
ゑ
の
た
の
み
も
な
き
こ
そ
、
な
ぐ
さ
め

思
ふ
か
た
ゞ
に
侍
ら
ね
ど
、
心
す
ご
う
も
て
な
す
身
ぞ
と
だ
に
お
も
ひ
侍
ら
じ
。

そ
の
心
な
を
う
せ
ぬ
に
や
、
物
思
ひ
ま
さ
る
秋
の
夜
も
、
は
し
に
い
で
ゐ
て
な

が
め
ば
、
い
と
ゞ
月
ゃ
い
に
し
へ
ほ
め
て
け
ん
と
、
み
え
た
る
あ
り
さ
ま
を
、

も
よ
を
す
や
う
に
侍
べ
し
、
世
の
人
の
い
む
と
い
ひ
侍
と
が
を
も
か
な
ら
ず
わ

た
り
侍
な
ん
と
は
ゞ
か
ら
れ
て
、
す
こ
し
お
く
に
ひ
き
入
て
ぞ
、
さ
す
が
に
心

の
う
ち
に
は
つ
き
せ
ず
お
も
ひ
つ
ゞ
け
ら
れ
侍
。
　
　
　
　
　
　
（七
四
頁
）

と
あ
る
傍
線
部
の
前
者

「心
す
ご
う
も
て
な
す
身
」
に
は
、
遡
っ
て
阿
部

『
評
註

ｏ

全
釈
』
が

「
い
つ
さ
い
の
係
累
を

一
思
ひ
に
捨
て
て
深
山
に
入
つ
て
仏
の
修
行
を
す

る
と
い
ふ
や
う
な
極
端
な
こ
と
」
と
解
し
て
お
り
、
萩
谷

『
全
注
釈
』
は
当
該
箇
所

を

「
『
心
す
ご
う
も
て
な
す
身
ぞ
と
だ
に
思
ひ
侍
ら
じ
』
の
心
な
ほ
失
せ
ぬ
…
」
と

校
訂
し
、
「
…
な
を
う
せ
ぬ
に
や
」
と

「
（
そ
）
の
心
」
の
生
起
に

「
時
間
の
経
過
」

の
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
曽
沢

・
森
重

『
新
釈
』
は
本
稿
冒
頭
の
引
文
①
の

「
思
ひ
か
け
た
り
し
心
」
前
後
の
文
脈
に
通
ず
る
心
境
と
説
い
て
し
い
る
。
「
思
ひ
か

け
た
り
し
心
」
の
解
釈
の
再
確
認
さ
せ
る
と
と
も
に
、
「心
」
と

「
身
」
と
が
対
応

六

す
る
上
で
の
心
的
機
構
を
ま
す
ま
す
ゆ
か
し
い
も
の
に
覚
え
さ
せ
る
例
で
は
な
い
か
。

次
に
、
や
は
り
消
息
文
の
、
こ
れ
は
結
尾
の

「御
ふ
み
に
え
か
き
つ
ゞ
け
侍
ら
ぬ

こ
ｔ
を
、
よ
き
も
あ
し
き
も
、
世
に
あ
る
こ
と
身
の
う
へ
の
う
れ
へ
に
て
も
、
の
こ

ら
ず
き
こ
え
さ
せ
を
か
ま
ほ
し
う
…
」
と
あ
る

一
節
の
さ
ら
に
最
末
尾
、
読
者

（特

定
の
，
・）
へ
の
断
り
書
に
、

⑤
…
…
御
ら
ん
じ
て
は
、
と
う
た
ま
は
ら
ん
。
え
よ
み
侍
ら
ぬ
所
ノ
ヽ
、
も
じ
お

と
し
ぞ
侍
ら
ん
。
そ
れ
は
な
に
か
は
、
御
ら
ん
じ
も
ゝ
ら
さ
せ
給
へ
か
し
。
か

く
世
の
人
ご
と
の
う
へ
を
お
も
ひ
ノ
ヽ
、
は
て
に
と
ぢ
め
侍
れ
ば
、
身
を
思
ひ

す
て
ぬ
心
の
さ
も
ふ
か
う
侍
べ
き
か
な
。
（↓
ゝ

（な
）
せ
ん
と
に
か
侍
ら
ん
。

（八
一～
八
二
頁
。
＊
底
本
「…
ゝ
さ
ん
じ

と
あ
る
。
「
身
を
思
ひ
す
て
ぬ
心
」
に
は
、
本
稿
冒
頭
に
掲
げ
た

『
集
』
の

「
か
ず

な
ら
ぬ
こ
ゝ
ろ
に
身
を
ば
ま
か
せ
ね
ど
身
に
し
た
が
ふ
は
心
な
り
け
り
」
フ
」
ゝ
ろ

だ
に
い
か
な
る
身
に
か
か
な
ふ
ら
む
お
も
ひ
し
れ
ど
も
お
も
ひ
し
ら
れ
ず
宍
５５
・
５６
）

の
記
憶
を
、
単
な
る
相
似
以
上
に
喚
起
す
る
力
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
諸
注
大

き
な
異
同
は
な
い
が
、
萩
谷

『
全
注
釈
』
が
最
も
詳
細
に
解
説
を
加
え
て
い
て
参
照

す
べ
き
で
あ
る
。

こ
れ
は
直
ち
に
、
第
七
二
節
に
見
え
た

『世
の
い
と
は
し
き
こ
と
は
、
す
べ
て

露
ば
か
り
心
も
と
ま
ら
ず
な
り
に
て
侍
れ
ば
、
聖
に
な
ら
む
に
、
憚
怠
す
べ
う

も
侍
ら
ず
』
と
あ
っ
た
こ
と
と
矛
盾
す
る
。
紫
式
部
の
よ
う
に
人
生
に
つ
い
て

多
く
の
意
見
を
有
す
る
問
題
意
識
の
強
い
人
間
が
、
そ
う
そ
う
簡
単
に
遁
世
し

得
る
は
ず
は
な
い
の
で
あ
る
。
彼
女
は
、
テ
ー
ゼ
に
対
し
て
無
限
に
ア
ン
チ
テ
ー

ゼ
を
思
い
つ
く
性
質
で
、
究
極
的
に
止
揚
す
べ
き
所
を
知
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。

第
七
二
節

（横
井
注
、
「い
か
に
、
い
ま
は
こ
と
い
み
し
は
べ
つり
じ
。こ

の
一
節
を
指
す
）
に

お
け
る
四
段
論
法
の
屈
折
の
多
い
思
考
方
法
、
す
べ
て
が

『未
練
』
そ
の
も
の

で
あ
り
、

『煩
悩
』
そ
れ
自
体
で
あ
る
。（

『全
注
釈
』
下

・
三
四
三
頁
、
傍
線
横
井
）



紫式部の心

―
―
と
。
私
に
傍
線
を
施
し
た
部
分
に
注
目
し
て
戴
き
た
い
。
「
身
を
思
ひ
す
て
ぬ

心
」
の
語
に
象
徴
さ
れ
た

「身
」
と

「心
」
の
相
克
が
あ
ら
た
め
て
問
題
点
と
し
て

浮
上
し
て
く
る
の
で
あ
る
。

『
紫
式
部
日
記
』
に
よ
る
紫
式
部
像
把
握
は
、
右
の
山
本
利
達
氏
の

「
作
者
の
愁

い
に
み
ち
た
心
」
（
『集
成
』
）、
あ
る
い
は
室
伏
信
助
氏
の
言
い
換
え
た

「
憂
愁
に
み

ち

た
佐
襲
一
の
心

」
翁
紫
式
部
日
記
／
主
題
の
形
成
」
、
別
冊
國
文
學

『
王
朝
女
流
日
記
必
携
』
學
燈

社
、

一
九
八
六

上

）
に
集
約

さ
れ

て
し

ま
う
。
ま

こ
と

に

シ

ン
プ

ル
な
も

の

で
あ

る

。

言
葉
を
尽
く
し
て
迂
回
し
よ
う
に
も
結
局
こ
こ
に
収
敏
し
て
し
ま
う
―
―
と
い
う
の

も
、
端
的
に
彼
女
自
身
が

「身
の
う
れ
へ
」
を
語
っ
て
い
る
か
ら
だ
。
「
憂
愁
に
み

ち
た
心
」
を
産
み
出
す

「身
」
の
お
き
所

・
あ
り
方
は
、
既
に
彼
女
自
身
に
よ
っ
て

意
識
さ
れ
つ
づ
け
て
い
た
の
で
あ
る
。
い
ま
ま
で
幾
た
び
も
引
か
れ
て
い
る
が
、

『
日
記
』
の
叙
述
の
埒
外
に
出
ぬ
よ
う
、
あ
ら
た
め
て
検
討
し
直
し
て
み
よ
う
。

著
名
な
冒
頭
に
続
く

一
文
、
―
―

⑥

（中
宮
の
）
御
あ
り
さ
ま
な
ど
の
い
と
さ
ら
な
る
こ
と
な
れ
ど
、
う
き
世
の
な

ぐ
さ
め
に
は
、
か
ゝ
る
御
ま
へ
を
こ
そ
た
づ
ね
ま
い
る
べ
か
り
け
れ
と
、
う
つ

し
心
を
ば
ひ
き
た
が
へ
、
た
と
し
へ
な
く
よ
ろ
づ
わ
す
ら
る
に
も
、
か
つ
は
あ

や
し
ｏ　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（七
頁
）

と
、
早
く
も

「
う
き
世
」
へ
の
認
識
が
露
出
し
て
お
り
、
こ
こ
で
は

「
う
き
世
」
と

観
ず
る
彼
女
の
現
在
の
拠
り
所
が

「
う
つ
し
心
」
の
解
釈
如
何
に
関
わ
る
こ
と
が
知

ら
れ
る
。
藤
井
高
尚

・
清
水
宣
昭

『
釈
』
は

「
『
う
つ
し
心
』
は
、
現
心
に
て
、
い

ま
我
心
の
底
に
、
お
ぼ
ろ
け
な
ら
ず
深
く
思
ひ
と
り
た
る
心
を
い
ふ
。

『
ひ
き
た
が

へ
云
々
』
と
は
、
後
々
に
も
か
ゝ
る
心
ば
へ
あ
ま
た
見
え
て
、
こ
の
式
部
が
心
、
た
ゞ

仏
の
道
に
思
ひ
い
り
た
る
う
つ
し
心
を
ば
引
た
が
へ
て
、
御
ま
へ
な
る
ほ
ど
は
、
御

あ
り
さ
ま
な
ど
の
す
ぐ
れ
さ
せ
給

へ
る
に
よ
り
て
、
よ
ろ
づ
う
き
こ
と
も
わ
す
ら
れ

ぬ
と
な
り
」
と
解
し
、
以
下
の
諸
注
は
お
お
む
ね
こ
の
注
記
の
範
囲
を
出
な
い
。

し
か
し
、
式
部
の
半
生
を
安
易
に
こ
こ
に
代
入
す
る
こ
と
を
排
除
す
る
限
り
、
開

巻
冒
頭
の
こ
の

一
文
で
は

「
う
つ
し
心
」
が

「仏
の
道
に
思
ひ
い
り
た
る
」
こ
と
と

は
ま
だ
明
瞭
で
は
な
い
。
伊
藤

『岩
波

・
新
大
系
』
の
よ
う
に

「
コ
現
し
心
』
は
…
…

自
他
を
醒
め
た
日
で
見

つ
め
る
平
常
の
心
の
あ
り
よ
う
」
と
あ
る
の
も
、
諸
資
料
に

よ
る
式
部
像
に
つ
い
て
の
前
提
が
あ
っ
た
上
で
の
発
言
に
他
な
ら
な
い
。
あ
る
い
は

池
田

『考
証
』

（
『紫
式
部
日
記
』
至
文
堂
刊
）
の

「
現
心
」
即
ち
「
菩
提
心
」
と
は
断
じ

去
る
根
拠
と
は
な
し
難
い
…
…
日
頃
こ
の
世
を
ば
憂
き
世
と
あ
き
ら
め
つ
つ
、
し
か

も

一
た
び
中
宮
の
御
前
に
参
っ
て
は
、
そ
の
恒
の
心
に
違
い
、
い
つ
し
か
万
の
憂
き

こ
と
を
も
忘
れ
、
こ
の
世
に
生
く
る
希
望
す
ら
出
で
来
る
の
は
如
何
な
る
事
か
と
、

我
れ
と
我
が
矛
盾
に

「
あ
や
し
」
と
云
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
」
と
あ
る
ご
と
き

を
言
い
換
え
た
も
の
と
見
え
る
。
右
の
よ
う
に
引
か
れ
る
機
会
の
多
い
箇
所
は
、
前

提

ｏ
先
入
主
を
去

っ
て
取
り
組
ま
な
い
か
ぎ
り
、
同
じ
叙
述
の
繰
り
返
し
に
過
ぎ
な

く
な
る
だ
ろ
う
。
た
だ
し
、
中
野

『
小
学
館

・
全
集
』

『
新
編
全
集
』
は

「自
分
の

矛
盾
し
た
心
」
と
い
う
繰
り
返
し
の
後
に

「
現
象
に
そ
の
ま
ま
従
う
心
情
と
本
質
を

見
と
お
す
理
性
と
の
共
存
は
、
式
部
の
精
神
構
造
の
一
つ
の
特
性
」
と
敷
街
し
た
の

に
は
、
「
心
情
」
「
理
性
」
の
用
語
は
や
や
疑
間
だ
が
、
「身
」
と

「
心
」
の
二
元
論

を
視
程
に
と
ら
え
て
、
し
ば
ら
く
拘
泥
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

次
も
著
名
な

一
章
。

⑦
御
ま
へ
の
池
に
水
鳥
ど
も
の
日
ゝ
に
お
ほ
く
な
り
行
を
見

つ
ゝ
、
「
い
ら
せ
給

は
ぬ
さ
き
に
雪
ふ
ら
な
ん
。
こ
の
御
ま
へ
の
あ
り
さ
ま
、
い
か
に
を
か
し
か
ら

む
」
と
思
に
、
あ
か
ら
さ
ま
に
ま
か
で
た
る
程
、
二
日
ば
か
り
あ
り
て
し
も
雪

は
ふ
る
も
の
か
。
見
ど
こ
ろ
も
な
き
ふ
る
さ
と
の
木
だ
ち
を
み
る
に
も
、
ｏ
物

む
つ
か
し
う
思
み
だ
れ
て
、
と
し
ご
ろ
つ
れ
ル
ヽ
に
な
が
め
あ
か
し
く
ら
し
つ
ゝ
、

花
鳥
の
色
を
も
ね
を
も
、
春
秋
に
行
か
ふ
空
の
気
し
き

ｏ
月
の
影

ｏ
霜

ｏ
ゆ
き

を
見
て
、
「
そ
の
と
き
き
に
け
り
」
と
ば
か
り
思
ひ
わ
き

つ
ゝ
、
固
「
い
か
に

０
．Ц

力ゝ―
―こ―
「
こ
は
力ゝ‐
．明
、
。ｄ
．Ｃ
れ
ら
，ぶ
，日
ぞ
。ざ
ば
，督
石
ガ
覆
，ま
物
か
ら
、

ｏ
は
か
な
き
も
の
が
た
り
な
ど
に
つ
け
て
う
ち
か
た
ら
ふ
人
、
を
な
じ
心
な

七



横 井

る
は
、
あ
は
れ
に
か
き
か
は
し
、
す
こ
し
気
ど
を
き
た
よ
り
ど
も
を
、
た
づ
ね

て
も
い
ひ
け
る
を
、
た
ゞ
こ
れ
を
さ
ま
ル
ヽ
に
あ

へ
し
ら
ひ
、ｕ
そ
ゞ
ろ
ご
と

に
つ
れ
１
ヽ
を
ば
な
ぐ
さ
め

つ
ゝ
、
世
に
あ
る
べ
き
人
数
と
は
お
も
は
ず
な
が

ら
、
さ
し
あ
た
り
て
、
「
は
づ
か
し
、
い
み
じ
」
と
思
ひ
じ
る
か
た
ば
か
り
の

が
れ
た
り
し
を
、ｏ
さ
も
の
こ
る
こ
と
な
く
お
も
ひ
じ
る
身
の
う
さ
か
な
。

心
み
に
物
が
た
り
を
と
り
て
み
れ
ど
も
、
見
し
や
う
に
も
お
ぼ
え
ず
。
働
あ

さ
ま
し
く
あ
は
れ
な
り
し
人
の
か
た
ら
ひ
し
あ
た
り
も
、
「
我
を
、
い
か
に
お

も
な
く
心
あ
さ
き
物
と
思
ひ
を
と
す
ら
む
」
と
お
し
は
か
る
に
、
そ
れ
さ
へ
い

と
は
づ
か
し
く
て
、
え
お
と
づ
れ
や
ら
ず
。心
に
く
か
ら
む
と
思
ひ
た
る
人
は
、

「
お
ほ
ぞ
う
に
て
は
、
文
や
ち
ら
す
ら
ん
」
な
ど
う
た
が
は
る
べ
か
め
れ
ば
、

い
か
で
か
は
国
我
心
の
う
ち

・
あ
る
さ
ま
を
も
ふ
か
う
を
し
は
か
ら
ん
と
、
こ

と
は
り
に
て
、
い
と
あ
い
な
け
れ
ば
、
中
た
ゆ
と
な
け
れ
ど
、
を
の
づ
か
ら
か

き
た
ゆ
る
も
あ
ま
た
、
「す
み
さ
だ
ま
ら
ず
な
り
に
た
り
」
と
も
思
ひ
や
り
つ
ゝ
、

お
と
な
ひ
く
る
人
も
か
た
う
な
ど
し
つ
ゝ
、
す
べ
て
は
か
な
き
こ
と
に
ふ
れ
て

も
、
あ
ら
ぬ
世
に
き
た
る
心
ち
ぞ
、
こ
ゝ
に
て
し
も
う
ち
ま
さ
り
、
物
あ
は
れ

な

り
け

る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
四
四
～
四
六
頁
）

長
い
引
用
だ
が
、
公
的
記
録
が

一
段
落
し
た
と
こ
ろ
で
、
式
部
自
身
が
は
じ
め
て

自
ら
の

「
心
」
を
詳
述
す
る
場
面
な
の
で
あ
り
、
端
折
る
わ
け
に
は
ゆ
か
な
い
の
だ
。

阿
部

『
評
註

ｏ
全
釈
』
は

「通
釈
も
し
に
く
い
一
段
で
あ
る
。
作
者
の
心
の
移
り
変

り
を
、
そ
の
ま
ゝ
言
葉
に
し
た
も
の
」
と
説
く
。
し
か
し
、
「
身
」
も

「
心
」
も

（
つ
ま
り
０
「我
心
？
つ
ち
・
あ
る
さ
ま
」
を
）
語
る
べ
き
も
の
は
語
っ
て
い
る
の
で
は
あ
る

ま
い
か
。

彼
女
の
０

「
物
む

つ
か
し
う
思
み
だ
れ
」
る
淵
源
は
不
明
な
が
ら
も
、
「
つ
れ

ル
ヽ
に
な
が
め
あ
か
す
」
こ
と
は
年
来
に
お
よ
ぶ
も
の
の
、
０

「
そ
ゞ
ろ
ご
と
に
つ

れ
ル
ヽ
を
ば
な
ぐ
さ
め
」
て
い
る
と
い
う
。
そ
の

「
そ
ゞ
ろ
ご
と
」
の
第

一
が
０

「
は
か
な
き
物
語
」
で
あ
り
、
０

「
あ
さ
ま
し
く
あ
は
れ
な
り
し
人
の
か
た
ら
ひ
」

ヽ

も
そ
れ
で
あ
っ
た
と
も
い
う
。
か
の
著
名
な
物
語
作
者
で
も
あ
る
彼
女
に

「
物
語
」

へ
の
関
心
を
相
対
化
せ
じ
め
る

「
心
」
を
生
み
出
し
た
の
が

「身
」
な
の
だ
、
と
い

う
文
脈
な
の
で
あ
ろ
う
。

ω

「
ゆ
く
末
の
心
ぼ
そ
さ
」
を
語
る
に

「
い
か
に
や
い
か
に
」
と
い
う
の
は
、
関

根

『
精
解
』
以
来
指
摘
の
あ
る
よ
う
に
、

『
拾
遺
集
』
巻
八

（雑
上
）
の
、

題
し
ら
ず
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
よ
み
人
し
ら
ず

５０７
世
の
中
を
か
く
い
ひ
い
ひ
の
は
て
は
て
は
い
か
に
や
い
か
に
な
ら
む
と
す
ら
ん

（
『新
編
国
歌
大
観
』
勅
撰
集
編
）

を
引
い
て
い
る
。
引
歌
の
表
現
効
果
に
つ
い
て
は
近
年
の
成
果
が
蓄
積
さ
れ
て
い
る

の
で
贅
言
を
要
し
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
念
の
た
め
に
申
さ
ば
、
引
用
と
は

「
過

去
の
作
品
の
断
片
を
自
己
の
作
品
に
挿
入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
表
現
性
を
豊
か
に
し
、

ぁ
ゎ
せ
て
イ
メ
ー
ジ
を
ダ
ブ
ら
せ
奥
深
い
内
容
に
し
よ
う
と
す
る
方
法
「

で
あ
り
、

ま
た

「引
用
論
と
は
こ
と
ば
の
響
き
あ
い
を
汲
み
つ
く
す
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
引
用

と
は
反
復
の
謂
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
そ
の
引
用
に
よ
る
反
復
は
二
つ
の
部

分
を
構
造
化
し
、
そ
こ
に
何
が
し
か
の
主
題
的
つ
な
が
り
を
生
じ
さ
せ
る
も
と
も
い

わ
れ
る
、
作
者
の
積
極
的
な
方
法
で
あ
る
ら
し
い
。
い
わ
ば

「
心
」
の
器
で
あ
る

「身
」
の

「
ゆ
く
末
の
心
ぼ
そ
さ
」
が
、
引
歌
と
い
う

「引
用
」
で
語
ら
れ
て
い
る

事
実
に
注
目
し
た
い
。
ま
え
が
き
に
記
し
た
よ
う
に
、
「身
」
と

「
心
」
の
二
元
論

に
も

「引
用
」
の
方
法
が
駆
使
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

前
述
し
た
と
お
り
、
こ
こ
で
は
自
詩
に
よ
る
紫
式
部
の
内
面
表
出
の
意
義
に
つ
い

て
は
触
れ
な
い
。
触
れ
は
し
な
い
が
、
作
者
に
よ
る
純
粋
な
自
己
分
析
と
思
わ
れ
て

い
た

「身
」
と

「心
」
の
二
元
論
に

「典
拠
」
が
あ
っ
た
と
い
う
事
実
は
、
従
前
の

よ
う
に
、
例
え
ば

『紫
式
部
日
記
』
を
論
ず
る
の
に

『
紫
式
部
日
記
』
し
か
引
用
し

な
い
と
い
う
ふ
う
な
論
の
立
て
方
で
は
、
問
題
の
実
相
は
見
え
て
こ
な
い
と
い
う
現

実
に
つ
い
て
、
旧
稿
が
指
摘
し
え
て
い
た
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
だ
け
は
示

し
て
お
き
た
い
。
ま
し
て
、
不
可
視
な

「
心
」
の
話
題
で
あ
る
。
心
理
的
世
界
へ
分



紫式部の心

け
入
る
方
法
は
、
単
な
る

『
紫
式
部
日
記
』

（あ
る
い
は
『紫
式
部
集
』
）
本
文
の
解
釈

だ
け
で
は
限
界
が
あ
る
こ
と
に
、
わ
れ
わ
れ
は
と
う
に
気
付
い
て
い
る
べ
き
で
あ
っ

た
。

〓
一

「
心
」
の
構
造

骨
格
か
ら
生
体
と
し
て
の
顔
を
復
原
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
。
復
顔
術
で
あ

る
。
そ
れ
と
同
じ
よ
う
に
、

『
紫
式
部
日
記
』
や

『
紫
式
部
集
』
と
い
う
骨
組
み
の

上
に
人
間

一
般
の
心
理
の
動
き
を
肉
付
け
し
構
造
化
し
て
、
紫
式
部
の

「心
」
を
立

体
化
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
か
。

紫
式
部
に
対
す
る
心
理
学
的
方
法
の
応
用
に
は
、
は
や
く
神
田
秀
夫

・
石
川
春
江

両
氏
に
よ
る

『
紫
式
部
―
―
そ
の
生
活
と
心
理
』

（角
川
書
店
、
一
九
五
六
上

二
刊
）
が

先
鞭
を
つ
け
て
い
た
。
そ
こ
で
は
主
に

『紫
式
部
日
記
』
を
用
い
て
宮
廷
生
活
の
様

態
を
分
析
し
、
そ
れ
を
前
提
と
し
て
彼
女
の

「
非
社
交
的
」
「
自
己
意
識
の
過
敏
」

「孤
独
」
「自
閉
的
」
等
々
の
性
格
を
読
み
取
り
、
次
の
よ
う
に
概
観
し
た
。

式
部
は
分
離
性
気
質
の
特
徴
を
多
く
持
っ
て
い
る
…
…
式
部
の
性
格
を
紫
式
部

日
記
に
よ
っ
て
一
応
額
面
ど
お
り
に
と
る
な
ら
ば
、
非
常
に
繊
細
な
神
経
、
ひ
っ

こ
み
思
案
と
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
綜
合
し
た
人
間
像
を
描
い
て
み

る
と
、
出
処
進
退
を
よ
く
わ
き
ま
え
た
、
思
慮
深
い
、
そ
し
て
自
信
も
あ
り
皮

肉
な
と
こ
ろ
も
あ
る
、
利
巧
な
常
識
的
な
婦
人
像
が
浮
か
び
あ
が
っ
て
く
る
の

で
あ
る
。

だ
が
個
々
の
特
徴
を
見
る
時
、
先
に
あ
げ
た
分
離
性
気
質
の
い
く
つ
か
の
徴

候
と
な
ん
と
ぴ
っ
た
り
合
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
式
部
の
生
来
的
な
気
質
と
い
う

も
の
、
彼
女
の
性
格
の
底
に
あ
る
も
の
は
、
多
分
に
分
離
性
的
な
気
質
で
あ
る

と
見
ら
れ
る
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
２
八
六
～
一
八
七
頁
）

興
味
深
い
指
摘
と
は
い
え
、
文
字
ど
お
り
の
概
観
で
あ
る
。
こ
れ
自
体
が
言
説
と

し
て
は
充
分
に
抑
制
が
き
い
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
が
、
さ
ら
に
右
に
引
用
し
た
文

の
直
後
に

「分
離
性
気
質
と
い
っ
て
も
、
こ
れ
も
程
度
の
問
題
」
と
保
留
の
態
度
を

と
る
。
こ
れ
も
両
氏
が
拠
り
所
と
し
た
の
が
ク
レ
ッ
チ
マ
ー

（甲
バ
８

ｏ゙ｏ
Ｆ
ヨ
Ｒ
）

の
体
格
に
よ
る
性
格
類
型
論
の
レ
ベ
ル
で
し
か
な
か
っ
た
こ
と
が
、
主
張
に
説
得
力

を
持
た
せ
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
し
、
両
氏
も
そ
の
限
界
を
承
知
し
て
い
た
が
た
め

に
自
ら
の
指
摘
に
抑
制
を
く
わ
え
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
後
の
研
究
史
展
望
に
、
岡

一
男
氏

「
『
源
氏
物
語
』
の
心
理
描
写
―

・
―
・精
神
分
析
学
的
考
察
」
（
『源
氏
物
五贖妻
置

春
秋
社
、
所
収
）
と
神
田

・
石
川
両
氏
の
試
み
を

「
心
理
学
精
神
分
析
学
の
応
用
」
と

呼
ん
で

「
心
理
学
が
文
学
作
品
を
資
料
と
し
う
る
こ
と
が
あ
っ
て
も
、
文
学
が
心
理

学
に
よ
っ
て
理
解
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
、
限
界
の
あ
る
方
法
と
思
わ
れ
る
」
（池
田
和

臣
氏
「研
究
史
と
研
究
書
解
題
」、
別
冊
國
文
學
『源
氏
物
語
必
携
』
學
燈
社
、
一九
七
八
・
一
二
）
と

紹
介
し
た
。
そ
の
当
時
の
国
文
学
者
が
参
照
し
う
る
精
神
病
理
学
の
レ
ベ
ル
か
ら
み

れ
ば
首
肯
せ
ざ
る
を
え
な
い
が
、
将
来
と
可
能
性
に
向
け
て
、
果
た
し
て
そ
の

「
予

言
」
は
正
し
い
だ
ろ
う
か
。
私
に
は

「食
わ
ず
嫌
い
」
「我
が
仏
尊
し
」
と
見
え
る

の
だ
が
。

近
年
は
、
わ
れ
わ
れ
の
よ
う
な
非
専
門
の
人
間
の
周
辺
に
も
精
神
病
理
学
に
か
か

わ
る
文
献
は
読
み
や
す
い
か
た
ち
で
公
刊
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
な
か
で
も
Ｒ

・

Ｄ

・
レ
イ
ン

（甲
口
ｒ
ｐ
一ｏ
し

の

『
ひ
き
裂
か
れ
た
自
己
Ｉ
Ｉ
分
裂
病
と
分
裂
病
質

の
空
奮
笠
附
秤
昴
乃』

（原
著
一九
六
〇
刊
。
阪
本
健
二
・
志
貴
春
彦
・
笠
原
嘉
＝
共
訳
、
み
す
ず
書
房
、

一九
七
Ｔ

九
刊
）
は
、
古
典
的
名
著
と
し
て
も
斯
界
の
教
科
書
的
存
在
と
し
て
も
、

つ
と
に
わ
れ
わ
れ
の
知
る
と
こ
ろ
と
な
っ
て
い
る
。
サ
ブ
タ
イ
ト
ル
に
も
明
示
さ
れ

て
い
る
と
お
り
、
神
田

・
石
川
両
氏
が
問
題
と
し
た
分
裂
病
質
に
対
し
て
、
そ
の
著

書
の
労
頭
か
ら
メ
ス
が
入
る
。

〔
ａ
〕

精
神
分
裂
病
質
者

↑
ｏ，
いＮｏ̈
３

と
い
う
の
は
、
そ
の
人
の
体
験
の
全
体
が
、
主

と
し
て
次
の
よ
う
な
二
つ
の
仕
方
で
裂
け
て
い
る
人
間
の
こ
と
で
あ
る
。
っ
ま

九



横 井

り
第

一
に
世
界
と
の
あ
い
だ
に
断
層
が
、
第
二
に
自
分
自
身
と
の
あ
い
だ
に
亀

裂
が
生
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
人
間
は
、
他
者
と

〈と
も
に
〉
あ

る
存
在
と
し
て
生
き
る
こ
と
が
で
き
な
い
し
、
世
界
の
な
か
で
、く‐
つＴ
ケ
Ｃ
〉ン

こ
と
も
で
き
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
絶
望
的
な
孤
独
と
孤
立
の
中
で
自
分
を

体
験
す
る
。
そ
の
上
、
自
分
自
身
を
ひ
と
り
の
完
全
な
人
間
と
し
て
で
は
な
く
、

さ
ま
ざ
ま
な
仕
方
で

〈分
裂
〉
し
た
も
の
と
し
て
体
験
す
る
。
た
ど
え
ば
身
体

と
の
結
び

つ
き
が
多
少
と
も
ゆ
る
く
な
っ
た
精
神
と
し
て
、
あ
る
い
は
ま
た
、

二
つ
以
上
の
自
分
と
し
て
―

＾
ｌ
等
々
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
２
五
頁
）

こ
れ
は

「精
神
分
裂
病
質
者
」
を

一
般
化
し
た
定
義
の
叙
述
に
過
ぎ
な
い
が
、
神

田

・
石
川
両
氏
が
前
掲
著

『紫
式
部
』
で
言
わ
ん
と
し
た
こ
と
と
の
共
通
性
―
―
と

い
う
よ
り
も
抑
制
し
た
フ
ィ
ー
ル
ド
ヘ
の
踏
み
込
み
を
予
感
さ
せ
る

一
文
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。
こ
こ
だ
け
で
す
で
に

「自
分
自
身
を
…
…

〈分
裂
〉
し
た
も
の
と
し
て

体
験
す
る
」
「
身
体
と
の
結
び
つ
き
が
多
少
と
も
ゆ
る
く
な
っ
た
精
神
」
コ
一
つ
以
上

の
自
分
」
と
い
う
興
味
深
い
指
摘
が
あ
る
。
「身
」
と

「
心
」
の
二
元
論

へ
の
ア
プ

ロ
ー
チ
を
考
え
る
の
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
で
あ
ろ
う
。

歌
人

で
あ
り
か

つ
医
師

で
も
あ

っ
た
上
田
三
四
二
氏

は

『
う

つ
し
み
―
―
こ
の
内

な
る
自
然
』

（平
凡
社
、
一
九
七
八
上

一
刊
）
に
お

い
て
、

レ
イ

ン
の

一
文

に
敷
衛

し

て
、

〔
ａ
１
２
〕

さ
て
、
分
裂
病
質
者
に
と
っ
て
、
世
界
は
荒
涼
と
し
て
い
る
。
の
み
な
ら
ず
、

敵
意
に
み
ち
て
い
る
。
自
然
は
よ
そ
よ
そ
し
く
、
拒
絶
的
に
、
お
び
や
か
し
を

と
も
な
っ
て
彼
を
と
り
囲
み
、
社
会
＝
他
者
は
冷
笑
的
に
、
意
味
あ
り
気
に
、

日
配
せ
を
し
て
彼
を
陥
れ
よ
う
と
し
て
い
る
。
そ
こ
は
暖
か
さ
と
い
う
も
の
が

す
こ
し
も
な
く
、
彼
の
心
は
こ
ご
え
そ
う
で
、
絶
え
ず
不
安
に
さ
ら
さ
れ
て
い

る
。
彼
は
世
界
の
な
か
で

「く
つ
ろ
ぐ
」
こ
と
が
出
来
な
い
。
自
然
に
は
拒
ま

れ
、
他
者
と

「と
も
に
」
あ
る
こ
と
か
ら
も
隔
て
ら
れ
、
要
す
る
に
彼
は
世
界

３

か
ら
疎
外
さ
れ
、
迫
害
さ
れ
て
い
る
と
感
じ
て
い
る
。
…
…

（
一
四
九
頁
。
引
用
は
平
凡
社
ラ
イ
プ
ラ
リ
ー
版

〈
一九
九
四
ｏ
二
刊
〉
に
よ
る
）

と
い
う
。
レ
イ
ン
の
も
の
よ
り
も
さ
ら
に
模
型
化
し
誇
張
し
た
文
章
で
あ
る
た
め
に
、

あ
る
モ
デ
ル
ー
上
端
的
に
は
紫
式
部
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
―
―
を
念
頭
に
お
い
て

読
む
と
違
和
感
が
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
モ
デ
ル
自
体
が
、
既
存
の
評
伝
や
論
考
な

ど
の
解
釈
に
よ
っ
て
あ
る
前
提
な
り
先
入
主
な
り
を
負
っ
て
モ
ン
タ
ー
ジ

ュ
さ
れ
た

も
の
で
あ
る
だ
け
に
、
違
和
感
が
正
当
な
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
は
議
論
の
余
地
が

あ
る
だ
ろ
う
。

例
え
ば
、

『
紫
式
部
日
記
』
の
最
初
の
詠
、

を
み
な
へ
し
さ
か
り
の
色
を
み
る
か
ら
に
つ
ゆ
の
わ
き
け
る
身
こ
そ
し
ら
る
れ

（九
頁
）

と
右
の
二
引
用
文
と
読
み
く
ら
べ
て
み
た
ら
ど
う
だ
ろ
う
か
。
上
旬
の
状
況
か
ら
排

除
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
思
い
知
ら
さ
れ
る

「身
」
と
い
う
下
旬
。
１
１
む
ち
ろ
ん
文

脈
は
、
庭
の
手
入
れ
を
さ
せ
る
土
御
門
殿
の
あ
る
じ
道
長
が
、
わ
ざ
わ
ざ
歩
を
運
ん

で
女
郎
花
を
差
し
入
れ
る
場
面
に
あ
り
、
主
家
に
懇
ろ
に
さ
れ
て
い
る
紫
式
部
の
実

感
を
あ
ら
わ
に
し
た
も
の
で
は
あ
る
。
し
か
し
挨
拶
の
謙
辞
で
あ
る
に
し
て
も
、
こ

と
ば
と
し
て
表
現
さ
れ
た
も
の
は
ま
さ
に
右
の
と
お
り
の
状
況
で
あ
る
こ
と
は
た
し

か
な
の
だ
。
そ
も
そ
も

「身
」
と
い
い

「
心
」
と
い
い
、
ひ
き
裂
か
れ
た
自
己
を
紫

式
部
自
身
が
語
っ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
し
、
前
掲
中
野

『小
学
館

・
全
集
』
の
よ
う

に

「現
象
に
そ
の
ま
ま
従
う
心
情
と
本
質
を
見
と
お
す
理
性
と
の
共
存
は
、
式
部
の

精
神
構
造
の
一
つ
の
特
性
」
と
分
析
し
た
の
で
あ
り
な
が
ら
、
「式
部
の
精
神
構
造
」

自
体
の
解
明
に
踏
み
込
ま
な
か
っ
た
の
は
な
ぜ
な
の
だ
ろ
う
か
。
国
文
畑
で
は

「精

神
構
造
」
の
用
語
に
は
曇
惑
的
な
ひ
び
き
が
あ
っ
て
、
そ
う
言
っ
て
し
ま
う
と
何
か

を
指
摘
し
た
よ
う
な
気
に
な
る
癖
が

一
様
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
私
は
邪
推
し
て

い
る
。
せ
っ
か
く
の
■
心
理
学
精
神
分
析
学
の
応
用
」
の
試
み
が
立
ち
往
生
し
て
い

る
の
も
、
そ
の
あ
た
り
に
事
情
が
あ
ろ
う
か
。
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↓曾
り
に

レ
イ

ン
は

い
う

。

〔
ｂ
〕

人
は
誰
で
も

（も
っ
と
も
身
体
化
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
人
で
さ
え
）
、
自
分
を

身
体
と

（あ
る
い
は
身
体
の
中
に
）
わ
か
ち
が
た
く
結
び

つ
け
ら
れ
て
い
る
も

の
と
し
て
体
験
す
る
。
日
常
の
環
境
で
は
、
身
体
が
生
き
て
実
在
的
、
実
体
的

で
あ
る
と
感
じ
る
度
合
に
応
じ
て
、
人
は
自
己
を
生
き
た
実
在
的
な
実
体
的
な

も
の
と
感
じ
る
。
多
く
の
人
び
と
は
身
体
が
始
ま
る
と
き
自
分
が
始
ま
り
、
身

体
が
死
滅
す
る
と
き
自
分
が
終
る
と
考
え
る
。
こ
の
よ
う
な
人
は
、
自
己
を
身

体
化
さ
れ
た
も
の
と
体
験
し
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

し
か
し
つ
ね
に
そ
う
だ
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。

〈ふ
つ
う
の
〉
人
で
も
緊

急
の
ス
ト
レ
ス
の
あ
る
時
に
は
自
分
の
身
体
か
ら
自
分
が
部
分
的
に
遊
離
し
た

と
感
じ
る
こ
と
が
あ
る
も
の
だ
が
、
そ
れ
と
は
全
く
ち
が

っ
て
、
そ
も
そ
も
自

分
の
生
が
身
体
に
吸
着
さ
れ
て
お
ら
ず
、
む
し
ろ
自
分
自
身
が

（以
前
か
ら
ず
っ

と
そ
う
で
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
が
）
自
分
の
身
体
か
ら
い
く
ぶ
ん
離
れ
た
存
在

で
あ
る
と
い
う
人
び
と
が
い
る
。
こ
の
よ
う
な
人
の
こ
と
を
ひ
と
は
、
企
」
は
〉

全
く
受
肉
す
る
に
い
た
っ
て
い
な
い
と
い
っ
て
も
よ
く
、
ま
た
彼
は
自
分
自
身

の
こ
と
を
多
少
と
も
身
体
化
さ
れ
な
い
存
在
だ
と
表
現
し
て
も
よ
い
。

（八
三
～
八
四
頁
）

と
。
文
中

「身
体
」
す
な
わ
ち

「
身
」
と
読
み
か
え
る
と
し
て
も
、
直
接

「心
」
に

相
当
す
る
語
を
見
出
し
が
た
い
。
が
、
上
田
氏
は
、
カ
タ
レ
プ
シ
ー
の
患
者
に
接
し

た
経
験
を
述
べ
た
後
、
右
の
レ
イ
ン
の
文
を
引
い
て
、
紫
式
部
の

「
身
」
と

「
心
」

に
リ
ン
ク
さ
せ
る
に
ふ
さ
わ
し
い
言
い
換
え
を
し
て
み
せ
る
。

〔
ｂ
１
２
〕

こ
こ
に
一一言
つ
「自
己
」
は
、
こ
れ
ま
で
の
文
脈
か
ら
は

「
精
神
」
と
呼
ん
だ
方

が
適
切
で
、
統

一
が
と
れ
る
。
し
た
が
っ
て
私
は
レ
イ
ン
の
表
現
を
借
り
つ
つ

そ
れ
を
や
や
修
飾
し
て

「身
体
化
さ
れ
た
精
神
」
「
身
体
化
さ
れ
な
い
精
神
」

と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
が
、
分
裂
病
質
者
に
は
、
彼
の
精
神
が
う
ま
ぐ
身
体
の
中

に
根
付
い
て
い
な
い
と
す
る
感
覚
が
あ
る
。
身
体
は
精
神
に
と
っ
て
、
何
か
な

じ
み
が
た
い
奇
妙
な
存
在
と
感
じ
ら
れ
る
の
だ
。
普
通
の
人
間
に
お
い
て
は
精

神
は
身
体
と
折
り
合
い
が
つ
い
て
い
る
。
精
神
は
身
体
に
交
わ
り
、
そ
の
中
に

浸
透
し
、
身
体
に
お
い
て
あ
る
こ
と
が
彼
の
生
存
の
様
式
で
あ
る
と
し
て
両
者

の
関
係
が
疑
わ
れ
て
い
な
い
の
に
反
し
て
、
分
裂
病
質
者
は
精
神
と
身
体
と
の

あ
い
だ
に
隙
間
が
あ
る
と
感
じ
、
精
神
は
ど
の
よ
う
な
程
度
に
か
不
本
意
に
、

理
不
尽
に
身
体
に
繋
ぎ
と
め
ら
れ
て
い
る
と
す
る
落
ち
つ
き
の
悪
さ
を
も
っ
て

そ
こ
に
と
ど
ま

っ
て
い
る
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
２
五
五
～
一
五
六
頁
）

神
田

・
石
川
両
氏
が

「見
ら
れ
る
自
己
と
見
る
自
己
」
コ
一
つ
の
意
識
の
矛
盾
に

苦
し
ん
だ
式
部
は
、
そ
の
一
つ
を

「身
」
、
今

一
つ
を

「心
」
と
よ
ん
だ
の
で
あ
ろ

う
か
」
舗
掲
著
、
三
含
一～
四
頁
）
と

一
般
論
ふ
う
に
ま
と
め
て
い
た
の
に
対
し
て
、

上
の
引
文
は

「
矛
盾
」
と

一
言
で
か
た
づ
け
ら
れ
て
し
ま
う
内
容
を
、
よ
り
詳
し
く

明
か
し
て
い
る
で
は
な
い
か
。
本
稿
冒
頭
に
挙
げ
た
、
有
名
な

「身
」
と

「心
」
の

歌
を

『紫
式
部
集
』
か
ら
も
う

一
度
確
認
の
た
め
に
引
い
て
お
こ
う
。

５５
か
ず
な
ら
ぬ
こ
ゝ
ろ
に
身
を
ば
ま
か
せ
ね
ど
身
に
し
た
が
ふ
は
心
な
り
け
り

５６
こ
ゝ
ろ
だ
に
い
か
な
る
身
に
か
か
な
ふ
ら
む
お
も
ひ
し
れ
ど
も
お
も
ひ
し
ら
れ

ず
「身
」
と

「
心
」
の
対
は
、
「引
用
」
と
し
て
の
漢
籍
の
他
に
も

『
万
葉
』
以
来

の
、
そ
し
て
さ
ら
に
西
行
の

「心
な
き
身
に
も
あ
は
れ
は
知
ら
れ
け
り
…
…
」
の
ご

と
き
へ
流
れ
下
る
和
歌
の
伝
統
が
あ
っ
た
。

『紫
式
部
集
』
の
そ
れ
は
、
内
実
は
と

も
か
く
、
形
態
的
に
は
和
歌
の
伝
統
を
継
承
し
た
例
に
列
せ
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
が
、

先
人
た
ち
の
歌
と
は
位
相
を
異
に
す
る
こ
と
、
同
じ
関
係
構
造
が

『
源
氏
物
語
』
に

も
見
出
せ
る
こ
と
は
野
村
精

一
氏
が
既
に
指
摘
す
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た

（前
掲
「
身
」

と

「
心
」
の
相
克
―

・^
―
勇ヽ
か
れ
た
る
存
在
に
つ
い
て
」

『國
文
學
』
二
三
巻
九
号
、　
一
九
七
八

。
三
）
。

そ
こ
で
氏
が

『
源
氏
物
語
』
か
ら
引
く
の
は
御
法
の
巻
の
一
節
、

三
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今
さ
ら
に
わ
が
世
の
末
に
か
た
く
な
し
き
心
弱
き
ま
ど
ひ
に
て
、
世
の
中
を
な

ん
背
き
に
け
る
と
、
流
れ
と
ど
ま
ら
ん
名
を
お
ぼ
し
つ
つ
む
に
な
ん
、
身
を
心

に
ま
か
せ
ぬ
嘆
き
を
さ
へ
う
ち
添
へ
給
ひ
け
る
。
宋
学
館
ｏ
全
集
、
０
五
〇
〇
頁
）

紫
の
上
没
後
、
弔
間
客
が
あ
い
つ
ぐ
な
か
で
悲
嘆
に
く
れ
る
光
源
氏
の
心
中
に
入
り

込
ん
だ
地
の
文
が
、
野
村
氏
の
指
摘
の
と
お
り

『
集
』
と
合
致
す
る
こ
と
、
当
該
部

分
が
い
わ
ゆ
る

〈六
条
院
の
述
懐
〉
ｏ
に
直
接
接
続
す
る
こ
と
な
ど
、
物
語
作
品
内

の
本
文
と
い
う
留
保
点
を
考
慮
に
入
れ
る
に
し
て
も
、
紫
式
部
の
思
い
入
れ
に
想
到

せ
ざ
る
を
え
な
い
。
し
か
し
、
野
村
氏
は

「
こ
こ
だ
け
を
切
り
取

っ
て
も
、
右
の
関

係
構
造
の
す
べ
て
を
説
き
尽
く
す
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
も
い
う
。
光
源
氏
が
思
い

通
り
に
な
ら
ぬ
も
ど
か
し
さ
を
い
う

「
身
」
と
い
い
、
出
家
の
意
志
を
指
す
と
お
ぼ

し
き

「
心
」
と
い
い
、
よ
り
抽
象
化
さ
れ
た

『
集
』
の
そ
れ
と
は
、
表
現
の

一
致
と

は
う
ら
は
ら
に
、
相
当
な
落
差
が
あ
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

『
集
』
歌
の

「
身
」

と

「心
」
が
ま
さ
し
く
お
の
れ
の
心
象
を
語
っ
て
い
る
た
め
で
あ
ろ
う
。

上
田
氏
は

〔
ｂ
１
２
〕
に
続
け
て
、

〔
Ｃ
〕

…
…
精
神
に
と
っ
て
身
体
が
そ
の
属
性
で
あ
る
よ
う
に
見
え
る
の
は
単
な
る
見

せ
か
け
か
、
あ
る
い
は
精
神
の
据
倣
の
生
む
錯
覚
に
す
ぎ
な
い
。
精
神
に
と
っ

て
身
体
は
、
属
性
で
あ
る
よ
り
は
む
し
ろ
所
与
で
あ
る
。
精
神
が
身
体
を
統
ベ

る
と
い
っ
て
も
そ
れ
は
部
分
に
お
い
て
そ
う
だ
と
い
う
に
す
ぎ
ず
、
全
体
に
お

い
て
―
―
そ
の
精
神
の
統
べ
る
部
分
を
も
含
め
て
Ｉ
Ｊ
身
体
の
方
が
精
神
を
包

み
、
精
神
を
支
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

普
通
の
人
間
に
と
っ
て
、
体
験
的
に
か
、
あ
る
い
は
慣
習
に
よ
っ
て
か
、
か

く
べ
つ
疑
間
と
す
る
こ
と
な
く
受
容
さ
れ
て
い
る
こ
の
よ
う
な
身
体
化
さ
れ
た

精
神
の
あ
り
よ
う
は
、
分
裂
病
質
者
に
と

っ
て
は
許
し
が
た
い
こ
と
に
思
わ
れ

る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
五
七
頁
）

と
説
く
。
た
し
か
に
、
レ
イ
ン
の
よ
う
に

「
身
体
化
さ
れ
た
自
己
」
倉
日
げ
ｏ
Ｏ
ぃΦ
ヽ

三

８
中ヽ
）
、
「身
体
化
さ
れ
な
い
自
己
」
（
“
”
Φ
日
げ
ｏ
、
】。〇
一
８
】じ

と
い
う
時
、
「
自
己
」

を

「精
神
」
に
置
き
換
え
た
方
が
本
稿
に
は
都
合
が
よ
い
。
特
に
右
の
二
つ
め
の
段

落
―
―

「身
体
化
さ
れ
た
精
神
の
あ
り
よ
う
は
、
分
裂
病
質
者
に
と
っ
て
は
許
し
が

た
い
こ
と
に
思
わ
れ
る
」
と
い
う

一
般
論
は
、
た
ち
ま
ち

『
集
』
の
歌
を
喚
起
さ
せ

ず
に
は
お
か
な
い
だ
ろ
う
。
こ
こ
で
は
右
に
引
い
た
の
に
譲
り
、
み
た
び
引
用
し
た

い
衝
動
に
か
ろ
う
じ
て
堪
え
る
こ
と
と
す
る
。

さ
て
、
右
の
文
脈
を
へ
て
レ
イ
ン
は
分
裂
病
質
者
に
お
け
る

「身
体
」
と

「自
己

（
＝
精
神
と

の
関
係
を
次
の
よ
う
に
解
読
す
る
。

〔
ｄ
〕人

が
自
己
と
他
者
の
あ
い
だ
の
す
べ
て
の
相
互
関
係
を
、
彼
の
存
在
の
中
に

あ
る
、
し
か
し

〈彼
で
な
い
〉
体
系
に
委
託
す
れ
ば
、
世
界
は
非
現
実
と
し
て

体
験
さ
れ
、
こ
の
体
系
に
属
す
る
も
の
は
す
べ
て
、
い
つ
わ
り
で
あ
り
、
無
益

で
あ
り
、
無
意
味
で
あ
る
と
感
じ
ら
れ
る
。

人
は
だ
れ
で
も

一
度
な
ら
ず
、
あ
る
程
度
に
お
い
て
な
ら
、
そ
の
よ
う
な
…

気
分
に
と
ら
わ
れ
る
が
、
分
裂
病
質
者
で
は
こ
う
し
た
気
分
が
、
特
に
強
い
。

こ
う
し
た
気
分
は
、
知
覚
の
扉
あ
る
い
は
行
動
の
門
が
自
己
の
支
配
下
に
な
く

て
、
に
せ
自
己
に
よ
っ
て
生
き
ら
れ
操
作
さ
れ
て
い
る
と
い
う
事
実
か
ら
生
じ

る
。
…
こ
の
に
せ
自
己
は

〈真
の
〉
自
己
か
ら
、
部
分
的
に
解
離
し
た

一
体
系

で
あ
っ
て
、
そ
れ
ゆ
え
、
他
者
や
世
界
と
の
間
に
人
が
も

つ
関
連
に
直
接
関
与

す
る
こ
と
か
ら
は
除
外
さ
れ
て
い
る
。
か
く
て
偽
―
二
元
性
が
そ
の
人
の
存
在

の
中
で
体
験
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
…
こ
れ
は
次
の
よ
う
に
図
式
的
に
表
さ
れ

２
０
。

（自
己
／
身
体
γ
ご

他
者

の
か
わ
り
に
状
況
は

自
己
い
劇
（身
体
―
他
者
）

と
な
る
の
で
あ
る
。
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だ
か
ら
、
こ
の
自
己
は
、
実
在
の
事
物
や
実
在
の
人
間
と
の
間
に
直
接
の
関

係
を
も
つ
こ
と
を
さ
ま
た
げ
ら
れ
る
。
…
…
　
　
　
　
（
一
〇
五
～
一
〇
七
頁
）

図
式
に
く
だ
く
だ
し
い
解
説
を
付
す
る
必
要
は
あ
る
ま
い
。
前
者
は
、
「自
己

（
＝

精
神
）」
と

「身
体
」
は
折
り
合
い
を
つ
け
て
ひ
と
り
の
人
物
と
な

っ
て
他
者
と
対

峙
し
て
い
る
さ
ま
を
示
し
て
い
る
し
、
後
者
の
図
式
に
あ
る
、
他
者
に
ゆ
だ
ね
て
し

ま
っ
た

「
身
体
」
と
肉
体
を
う
し
な
っ
た

「自
己

（
＝
精
神
と

の
乖
離
は
、
ま
さ

に

「身
」
と

「
心
」
の
二
元
論
で
あ
る
。
本
稿
冒
頭
に
あ
げ
た

『
日
記
』
引
用
文
①

こ
、

お
も
ふ
こ
と
の
な
の
め
な
る
身
な
ら
ま
し
か
ば
、
…
つ
ね
な
き
世
を
も
す
ぐ
し

て
ま
し
、
…
…
た
ゞ
思
ひ
か
け
た
り
し
心
の
ひ
く
か
た
の
み
つ
よ
く
て
、
も
の

う
く
、
お
も
は
ず
に
、
な
げ
か
し
き
こ
と
の
ま
さ
る
ぞ
、
い
と
く
る
し
き
。

と
あ
る
の
も
、
「身
」
の
処
遇
が
不
如
意
で
あ
る
こ
と
、
「
心
」
に
先
導
さ
れ
る
者
の

苦
し
さ
を
い
う
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
、
引
用
②
の
、

身
の
あ
り
さ
ま
の
ゆ
め
の
や
う
に
お
も
ひ
つ
ゞ
け
ら
れ
て
…
…

と

「身
体
」
へ
の
疎
隔
感
を
い
う
の
と
も
、
引
用
④
の
、

心
す
ご
う
も
て
な
す
身
ぞ
…
…

と
あ
る
の
と
も
重
な
り
合
う
。
こ
の
事
実
と
発
見
は
、
レ
イ
ン
ら
の
文
を
長
々
と
引

く
ゆ
え
ん
で
も
あ
る
。

例
に
よ
っ
て
、
上
田
氏
は
こ
れ
に
敷
術
し
て
、

〔
ｄ
１
２
〕

精
神
↑
↓

（身
体
―
他
者
）

こ
の
赤
裸
の
精
神
の
眺
め
は
私
を
寒
く
す
る
。
こ
こ
で
の
精
神
は
外
界
か
ら

孤
立
し
、
自
己
の
身
体
か
ら
も
孤
立
し
て
、
あ
る
例
で
は
孤
影
愴
然
と
し
て
、

ま
た
あ
る
例
で
は
孤
高
の
誇
ら
し
さ
を
も
っ
て
、
と
い
っ
た
さ
ま
ざ
ま
な
ニ
ュ

ア
ン
ス
を
み
せ
な
が
ら
、
要
す
る
に
精
神
は
、
そ
こ
で
絶
望
を
い
だ
い
て
孤
絶

し
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
£
五
九
頁
）

と
い
う
。
こ
れ
は
な
ん
と
、
紫
式
部
そ
の
人
に
つ
い
て
の
表
現
そ
の
も
の
で
は
な
い

か
。
模
型
と
し
て

一
般
化
す
る
に
は
あ
ま
り
に
生
々
し
い
気
が
す
る
。
そ
れ
は
、
ひ

と
こ
ろ

（と
言
つ
よ
り
、
今
も
な
お

，
↓
彼
女
の
内
奥
を
表
現
す
る
の
に
使
わ
れ
た

「
孤

立
」
「孤
高
」
「
絶
望
」
「
孤
絶
」
な
ど
の
語
が
、
こ
の
た
っ
た
数
行
の
引
用
に
ふ
ん

だ
ん
に
盛
ら
れ
て
い
る
か
ら
だ
。
と
す
れ
ば
、
皮
肉
な
こ
と
に
、
結
論
は
そ
の

「
ひ

と
こ
ろ
」
に
出
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
―
―
そ
れ
に
対
す
る
答
え
は
当
然
否
定
的
な

ら
ざ
る
を
え
な
い
。
「孤
立
」
「孤
高
」
…
…
な
ど
内
実
を
把
握
せ
ず
と
も
、
言
葉
は

言
葉
と
し
て
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
。
問
題
な
の
は
、
皮
相
の
言
葉
こ
ろ
が
し

・
意

味
こ
ろ
が
し
で
は
な
く
、
そ
の
精
神
世
界
を
実
体
あ
る
も
の
と
し
て
分
析
し
た
結
果

に
こ
そ
あ
る
は
ず
な
の
で
あ
る
。
右
の
レ
イ
ン
や
上
田
氏
の
言
説
よ
り
遡
っ
て
、
ス

イ
ス
の
精
神
科
医
で
あ
っ
た
ブ
ロ
イ
ラ
ー

（
口
Ｗ
ｏ
ｒ
】ｑ
）
が
分
裂
気
質
者
の
自
閉

性
を
説
い
て
、
「敵
を
持

つ
の
で
は
な
い
か
と
い
う
恐
怖
が
、
自
閉
的
思
考
を
す
る

人
に
と
っ
て
は
、
敵
が
現
に
存
在
し
て
い
る
と
い
う
固
い
確
信
と
同

一
視
さ
れ
る
」

と
指
摘
し
た
こ
と
で
あ
っ
た
９

四
　
身
を
思
ひ
す
て
ぬ
心

さ
ら
に

〔
ｄ
１
２
〕
に
書
き
継
い
で
、
上
田
三
四
二
氏
は
次
の
よ
う
に
も
言
う
。

〔
ｅ
〕

も
し
、
こ
の
孤
絶
し
た
精
神
を
積
極
的
に
評
価
す
る
観
点
が
あ
る
と
す
れ
ば
、

そ
れ
は
次
の

一
点
―
―
す
な
わ
ち
そ
の
と
き
贋
の
自
己
た
る
身
体
を
ふ
り
ほ
ど

い
て
立
つ
精
神
は
、
み
ず
か
ら
を
孤
絶
の
場
に
置
く
こ
と
に
よ
っ
て
俗
に
ま
み

れ
ぬ
高
貴
さ
と
自
由
を
確
保
し
よ
う
と
し
て
い
る
、
と
い
う
一
点
で
あ
ろ
，■

…
…

分
裂
病
質
者
の
こ
の
よ
う
な
超
越
的
な
傾
向
は
、
平
俗
や
日
常
に
対
す
る
反
措

定
と
し
て
の
意
味
を
も
ち
、
身
体
に
対
す
る
精
神
の
優
位
を
宣
言
し
て
い
る
だ

ろ
う
。
・ｏ・・‥
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
五
九
～

エ
ハ
○
頁
）

菫



横 井

こ
れ
ま
た
紫
式
部
を
語
る
か
と
思
わ
せ
る

一
節
で
あ
る
が
、
レ
イ
ン
を
祖
述
し
た

も
の
、
分
裂
病
質
者
の
型
を
述
べ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
紫
式

部
が
、引

用
⑤

「身
を
思
ひ
す
て
ぬ
心
の
さ
も
ふ
か
う
侍
べ
き
か
な
」

と
嘆
息
を
も
ら
す
時
、
彼
女
の
内
部
に
は

「身
体
に
対
す
る
精
神
の
優
位
Ｌ
が
認
知

さ
れ
て
い
る
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
し
、
相
反
す
る
現
実
が
そ
れ
を
阻

ん
で
い
る
、
と
い
う
ふ
う
に
読
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
わ
け
で
あ
る
。

『
日
記
』
冒

頭
近
く
の
、

引
用
⑥

「
う
つ
し
心
を
ば
ひ
き
た
が
へ
」

て
中́
宮
彰
子
の
御
前
に
自
分
が
い
る
と
い
う
の
し
、

引
用
⑦

「
の
こ
る
と
こ
ろ
な
く
お
も
ひ
じ
る
身
の
う
さ
」

と
い
う
の
も
同
じ
と
考
え
て
ざ
し
つ
か
え
な
い
。
こ
れ
を
さ
し
あ
た
り

〈
「身
」
に

よ
る
現
実
認
識
〉
と
呼
ん
で
お
こ
ヶ
。

紫
式
部
は

「
み
ず
か
ら
を
孤
絶
の
場
に
置
ぐ
こ
と
に
よ
っ
て
俗
に
ま
み
れ
ぬ
高
貴

さ
と
自
由
を
確
保
し
よ
う
と
し
て
い
る
」
の
で
あ
ろ
う
か
。
少
な
く
も

『
日
記
』
の

そ
こ
か
し
こ
に
そ
う
読
み
取
り
う
る
言
致
を
見
る
こ
と
は
で
き
よ
う
。
精
神
肩
理
学

の
指
し
示
す
と
こ
ろ
に
し
た
が
っ
て
、
い
ち
お
う
彼
女
を
分
裂
病
質

（分
裂
病
そ
の
も

の
と
直
接
関
係
な
い

Ｌ
と
に
注
意
）
の
枠

の
中

で
把

握

し

て
お

く

こ
と

は
許

さ

れ

る

よ

う

に
思
え
る
。
し
か
し
、
そ
の
把
握
自
体
は
神
田

ｏ
石
川
両
氏
の
繰
り
返
し
に
す
ぎ
ず
、

ほ
と
ん
ど
意
味
を
持
た
な
い
。
そ
う
理
解
し
た
う
え
で
、
ど
の
よ
う
な
機
制
が
見
出

せ
る
か
が
本
稿
の
立
場
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
さ
ら
な
る
問
題
は
、
彼
女
の
言
致
に

「身
体
に
対
す
る
精
神
の
優
位
」
が
示
ざ
れ
る

一
方
で
、
「身
を
思
ひ
す
て
ぬ
心
」
の

表
現
に
あ
ら
わ
さ
れ
る
よ
う
に
、
か
な
ら
ず
慎
重
な

〈
「身
」
に
よ
る
現
実
認
識
〉

が
添
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。

上
田
氏
は
レ
イ
ン
に
導
か
れ
な
が
ら
，́〔
ｃ
〕
の
文
で

「精
神
に
と
っ
て
身
体
が
そ

の
属
性
で
あ
る
よ
う
に
見
え
る
の
は
…
錯
覚
」
と
い
う
。
挑
発
的
な
も
の
い
い
で
は

一四

あ
る
が
、
こ
う
し
た

「精
神
」
と

「身
体
」
の
関
係
構
造
は
、
ニ
ー
チ
ェ
の
か
の
有

名
な

『
ツ
ァ
ラ
ト
ス
ト
ラ
か
く
語
り
き
』
に
よ
っ
て
も
、

肉
体
は

一
つ
の
偉
大
な
る
理
性
で
あ
る
。

一
つ
の
意
義
を
も
つ
一
つ
の
複
数

で
あ
る
。

一
つ
の
戦
争
で
あ
り
、
平
和
で
あ
る
。
羊
の

一
群
で
あ
り
、　
一
人
の

羊
飼
で
あ
る
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．

同
胞
よ
、
な
ん
じ
は
な
ん
じ
の
卑
小
な
る
理
性
を

「精
神
」
と
呼
ぶ
が
、
之
、

実
は
な
ん
じ
の
肉
体
の
道
具
に
す
ぎ
ぬ
。
な
ん
じ
の
偉
大
な
る
理
性
の
瑣
小
な

る
道
具
で
あ
り
、
玩
具
で
あ
る
に
す
ぎ
ぬ
。

「自
我
」
―
―
と
な
ん
じ
は
称
え
、
こ
の
言
葉
を
誇

つ
て
い
る
。
き
あ
れ
、

よ
り
大
な
る
も
の
は
、
よ
し
な
ん
じ
が
之
を
信
ぜ
ざ
ら
ん
と
す
る
も
、
―
―
な

ん
じ
の
肉
体
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
の
肉
体
が
示
す
偉
大
な
る
理
性
で
あ
る
。
之

は
自
我
を
称
え
な
い
。
し
か
し
自
我
を
行
う
。
…
…

（竹
山
道
雄
訳
、
新
潮
文
庫

ｏ
上
巻
、
五
九
頁
）

と
支
持
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
「精
神
」
と

「肉
体

（
＝
身
体
と

と
並
べ
た
時
、
わ
れ

わ
れ
は

「身
体
」
を
物
質
と
同
列
視
し
、
形
而
上
の
も
の
と
し
て

「精
神
」
の
崇
高

さ
に
思
い
を
致
す
が
、
ニ
ー
チ
ェ
は
近
代
入
の
ド
グ
マ
と
も
い
う
べ
き
こ
の
関
係
構

図
を
ひ
っ
く
り
か
え
し
て
み
せ
た
の
で
あ
る
Ｂ

木
村
敏
氏
は
こ
れ
に
敷
街
し
て
、

「
身
体
」
と

「精
神
」
の
相
克
に
よ
っ
て

「心
身
二
元
論
と
い
う
あ
り
も
し
な
い
仮

構
が
作
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
私
た
ち
に
と
っ
て
な
に
よ
り
も
大
切
な
こ
と
、

そ
れ
は
こ
の
仮
象
に
幻
惑
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
生
の
ま
ま
の
身
体
の

「偉
大
な
理
性

に
耳

を
傾

け

る

こ
と
」
（
『
心
の
病
理
を
考
え
る
』
岩
波
新
書
、

一
九
九
四

ｏ
一
一
刊
、

一
五
八
頁
）

だ
と
提
言
す
る
。
た
だ
、
こ
う
し
た
二
元
論
を
超
克
す
る
試
み
も
ま
た
近
代
の
所
産

だ
と
い
う
こ
と
は
、
あ
た
り
ま
え
の
こ
と
な
が
ら
確
認
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

儒
教
的
倫
理
や
仏
教
的
哲
学
し
か
持
ち
あ
わ
せ
の
な
い
紫
式
部
の
時
代
に
お
い
て
、

「身
」
と

「心
」
の
二
元
論
が
、
お
そ
ら
く
は
の
が
れ
よ
う
の
な
い
、
選
択
の
余
地

の
な
い
思
弁
の
方
法
な
の
で
あ
り
、
こ
の
一
一一九
論
の
範
疇
で
彼
女
は
思
索
す
る
し
か



紫式部の心

な
か
っ
た
、
と
い
う
史
的
事
実
を
ふ
ま
え
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
か
も
注
意
す

べ
き
な
の
は
、
「心
す
ご
う
も
て
な
す
身
」
「身
を
思
ひ
す
て
ぬ
心
」
な
ど
と
称
し
て
、

二
元
論
の
中
で
の
身
動
き
の
ど
り
に
ぐ
さ
を
、
す
で
に
彼
女
は
彼
女
な
り
の
こ
と
ば

で
表
出
し
て
い
た
こ
と
な
の
で
あ
る
。

『
日
記
』
消
息
文
末
尾
の

「
か
く
世
の
人
ご
と
の
う
へ
を
お
も
ひ
ノ
ヽ
、
は
て
に

と
ぢ
め
侍
れ
ば
、
身
を
思
ひ
す
て
ぬ
心
の
さ
も
ふ
か
う
侍
べ
き
か
な
。
な
せ
ん
と
に

か
侍
ら
ん
」
と
は
、
藤
井
高
尚

・
清
水
宣
昭

『釈
』
に

「
ひ
た
ぶ
る
に
、
我
身
を
す

て
た
ら
ま
し
か
ば
、
世
の
人
ご
と
の
う
へ
を
、
と
か
く
い
ふ
べ
く
も
あ
ら
ざ
ら
ま
し

を
、
猶
、
か
や
う
に
い
へ
る
は
、
身
を
思
ひ
す
て
ぬ
云
々
」
と
し
て
以
後
、
フ
Ｌ
の

世
を
思
ひ
捨
て
ぬ
私
の
未
練
な
心
」
（阿
部
『評
註
・
全
釈
』
）、
「
わ
が
身
に
執
着
す
る

心
」
（池
田
・
秋
山
『大
系
』
）、
「
わ
が
身
を
思
い
き
れ
な
い
気
持
」
（中
野

『全
集
』
）
な

ど
、
諸
注
ほ
ぼ
同
様
に
繰
り
返
す
ば
か
り
で
あ
っ
た
が
、
萩
谷

『
全
注
釈
』
が

「
遁

世
」
を
留
保
す
る
紫
式
部
の
心
像
を
想
定
し
、
「彼
女
は
、
テ
ー
ゼ
に
対
し
て
無
限

に
ア
ン
チ
テ
ー
ゼ
を
思
い
つ
く
性
質
で
、
究
極
的
に
止
揚
す
べ
き
所
を
知
ら
な
い
か

ら
で
あ
る
」
と
指
摘
し
た
こ
と
は
、
「身
」
と

「心
」
の
二
元
論
の
う
ち
に
ｔ
か
思

索
の
場
を
あ
た
え
ら
れ
な
か
っ
た
彼
女
の
自
己
分
析
の
ゆ
く
え
を
評
し
た
の
に
近
い
。

「身
」
を
憂
き
も
の
と
貶
め
た
と
し
て
も
、
「
心
」
は

「身
」
に
従
属
す
る
ほ
か
な
い

令
身
に
し
た
が
ふ
は
心
な
り
け
り
し

と
い
う

〈
「身
」
に
よ
る
現
実
認
識
〉
の
矛
盾
。
そ

の
事
実
を
思
い
き
わ
め
た
と
思

っ
た
瞬
間
に
も
そ
れ
に
納
得
し
な
い
自
分
が
あ
る

翁
お
も
ひ
し
れ
ど
も
お
も
ひ
し
ら
れ
ず
し

と
い
う
撞
着
。
―
―
わ
れ
わ
れ
が

『
紫
式
部
日

記
』

『紫
式
部
集
』
を
読
む
時
、
こ
う
し
た
循
環
論
法
に
で
く
わ
す
こ
と
に
な
る
。

そ
の
循
環
論
法
の
迷
路
を
脱
け
出
る
た
め
に
は
、
「身
」
と

「
心
」
が
ま
さ
に
対
と

し
て
向
き
合
う
用
語
と
い
う
認
識
の
是
非
に
ま
で
た
ち
戻
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、

と
い
う
の
が
論
理
の
必
然
で
あ
ろ
う
。

ま
た
も
や
上
田
三
四
二
氏
の
文
章
を
引
け
ば
、
こ
う
い
う
こ
と
だ
。
―
―

身
体
に
は
精
神
の
意
の
ま
ま
に
な
ら
な
い
広
大
な
領
域
の
あ
る
こ
と
、
…
…
そ

の
こ
と
の
系
と
し
て
、
身
体
は
精
神
の
関
与
な
く
し
て
生
命
現
象
を
保
つ
こ
と

が
で
き
る
と
い
う
事
実
が
あ
る
。
…
…
と
も
あ
れ
、
精
神
と
身
体
は
分
か
ち
が

た
く
結
び
つ
い
て
い
る
。
た
だ
そ
の
結
び

つ
き
が
硬
直
的
、
短
絡
的
な
因
果
律

に
よ
る
結
び

つ
き
で
な
い
た
め
に
、
そ
の
間
に
隙
間
が
あ
る
よ
う
に
見
え
、
ま

た
事
実
そ
こ
に
は

一
種
の

「
あ
そ
び
」
が
認
め
ら
れ
る
が
、
「
あ
そ
び
」
は
乖

離
の
じ
る
し
で
は
な
い
。
か
え
っ
て
、
そ
の
結
び
つ
き
の
精
妙
化
の
証
し
で
あ

る
。
精
神
が
身
体
を
出
自
と
し
つ
つ
な
お
精
神
の
独
自
さ
を
自
由
と
し
て
感
じ

る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
こ
の
結
び

つ
き
に
お
け
る
精
妙
な
仕
組
の
た
め
で
あ

り
、
分
裂
気
質
は
こ
の
仕
組
み
の
精
妙
さ
の
解
法
を
あ
や
ま
っ
て
、
「
あ
そ
び
」

の
部
分
に
緩
み
の
生
じ
た
例
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
　

　

（前
掲
著
、
一生
一貢
）

〔
ｅ
〕
を
承
け
て
、
「精
神
」
を

「身
体
」
の

一
部
と
見
な
す
論
と
ひ
と

つ
づ
き

の

一
節
で
あ
る
。

紫
式
部
が
い
う
よ
う
に
、
形
而
上
世
界
に
超
然
と
し
て
あ
る
べ
き

「心
」
が
ど
う

し
て
も

「身
を
思
ひ
す
て
」
る
こ
と
が
で
き
ぬ
と
す
れ
ば
、
右
に
述
べ
き
た
っ
た
よ

う
に
、
「身
」
と

「
心
」
と
は
対
関
係
で
は
破
綻
が
生
じ
ざ
る
を
え
な
い
。
し
か
し
、

対
幻
想
な
ど
と
い
う
概
念
の
存
在
し
な
い
時
代
で
あ
る
。
「
身
に
し
た
が
ふ
は
心
な

り
け
り
」
と
喝
破
し
た
人
物
が

「身
」
と

「
心
」
の
二
元
論
に
終
始
し
た
の
は
、
選

択
の
余
地
の
な
い
自
己
分
析
の
方
法
で
あ

っ
た
と
同
時
に
、
ひ
き
裂
か
れ
た
自
己
を

も

つ
人
た
ち
―
―

「
あ
そ
び
」
の
部
分
に
緩
み
の
生
じ
た
例
」
―
―
に
と

っ
て

「身
」
と

「
心
」
の
二
元
論
は
、
自
己
の
相
似
形
を
な
し
て
い
て
、
は
な
は
だ
都
合

の
よ
い
論
法
で
あ
っ
た
か
ら
に
他
な
る
ま
い
。
右
の
上
田
氏
の
説
く
よ
う
な
二
元
論

を
超
克
す
る
思
弁
は
近
代
の
所
産
だ
と
前
述
し
た
が
、
「身
」
と

「
心
」
の
対
語
で

し
か
お
の
れ
を
語
る
す
べ
の
な
い
紫
式
部
に
、
む
し
ろ
二
元
論
を
超
克
す
る
存
在
と

し
て
の
評
価
を
あ
た
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
も
と
よ
り
、
右

は
管
見
の
お
よ
ぶ
範
囲
で
の
、
共
時
的
模
型
に
よ
る
紫
式
部
の

「
心
」
の
復
顔
像
で

し
か
な
い
。
紫
式
部
と
い

，
人
物
の
全
体
像
の
解
明
を
め
ざ
し
た
も
の
で
な
い
こ
と
、

三
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い
ま
さ
ら
詳
述
す
る
ま
で
も
あ
る
ま
い
。

「身
」
と

「
心
」
を
キ
ー
ワ
ー
ド
と
し
て
操
る
と
そ
れ
だ
け
で
な
に
や
ら
論
を
な

し
た
よ
う
な
気
に
な
る
も
の
だ
。
し
か
し
こ
の
両
者
が
対
と
な
り
え
な
い
も
の
で
あ

る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
り
つ
つ
あ
る
の
が
現
在
の
精
神
病
理
学
的
、
哲
学
的
状
況
で

あ
る
。
今
後
、
わ
れ
わ
れ
も
こ
の
二
元
論
を
超
え
た
と
こ
ろ
で
紫
式
部
論
を
試
み
て

ゆ
か
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

注０
　
伊
井
春
樹
氏

「
″引
用
″
論
か
ら
み
た
源
氏
物
語
」
翁
国
文
学
解
釈
と
鑑
賞
』

一
九
八

一
・
五
初
出
、

『
研
究
講
座
源
氏
物
語
の
視
界
１
１
Ｌ
准
拠
と
引
用
』
新

典
社
、　
一
九
九
四

ｏ
四
刊
、
所
収
、　
〓
二
頁
）

②
　
池
田
和
臣
氏

「
源
氏
物
語
夕
霧
巻
の
引
用
論
的
解
析
―
卜
反
復

ｏ
変
奏
の
方
法
、

あ
る
い
は

「身
に
か
ふ
」
夕
霧
」
翁
研
究
講
座
源
氏
物
語
の
視
界
１
１
１
准
拠
と

引
用
』
所
収
、
一量
ハ
四
頁
）

０
　
阿
部
秋
生
氏

「六
条
院
の
述
懐
」
「
東
京
大
学
教
養
学
部
紀
要
』

一
九
六
六
・

一
二
～

一
九
七
二
・
五
初
出
、

『光
源
氏
論
―
上
発
心
と
出
家
』
東
京
大
学
出
版

会
、

一
九
八
九

・
八
刊
、
所
収
）

０
　
シ
ル
ヴ
ァ
ー
ノ
●
ア
リ
エ
テ
ィ

『精
神
分
裂
病
の
心
理
』
（加
藤
正
明

・
河
村

高
信

ｏ
小
坂
英
世
＝
共
訳
、
牧
書
店
、

一
九
五
八

・
一
二
刊
、

一
七
頁
）

⑤
　
デ
カ
ル
ト
は
、
い
っ
た
ん

「精
神
」
と

「身
体
」
の
二
元
に
分
割
し
た
の
ち
両

者
を
も
う

一
度
接
合
し
て
考
え
た
ら
し
い
が
、

一゙
―
チ
ェ
は
そ
れ
に
対
す
る
ア
ン

チ
・
テ
ー
ゼ
を
示
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
つ
い
て
も
上
田
氏
前
掲

「
つ

つ
し
み
―
―
こ
の
内
な
る
自
然
』
参
照
。
廣
松
渉
氏

『身
心
問
題
』

（青
土
社
、
一

九
九
四
・
五
刊
）
が
表
題
に
つ
い
て
諸
家
の
論
を
紹
介
し
て
い
る
。

一六

付
記本

稿
の
成
る
に
あ
た
っ
て
、
精
神
病
理
学
の
入
門
的
知
識
と
参
考
文
献
に
つ
い
て

は
藤
原
恒
広
氏

（千
葉
県
松
戸
市
高
塚
団
地
診
療
所
）
、
原
稿
整
理
に
つ
い
て
は

一

九
九
四
年
度
卒
業
生
の
出
山
陽
子
さ
ん
に
そ
れ
ぞ
れ
お
世
話
に
な
っ
た
。
記
し
て
謝

意
を
表
し
た
い
。


