
紫
　
式
　
部
　
日
　
記
　
の
　
始
　
発

1

－

・

道

長

家

栄

華

の

記

録

1

1

紫
式
市
日
記
は
い
か
な
る
事
情
の
も
と
に
何
を
目
的
と
し
て
書
き
出
さ
れ
た

か
、
即
ち
紫
式
部
日
記
の
始
発
点
は
何
処
に
あ
っ
た
の
か
と
い
う
問
題
を
解
明

す
る
こ
と
は
、
こ
の
作
品
の
文
学
性
を
明
ら
か
に
す
る
上
で
き
わ
め
て
重
要
な

一
段
階
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
日
記
の
原
形
と
現
存
形
態
に
つ
い
て
は

（
士

既
に
別
吊
で
論
じ
た
ど
と
く
、
第
一
部
数
成
親
王
誕
生
記
（
冒
頭
～
寛
弘
六
年

正
月
三
日
）
、
軍
一
部
致
良
親
王
誕
生
記
（
「
十
一
日
の
暁
…
」
～
末
尾
）
か

ら
な
る
日
記
的
部
分
が
ま
ず
成
立
し
、
次
い
で
こ
の
日
記
の
侶
覧
を
友
人
よ
り

乞
わ
れ
た
紫
式
部
が
、
日
記
第
一
部
を
清
書
し
た
あ
と
に
添
手
紙
と
し
て
つ
け

た
の
が
、
「
こ
の
次
に
」
で
始
ま
り
「
何
せ
む
と
に
か
侍
ら
む
」
で
結
ば
れ
る

消
息
文
的
部
分
で
あ
り
、
こ
の
＜
日
記
第
一
部
＋
添
手
紙
V
は
式
部
の
希
望
に

よ
り
一
読
後
友
人
か
ら
返
却
さ
れ
た
後
、
新
た
に
清
書
さ
れ
た
第
一
部
と
綴
じ

合
わ
さ
れ
て
、
式
部
の
手
も
と
に
保
管
さ
れ
た
と
推
定
さ
れ
る
。
こ
れ
が
す
な

わ
ち
紫
式
部
日
記
の
第
二
次
成
立
で
あ
る
。
そ
し
て
一
旦
成
立
し
た
作
品
の
形

を
作
者
自
ら
が
内
部
よ
り
つ
き
く
ず
さ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
、
ま
さ
に
そ
の
こ

と
が
後
世
の
ず
さ
ん
な
増
補
、
脱
落
を
許
す
誘
因
と
な
っ
た
と
考
え
る
の
で
あ

る
。右

の
論
の
当
否
は
と
も
か
く
と
し
て
、
消
息
文
的
部
分
が
日
記
的
部
分
に
先

行
し
て
書
か
れ
た
と
は
、
ま
ず
考
え
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
紫
式
部
日

原
　
　
田
　
　
敦
　
　
子

記
の
始
発
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
は
、
ま
ず
日
記
的
部
分
の
性
格
の
検
討
よ

り
始
め
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

日
記
的
部
分
は
、
一
条
天
皇
軍
一
第
三
皇
子
敦
成
、
敦
艮
両
親
王
の
誕
生
と
そ
一

れ
に
伴
う
行
事
儀
式
を
由
心
の
柱
と
し
、
そ
の
間
に
式
部
の
宮
廷
で
の
生
活
の
　
1

さ
ま
や
、
自
己
内
面
の
告
白
な
ど
を
散
在
さ
せ
て
い
る
が
、
松
村
博
司
氏
の
試
－

②

み
ら
れ
た
記
事
の
項
目
的
な
内
容
に
よ
る
節
分
け
に
よ
っ
て
み
て
も
明
ら
か
な

よ
う
に
、
同
僚
女
房
と
の
個
人
的
な
交
際
や
心
中
の
述
懐
な
ど
、
私
的
な
内
容

の
記
事
は
す
べ
て
公
的
行
事
の
記
事
の
い
わ
ば
谷
間
に
埋
め
こ
ま
れ
て
い
る
の

で
あ
り
、
こ
の
意
味
で
も
日
記
的
部
分
の
中
心
素
材
は
、
あ
く
ま
で
も
皇
子
誕

生
と
そ
れ
に
伴
っ
行
事
儀
式
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。

次
に
掲
げ
る
表
は
、
中
宮
御
産
と
そ
れ
に
伴
う
行
事
儀
式
の
個
々
の
組
項
に

つ
き
、
そ
の
記
載
の
有
無
を
紫
式
部
日
記
お
よ
び
御
堂
閲
自
記
・
権
記
・
御
産

⑧

部
類
記
不
知
記
・
同
外
記
・
左
経
記
に
徹
し
て
比
較
し
た
も
の
で
あ
る
。
な
お

紫
式
部
日
記
に
は
こ
の
他
に
女
房
に
関
す
る
記
述
が
多
い
が
、
女
房
に
関
す
る
．

記
事
は
他
の
記
録
類
に
は
共
通
し
な
い
の
で
、
こ
の
対
照
表
か
ら
は
除
い
た
。
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用
文
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略
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紫
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日
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御
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－
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収
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－
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こ
の
裏
に
よ
っ
て

見
る
と
、
紫
式
部
日

記
の
行
事
儀
式
に
関

す
る
記
事
は
詳
純
な

も
の
で
あ
り
、
項
目

の
み
を
問
題
と
す
れ

ば
、
必
婁
事
項
を
網

羅
し
て
い
る
点
に
お

い
て
ど
の
記
録
に
も

劣
る
も
の
で
は
な

そ
れ
に
拠
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
。
ま
た

北
の
陣
に
事
あ
ま
た
あ
り
と
い
ふ
は
、
う
へ
人
ど
も
な
り
け
る
。
藤
三
位
を

は
じ
め
に
て
、
侍
従
の
命
婦
藤
少
将
の
命
婦
馬
の
命
婦
筑
前
の
命
的
少
師
の

命
婦
近
江
の
命
婦
な
ど
ぞ
聞
こ
え
侍
り
し
。
く
ほ
し
く
見
知
ら
ぬ
人
々
な
れ

い
。
中
村
義
雄
氏
は
『
王
朝
の
風
俗
と
文
学
』
の
中
で
、
王
朝
貴
族
の
通
辿
儀

礼
と
し
て
誕
生
前
後
の
行
郡
を
数
々
の
文
献
を
駆
使
し
て
再
建
さ
れ
て
い
る

都が
、
こ
れ
と
比
較
し
て
み
て
も
、
紫
式
部
日
記
は
廻
粥
・
胞
衣
お
さ
め
・
着
衣

始
め
の
儀
を
記
述
し
て
い
な
い
の
を
除
け
ば
、
御
座
次
第
の
記
録
と
し
て
必
要

な
事
項
は
す
べ
て
押
え
て
い
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
紫
式
部
月
記
は
こ
れ

ら
出
産
・
育
児
に
直
接
関
係
す
る
記
事
を
落
し
、
か
わ
っ
て
盛
大
な
祝
宴
の
さ

ま
や
善
美
を
尽
し
た
用
意
支
度
や
、
あ
る
い
は
数
々
の
行
事
に
競
っ
て
奉
仕
す

る
貴
族
の
姿
な
ど
の
叙
述
に
大
き
な
ウ
ェ
イ
ト
を
お
い
て
い
る
。
良
子
誕
生
と

い
う
事
件
は
、
他
の
記
録
類
に
お
け
る
と
同
じ
く
紫
式
部
日
記
に
お
い
て
も
、

感
動
的
な
一
個
の
生
命
現
象
で
あ
る
よ
り
は
社
会
的
な
大
事
件
で
あ
っ
た
の
で

あ
る
。次

に
こ
の
日
記
の
記
弟
の
信
肯
性
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
他
の
法
文
記
録
と

の
比
較
に
よ
れ
ば
、
こ
の
日
記
は
数
カ
所
を
除
い
て
お
お
む
ね
事
実
に
即
し
た

記
述
を
し
て
い
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
な
詳
密
な
記
録
を
誤

り
な
く
行
う
た
め
に
は
、
式
部
は
何
ら
か
の
原
資
料
を
有
し
、
記
事
の
多
く
を

ば
、
ひ
が
ご
と
も
侍
ら
む
か
し
。
（
寛
弘
五
・
九
・
十
六
）

の
ど
と
く
、
自
分
に
不
確
か
な
こ
と
は
不
確
か
な
こ
と
と
し
て
、
そ
の
こ
と
を

断
ら
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
の
は
、
式
部
の
凡
帳
面
な
性
格
も
さ
る
こ
と
な
が
ら

誤
り
を
犯
し
た
場
合
に
備
え
て
予
防
綾
を
は
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
程
、
こ
の

日
記
が
高
い
正
確
度
を
要
求
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
は
な
い
か
。

紫
式
部
口
記
巾
に
見
ら
れ
る
誤
謬
の
う
ち
、
誤
写
に
よ
る
と
思
わ
れ
る
も
の

を
除
い
た
残
り
の
例
－
紫
式
部
白
身
が
犯
し
た
と
思
わ
れ
る
誤
謬
I
を
列
挙
す

・

・

．

　

　

　

　

り

れ
ば
、
左
の
如
く
な
る
で
あ
ろ
う
。
即
ち
御
湯
殿
儀
の
時
刻
・
護
身
の
僧
・
読

⑦

　

　

　

　

　

　

　

　

　

㊥

詔
伐
の
書
物
・
夕
の
御
湯
腰
儀
の
読
書
博
士
（
以
上
光
弘
五
・
九
・
十
一
皇

1

子
誕
生
）
、
勘
学
院
の
歩
の
日
づ
け
（
同
五
・
九
・
十
三
　
三
日
の
産
着
）
、
こ
ま

、
ふ
H
ノ

の
お
も
と
の
砕
談
の
日
づ
け
（
同
五
・
九
・
十
七
　
七
日
の
産
着
）
、
御
侃
刀
伝

⑪
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

達
の
中
将
（
同
五
・
十
・
十
六
　
行
幸
）
、
若
宮
乗
御
の
車
の
装
備
（
同
五
・
十

的

一
・
十
七
　
中
宮
還
啓
）
、
究
弘
六
年
正
月
一
日
の
膳
以
上
九
件
で
あ
る
が
、
い

ず
れ
も
誤
謬
の
疑
い
は
あ
る
も
の
の
、
確
た
る
根
拠
に
よ
っ
て
そ
れ
と
断
定
し

う
る
も
の
は
少
な
い
。
特
に
光
弘
五
年
十
月
十
六
日
一
条
帝
行
幸
の
日
の
御
侃

刀
伝
達
の
中
将
に
つ
い
て
は
、
不
知
記
一
本
の
記
述
の
信
憑
性
、
さ
ら
に
は
日

記
中
の
人
物
の
呼
称
を
事
件
当
時
の
も
の
と
見
る
か
、
執
筆
当
時
の
も
の
と
見

る
か
と
い
う
問
題
と
も
か
ら
み
あ
っ
て
、
甫
ち
に
そ
の
真
偽
を
決
定
す
る
こ
と

丑
し

は
で
き
な
い
。
が
い
ず
れ
に
し
て
も
、
誤
謬
の
疑
い
を
も
た
れ
る
九
件
の
う
ち

四
件
ま
で
が
、
光
弘
五
年
九
月
十
一
日
の
称
揚
殿
儀
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
こ



と
は
、
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
御
以
損
儀
を
除
く
五
件
の
誤
謬
は
、
い

ず
れ
も
式
部
の
不
注
意
ま
た
は
思
い
違
い
か
ら
生
じ
た
部
分
的
な
誤
り
で
あ
っ

て
、
記
串
内
容
自
体
の
信
憲
性
を
侵
す
こ
と
は
な
い
。
式
部
が
こ
れ
ら
の
行
事

を
現
l
こ
自
分
の
口
で
親
察
し
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
疑
う
余
地
が
な
い
か
ら
で
あ

る
。
こ
れ
に
対
し
て
九
月
十
一
日
の
朝
夕
の
御
以
損
儀
に
つ
い
て
は
、
式
部
自

身
の
硯
賓
を
疑
わ
し
め
る
材
料
が
多
い
。
「
御
温
損
は
酉
の
時
と
か
」
　
「
御
ふ

み
の
博
士
や
か
は
り
け
む
」
　
「
伊
勢
の
守
致
時
の
博
士
と
か
」
　
「
例
の
孝
経
な

る
べ
し
」
　
「
ま
た
挙
用
は
史
記
文
帝
の
世
を
ぞ
読
む
な
る
べ
し
」
な
ど
の
表
象

に
お
け
る
「
と
か
」
は
伝
聞
を
、
「
や
…
け
む
」
は
疑
問
を
、
「
べ
し
」
は
推

量
を
そ
れ
ぞ
れ
表
わ
す
。
こ
の
表
象
の
問
題
と
、
十
一
日
の
朝
夕
の
御
湯
搬
儀

の
記
事
に
か
な
り
頂
婁
な
誤
謬
が
集
中
し
て
い
る
こ
と
を
合
わ
せ
考
え
る
な
ら

l
拉
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鍋
．

ば
、
既
に
池
四
亀
鑑
氏
、
『
紫
式
部
日
記
新
釈
』
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
た
ど
と

く
、
御
嶽
は
儀
に
つ
い
て
は
日
記
に
詳
し
い
記
述
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

式
部
は
こ
の
儀
式
に
参
加
せ
ず
、
他
人
か
ら
の
伝
聞
に
よ
っ
て
こ
の
部
分
の
記

事
を
婁
い
た
と
推
察
さ
れ
る
。
ま
た
紫
式
部
日
記
の
読
＃
博
士
、
読
書
の
書
物

坤

に
関
す
る
記
述
が
、
御
産
部
類
記
不
知
記
⑧
9
そ
れ
と
ぴ
た
り
一
致
す
る
の

は
、
十
一
日
の
朝
夕
の
御
湯
腰
儀
に
関
し
て
は
不
知
記
②
に
記
さ
れ
て
い
る
よ

う
な
情
報
が
あ
り
、
式
部
は
人
か
ら
こ
の
儀
の
模
様
を
聞
い
た
際
、
た
ま
た
ま

こ
ち
ら
の
方
の
情
報
を
耳
に
し
た
た
め
、
他
の
記
録
類
と
は
異
な
っ
た
－
そ
し

て
お
そ
ら
く
は
事
実
か
ら
離
れ
た
－
記
述
を
す
る
に
至
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

紫
式
部
日
記
に
は
こ
の
他
に
も

用
も
l
H
つ
－
．
N
．
引
剥
瑚
珂
呵
呵
判
別
割
判
っ
l
勺
月
ご
ろ
御
修
法
読
経
に
さ
ぶ
ら

ひ
、
き
の
ふ
け
ふ
召
し
に
て
ま
ゐ
り
つ
ど
ひ
つ
る
僧
の
布
施
た
ま
ひ
、
医
師

陰
陽
師
な
ど
、
道
々
の
し
る
し
あ
ら
は
れ
た
る
、
禄
た
ま
は
せ
、
う
ち
に

は
、
御
以
損
の
儀
式
な
ど
、
か
ね
て
ま
う
け
さ
せ
給
ふ
べ
し
。
（
寛
弘
五
・

九
・
十
一
）

拗
学
院
の
衆
ど
も
、
あ
ゆ
み
つ
づ
き
て
ま
ゐ
れ
る
、
見
参
の
文
ま
た
啓
す
。

返
し
姶
ふ
。
禄
ど
も
た
ま
ふ
べ
し
。
（
同
五
・
九
・
十
七
）

の
ご
と
く
実
際
に
は
見
聞
し
て
い
な
い
事
柄
を
、
他
か
ら
の
伝
聞
あ
る
い
は
推

⑩

貴
に
よ
り
記
述
し
た
と
思
わ
れ
る
箇
処
が
あ
る
。

こ
こ
で
問
題
と
す
べ
き
は
、
先
述
の
ご
と
く
事
実
の
正
誤
に
関
し
て
は
き
わ

め
て
偵
重
な
は
ず
の
式
部
が
、
「
御
湯
殿
は
酉
の
時
と
か
」
　
「
御
ふ
み
の
博
士

や
か
は
り
け
む
」
　
「
例
の
孝
経
な
る
べ
し
」
の
ど
と
く
お
ぼ
つ
か
な
い
表
現
に

よ
っ
て
、
記
述
内
容
の
不
正
確
な
こ
と
に
不
安
を
示
し
っ
つ
も
、
伝
聞
や
推
最

に
よ
っ
て
御
湯
殿
様
の
用
意
や
御
以
股
伐
の
模
様
、
さ
ら
に
は
医
師
・
陰
陽

師
・
拗
学
院
の
衆
へ
の
給
禄
の
こ
と
な
ど
を
構
成
記
述
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か

っ
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
給
禄
は
こ
の
よ
う
な
行
事
記
録
に
は
欠
く
こ
と

の
で
き
な
い
事
項
で
あ
っ
た
し
、
御
湯
損
儀
は
誕
生
後
の
儀
式
と
し
て
は
も
っ

と
も
重
要
な
も
の
で
あ
り
、
中
宮
の
御
産
記
録
の
体
裁
を
守
る
た
め
に
は
欠
く

べ
か
ら
ざ
る
郡
項
で
あ
っ
た
、
と
い
う
事
情
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

さ
ら
に
こ
れ
ら
の
事
実
と
皿
達
し
て
、
日
記
の
文
中
に
は
実
に
八
例
も
の

「
見
ず
」
　
「
見
え
ず
」
と
の
断
り
書
き
が
な
さ
れ
、
そ
れ
ら
が
す
べ
て
敦
成
親

王
あ
る
い
は
敢
良
親
王
の
誕
生
と
そ
れ
に
伴
う
儀
式
に
関
し
て
用
い
ら
れ
て
い

る
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。

①
　
内
よ
り
御
猟
刀
も
て
ま
ゐ
れ
る
。
…
…
禄
な
ど
も
姶
ひ
け
る
。
そ
の
事

は
見
ず
。
（
若
宮
誕
生
）

◎
　
右
衛
門
の
啓
は
御
前
の
事
、
沈
の
懸
盤
自
鍋
の
御
皿
な
ど
、

く
は
し
く
は

見
ず
。
（
三
日
の
産
養
）

⑨
　
御
乳
つ
け
つ
か
う
ま
つ
り
し
橘
の
三
位
の
贈
り
も
の
、
…
…
。
ま
た
つ
つ

み
た
る
物
そ
へ
て
な
ど
ぞ
聞
き
侍
り
し
。

く
ま
し
／
＼

（
七
日
の
産
養
）



④
　
御
ま
か
な
ひ
橘
の
三
位
、
膏
い
ろ
の
唐
衣
、
唐
綾
の
黄
な
る
菊
の
桂
ぞ
、
表

着
な
め
る
。
ひ
と
も
と
あ
げ
た
り
。

が
く
れ
に
て
、
ま
ほ
に
も
見
え
ず
。

（
行
幸
）

⑤
　
ま
た
の
あ
し
た
に
、
う
ち
の
御
杖
、
朝
霧
も
は
れ
ぬ
に
ま
ゐ
れ
り
∴
男
引

や
す
み
過
ぐ
し
て
、

見
ず
な
り
に
け
り
。
　
　
　
　
　
　
（
行
幸
の
翌
日
）

⑥
　
西
に
よ
り
て
大
宮
の
お
も
の
、
例
の
沈
の
折
敷
、
何
く
れ
の
台
な
り
け
む

だ
弁
解
、
報
告
の
ど
と
き
も
の
と
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
な
注
記
の

方
法
は
、
漢
文
日
記
に
も
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

①
供
威
儀
御
瞳
、
盛
花
輿
鮮
描
欺
（
小
右
記
光
弘
五
・
九
・
十
五
）

⑧
　
次
内
侍
弁
起
座
退
出
、
下
加
列
了
、
次
宣
命
使
立
標
下
宣
制
、
次
l
刺
不
l
融

』
、
（
権
記
　
正
磨
三
二
九
・
七
）

③
　
今
日
遷
御
御
内
裏
之
行
幸
也
、
…
…
、
同
輿
恐
所
奉
移
内
侍
所
云
々
、

か
し
。

そ
な
た
の
こ
と
は
見
ず
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
若
宮
五
十
日
）

時
刻
不
問
、

（
小
右
記
　
光
弘
八
・
八
・
十
一
）

⑦
　
そ
れ
よ
り
ひ
ん
が
し
の
闇
の
師
の
卸
隋
す
こ
し
あ
げ
て
、
弁
‥
の
内
侍
巾

務
の
命
婦
小
中
将
の
君
な
ど
、
さ
べ
い
か
ぎ
り
ぞ
取
り
次
ぎ
つ
つ
ま
ゐ
る
。

奥
に
ゐ
て
く
は
し
う
は
見
侍
ら
ず
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
同
）

⑧
　
響
子
に
、
北
む
き
に
酉
を
上
に
て
、
上
達
部
、
左
右
内
の
大
臣
損
、
春
宮

の
伝
中
宮
の
大
夫
四
条
の
大
納
言
、

そ
れ
よ
り
L
も
は
え
見
侍
ら
ざ
り
き
。

（
敦
良
親
王
五
十
日
）

右
に
お
い
て
式
部
が
「
見
ず
」
　
「
見
え
ず
」
と
述
べ
た
対
象
は
、
そ
れ
ぞ
れ
．
皇

子
誕
生
に
伴
う
精
機
の
め
で
た
さ
を
い
や
が
上
に
も
盛
り
あ
げ
る
事
柄
で
あ
っ

た
。
土
御
門
殿
へ
遣
わ
さ
れ
た
勅
使
然
り
、
軍
二
皇
子
五
十
日
の
儀
に
居
並
ぶ

上
達
部
然
り
、
産
発
や
五
十
日
の
儀
の
ま
か
な
い
や
贈
物
然
り
で
あ
る
。
式
部

は
こ
れ
ら
の
事
項
を
手
落
ち
な
く
記
述
す
る
は
ず
で
あ
っ
た
。
し
か
し
式
部
は

こ
れ
ら
の
こ
と
を
実
見
し
て
い
ず
、
従
っ
て
資
料
も
記
憶
も
な
か
っ
た
。
そ
こ

で
彼
女
は
「
く
は
し
く
は
」
　
「
柱
が
く
れ
に
て
ま
ほ
に
も
」
　
「
う
ち
や
す
み
過

し
て
」
　
「
そ
な
た
の
こ
と
は
」
　
「
奥
に
ゐ
て
く
は
し
う
は
」
　
「
そ
れ
よ
り
L
も

は
」
な
ど
と
、
一
々
自
分
が
見
届
け
ら
れ
な
か
っ
た
理
由
や
、
見
届
け
ら
れ
た

限
界
な
ど
を
言
い
添
え
て
弁
解
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
見
て
く

る
と
、
式
部
が
わ
ざ
わ
ざ
「
見
ず
」
　
「
見
え
ず
」
と
記
す
の
は
、
草
に
自
己
の

主
体
的
行
為
の
確
認
と
い
う
段
階
を
超
え
て
、
読
者
を
意
識
の
中
に
組
み
こ
ん

「
惜
木
見
」
　
「
次
訴
不
見
之
」
　
「
可
尋
注
」
と
は
、
当
然
記
録
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
事
実
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
事
を
記
し
て
い
な
い
こ
と
に
対

す
る
断
り
招
き
で
あ
っ
て
、
儀
式
典
礼
の
記
録
を
な
し
て
自
分
の
子
孫
が
世
上

に
処
し
て
ゆ
く
の
に
過
誤
な
か
ら
し
め
よ
う
と
す
る
家
記
の
あ
り
方
か
ら
す
れ

ば
、
当
然
の
記
述
態
度
で
あ
る
。
紫
式
部
日
記
の
行
事
記
録
の
事
実
へ
の
処
し

方
に
、
官
僚
貴
族
の
家
記
の
そ
れ
と
接
触
す
る
部
分
が
あ
る
こ
と
は
、
や
は
り

注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

〓

紫
式
部
日
記
の
行
事
記
録
的
側
面
を
さ
ら
に
強
化
す
る
の
は
、
こ
の
日
記
に

お
け
る
時
間
の
扱
い
方
で
あ
る
。

日
記
作
者
が
時
間
を
記
載
し
よ
う
と
す
る
場
合
、
何
を
基
準
に
い
か
な
る
尺

度
に
よ
っ
て
い
る
か
を
調
査
し
た
の
が
次
の
表
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
よ
る
と
紫

式
部
日
記
に
は
、
外
在
的
時
間
－
即
ち
日
記
の
外
に
あ
っ
て
も
一
般
に
通
用
し

う
る
季
節
、
暦
日
な
ど
の
客
親
的
尺
度
I
を
用
い
た
時
間
記
我
が
多
い
の
に
比

べ
て
、
内
在
的
時
間
－
即
ち
あ
る
事
柄
の
生
起
し
た
時
を
基
準
に
し
た
り
、
あ

る
い
は
日
記
中
に
描
か
れ
て
い
る
現
時
点
を
基
準
に
し
た
り
す
る
、
日
記
世
界

の
内
部
で
し
か
通
川
し
な
い
主
観
的
な
尺
度
－
を
用
い
た
時
間
記
載
は
少
な



小

計

小

計

い
。
外
在
的
時
間
と
は
、
既
成
の
時
間
尺

度
を
そ
の
ま
ま
日
記
の
巾
に
持
ち
こ
ん
だ

も
の
で
あ
り
、
内
在
的
時
間
と
は
、
既
成

の
尺
度
を
用
い
ず
、
日
記
独
自
の
時
間
を

日
記
の
内
部
か
ら
紡
ぎ
出
し
た
も
の
と
言

え
る
。
日
記
が
自
己
の
体
験
の
中
で
生
起

し
た
事
柄
を
現
実
の
時
間
的
秩
序
の
中
で

処
理
す
る
も
の
で
あ
る
以
上
、
作
者
が
外

在
的
時
間
に
よ
っ
て
事
実
に
現
実
性
、
具

体
性
を
与
え
よ
う
と
す
る
の
は
、
当
然
の

こ
と
で
あ
ろ
う
。

こ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
、
作
者
が
外

在
的
時
間
に
よ
っ
て
そ
の
現
実
性
、
具
体

性
を
証
し
た
て
よ
う
と
し
た
事
実
は
何
で

あ
っ
た
か
と
言
う
こ
と
で
あ
る
。
例
を
外

在
的
時
間
の
中
で
も
も
っ
と
も
具
体
性
の

強
い
暦
日
を
用
い
て
時
間
を
記
載
し
た
場

倉
に
と
っ
て
み
よ
う
。
紫
式
部
の
日
記
の

中
で
「
〇
月
〇
日
」
あ
る
い
は
「
〇
日
」

と
暦
日
に
よ
っ
て
日
づ
け
を
記
し
た
記
事

は
二
十
二
例
で
、
そ
れ
ら
は
す
べ
て
日
記

的
部
分
に
属
し
て
い
る
。
こ
の
う
ち
行
事

儀
式
に
直
接
関
係
す
る
月
づ
け
は
十
六

例
、
中
宮
御
産
前
後
の
中
宮
お
よ
び
周
囲

の
人
々
の
動
静
に
関
す
る
日
づ
け
は
四
例

で
、
計
二
十
例
に
な
る
。
残
り
二
例
は
中



小

計計

合

計

営
御
庄
に
関
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、
一

は
式
部
の
閲
歴
に
一
時
期
を
画
し
た
宮
中

初
出
仕
の
思
い
出
、
他
の
一
は
つ
ど
も
り

の
夜
の
宮
中
の
ひ
き
は
ぎ
と
い
う
異
常
な

ア
ク
シ
デ
ン
ト
に
関
し
て
用
い
ら
れ
て
い

て
、
い
ず
れ
も
記
事
内
容
と
の
関
連
で
具

体
的
な
時
間
記
載
を
要
請
す
る
必
然
性
を

有
す
る
。
こ
の
二
例
を
除
き
、
紫
式
部
日

記
地
の
文
の
暦
日
記
載
は
、
す
べ
て
中
宮

御
産
と
そ
れ
に
伴
う
行
事
儀
式
に
関
す
る

も
の
で
あ
る
と
い
う
事
実
は
、
こ
の
日
記

の
行
事
記
録
的
性
格
が
い
か
に
濃
厚
で
あ

っ
た
か
を
物
語
る
も
の
と
言
え
よ
う
。

紫
式
部
日
記
の
時
間
記
載
に
は
、
時
間

の
経
過
の
観
念
は
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な

い
。
こ
れ
と
相
呼
応
し
て
、
内
在
的
時
間

を
用
い
て
時
間
を
記
載
す
る
場
合
に
も
、

あ
る
事
柄
を
基
準
に
し
て
時
間
を
算
定
す

る
方
法
は
少
な
く
、
作
品
中
の
現
時
点
を

基
準
に
時
間
を
算
定
す
る
方
法
が
多
く
用

い
ら
れ
て
い
る
。
従
っ
て
こ
の
日
記
に
お

い
て
は
、
中
宮
御
産
と
い
う
事
件
が
事
柄

そ
の
も
の
の
自
ら
な
る
発
展
に
時
間
の
相

が
附
与
さ
れ
た
と
い
う
形
で
記
述
さ
れ
る

の
で
は
な
く
、
．
何
日
に
あ
る
い
は
何
時
に



何
が
あ
っ
た
と
い
う
よ
う
に
、
事
柄
が
時
間
に
よ
っ
て
枠
組
み
さ
れ
た
形
で
と

ら
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
時
間
を
軸
に
し
て
事
実
を
つ
な
い
で
ゆ
く
方
法
は
、

漢
文
日
記
に
通
有
の
も
の
で
あ
り
、
例
え
ば
兼
家
と
の
交
渉
の
展
開
を
時
間
の

経
過
を
背
景
と
し
て
綴
っ
て
ゆ
く
、
蛸
蛤
日
記
に
支
配
的
な
方
法
と
は
対
照
的

で
あ
る
。
た
だ
紫
式
部
日
記
の
場
合
、
漢
文
日
記
と
は
異
な
り
、
こ
う
し
た
時

間
の
軸
が
更
に
大
き
く
回
想
の
時
間
に
よ
っ
て
く
る
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

紫
式
部
に
と
っ
て
、
時
間
は
事
実
の
重
要
な
一
部
で
あ
る
と
共
に
、
事
柄
の

外
に
立
っ
て
事
柄
を
規
制
し
、
こ
れ
に
秩
序
を
与
え
る
も
の
で
あ
っ
た
。
式
部

は
眼
前
の
事
実
に
鋭
い
凝
視
を
向
け
、
常
に
対
象
か
ら
自
己
の
内
面
へ
と
回
帰

せ
ね
ば
や
ま
な
か
っ
た
が
、
式
部
の
作
者
主
体
と
時
間
そ
の
も
の
と
の
切
り
結

び
は
な
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
の
よ
う
に
式
部
の
生
活
体
験
の
巾
で
時
間
が
内
面

化
さ
れ
る
こ
と
な
く
終
っ
た
の
は
、
作
者
の
関
心
が
第
一
義
的
に
自
己
の
生
活

と
心
情
に
で
は
な
く
、
中
宮
御
庄
と
そ
れ
に
伴
う
行
事
儀
式
と
い
う
外
的
な
事

実
に
向
か
わ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
に
起
因
す
る
と
言
え
よ
う
。

紫
式
部
日
記
の
皇
子
誕
生
と
そ
れ
に
伴
う
行
事
儀
式
に
関
す
る
記
事
は
、
式

部
が
読
者
に
対
す
る
レ
オ
ー
ク
ー
の
位
置
に
あ
り
、
一
連
の
出
来
事
を
で
き
る

だ
け
詳
細
か
つ
正
確
に
、
必
要
な
開
所
は
あ
ま
す
と
こ
ろ
な
く
こ
れ
を
押
え
、

見
聞
に
洩
れ
た
事
柄
の
う
ち
重
要
な
も
の
は
伝
聞
・
推
鼻
に
頼
っ
て
も
構
成
し

ょ
う
と
努
め
、
比
較
的
軽
微
な
事
柄
は
そ
れ
を
記
事
に
で
き
な
い
理
由
を
附
し

て
断
る
と
い
う
よ
う
に
、
あ
る
種
の
規
範
意
識
を
も
っ
て
か
か
れ
て
い
る
と
言

う
こ
と
が
で
き
る
。
さ
ら
に
記
述
を
な
す
に
当
っ
て
は
、
時
間
を
軸
に
し
て
そ

の
も
と
に
事
実
を
配
列
す
る
、
淡
文
日
記
的
な
方
法
を
と
っ
て
い
る
。
紫
式
部

日
記
の
日
記
的
部
分
の
記
事
は
、
素
材
の
取
捨
選
択
、
叙
述
態
度
、
形
態
の
い

ず
れ
の
面
か
ら
見
て
も
、
第
一
義
的
に
行
事
記
録
を
目
指
す
も
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
紫
式
部
日
記
の
行
事
記
録
は
、
責
に
式
部
の
主
体

的
な
関
心
に
よ
り
取
材
さ
れ
、
自
由
な
立
場
で
書
か
れ
た
と
は
考
え
難
い
の
で

あ
る
。

≡

前
節
に
お
い
て
は
、
日
記
的
部
分
の
行
事
記
録
的
側
面
に
つ
い
て
考
察
し
た

の
で
あ
る
が
、
日
記
的
部
分
が
有
鵬
的
な
興
味
に
発
す
る
行
事
記
録
に
終
始
す

る
も
の
で
な
い
こ
と
は
二
見
し
て
明
ら
か
で
あ
る
。
ま
た
日
記
的
部
分
に
は
、

表
面
上
は
記
録
そ
の
も
の
で
あ
り
な
が
ら
、
内
実
は
記
録
に
背
反
す
る
性
格
を

有
す
る
侍
所
が
存
す
る
。
こ
の
日
記
の
再
建
の
記
事
が
、
作
者
に
と
っ
て
全
体

と
し
て
一
つ
の
印
象
を
成
り
立
た
せ
る
産
葬
の
さ
ま
を
各
夜
に
配
分
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
構
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
た
楕
原
氏
の
鋭
い
御

⑲

指
摘
が
あ
る
。
氏
の
言
わ
れ
る
ど
と
く
、
式
部
の
こ
の
よ
う
な
叙
述
態
度
か
ら

は
、
「
事
実
と
し
て
何
が
あ
っ
た
か
と
い
う
、
記
録
に
お
け
る
基
本
的
な
発

想
」
が
大
き
く
欠
落
し
て
い
る
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
式
部
は
四
校
に
わ
た

る
産
養
を
総
合
し
て
一
つ
の
印
象
を
作
り
あ
げ
な
が
ら
、
産
秦
の
印
象
を
ま
と

め
て
叙
述
す
る
こ
と
な
く
、
日
次
の
記
の
体
裁
を
と
っ
て
、
個
々
の
事
項
を
四

夜
に
分
散
配
分
し
て
記
述
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
橿
原
氏
は
こ
の
点
に
関
し
、

「
作
者
が
特
定
の
目
の
事
実
を
そ
れ
と
し
て
記
録
す
る
の
で
な
い
と
す
れ
ば
、

日
付
と
素
材
に
見
ら
れ
る
女
房
日
記
的
性
格
は
見
せ
か
け
に
す
ぎ
な
い
」
と
言

わ
れ
て
い
る
が
、
た
し
か
に
こ
の
部
分
の
日
記
的
な
記
述
法
は
「
見
せ
か
け
」

と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
た
と
え
「
見
せ
か
け
」
に
も
せ
よ
、
庄
秦
の
記

事
が
他
の
部
分
と
同
じ
行
事
記
録
と
し
て
仕
立
て
あ
げ
ら
れ
て
い
る
、
ま
さ
に

そ
の
こ
と
に
こ
そ
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
。
こ
の
日
記
の

行
事
記
録
に
は
、
あ
く
ま
で
も
記
録
ら
し
い
形
式
を
準
え
よ
う
と
す
る
作
者
の

自
己
規
制
の
姿
勢
が
見
て
と
れ
た
が
、
こ
の
自
己
規
制
の
姿
勢
こ
そ
が
作
者
に
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こ
の
「
見
せ
か
け
」
を
強
要
し
た
の
で
あ
る
。

記
録
の
本
質
が
虚
構
を
排
し
事
実
を
記
す
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
言
を
ま
た

な
い
。
紫
式
部
日
記
の
行
事
記
録
中
に
は
、
不
注
意
や
思
い
違
い
、
さ
ら
に
は

情
報
の
不
足
に
よ
る
誤
謬
は
あ
る
に
せ
よ
、
作
為
的
な
虚
構
－
あ
る
目
的
の
た

め
に
事
実
を
変
改
す
る
と
い
う
意
味
で
の
ー
の
跡
を
見
出
す
こ
と
は
で
き
な

い
。
し
か
し
、
重
要
な
事
実
を
意
図
的
に
排
除
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
一
種
の

虚
構
を
築
き
上
げ
て
い
る
箇
所
が
存
す
る
。

現
存
日
記
日
日
頭
の
「
秋
の
け
は
ひ
入
り
た
つ
ま
ま
に
…
」
以
下
の
一
文
に
叙

さ
れ
た
時
季
に
つ
い
て
は
、
戴
谷
朴
氏
の
よ
う
に
八
月
中
下
旬
と
す
る
説
も
存

一
‥

る
が
、
現
段
階
で
は
や
は
り
、
従
来
の
七
月
中
旬
説
を
よ
り
妥
当
と
さ
れ
る
曾

也

沢
太
古
氏
の
御
調
に
従
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
漢
文
記
録
類
に
よ
る
と
、

こ
の
年
光
弘
五
年
は
六
月
初
句
よ
り
八
月
中
旬
ま
で
長
雨
が
続
き
、
水
害
に
よ

る
飢
麓
ま
で
起
っ
た
ら
し
い
。

（
与
生
）

八
八
月
四
日
∨
立
生
丹
、
葺
船
便
、
留
雨
祈
、
是
従
去
六
月
朔
、
日
々
雨
下
、

為
農
尤
作
慶
、
今
月
猶
下
、
扱
可
有
損
也
、
（
御
堂
閲
自
記
）

八
八
月
六
日
＞
…
、
雨
下
、
（
同
）

＜
八
月
七
日
∨
雨
下
、
　
（
同
）

＜
八
月
八
日
∨
軒
廊
御
ト
、
依
暮
雨
也
（
口
本
紀
略
）

二

　

　

一

八
八
月
十
二
日
∨
微
雨
下
、
…
（
御
堂
関
白
記
）

八
八
月
十
五
日
＞
雨
、
…
（
樅
記
）

臼
来
雨
頻
、
時
日
少
、
諸
国
愁
連
雨
云
々
、
洛
下
之
人
間
有
飢
饉
、
亦
被
水

害
之
者
往
々
衆
突
云
々
、
秋
霜
天
災
可
祈
両
欺
（
小
右
記
）

こ
の
年
の
霜
雨
が
「
六
月
朔
」
よ
り
始
ま
り
、
八
月
四
日
に
は
既
に
　
「
可
有

損
」
と
記
録
さ
れ
る
状
態
で
、
丹
生
・
貿
船
に
祈
情
の
位
を
発
遺
し
て
い
た
と

す
れ
ば
、
日
記
H
湖
に
捕
か
れ
て
い
る
七
月
中
句
も
当
然
こ
の
塞
雨
の
期
間
に

含
ま
れ
て
い
た
と
考
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
と
こ
ろ
が
日
記
冒
頭
の
流
露
な

文
章
か
ら
は
、
ま
こ
と
に
あ
わ
れ
深
い
土
御
門
段
の
秋
の
夕
景
が
浮
か
び
上
っ

て
く
る
の
み
で
、
空
を
暗
く
し
て
来
る
日
も
来
る
日
も
降
り
続
け
る
雨
や
、
そ

の
雨
に
苦
し
む
人
々
の
姿
は
片
鱗
な
り
と
も
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
な
い
の
で

あ
る
。勿

論
、
小
右
記
八
月
十
五
円
条
に
「
晴
‖
少
」
と
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、

こ
の
期
問
に
も
晴
れ
間
は
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
日
記
H
L
j
頭
の
描
写
が
全
く
の
虚

構
で
あ
っ
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
現
存
紫
式
部
日
記
の
冒
頭
は
、
益
田
勝
実

氏
が
指
摘
さ
れ
た
よ
う
に
「
土
御
門
損
の
秋
立
つ
頃
の
景
趣
を
で
は
な
く
、
土

御
門
損
の
秋
立
つ
頃
の
或
夕
日
山
の
情
趣
を
叙
し
た
も
の
」
で
あ
り
、
「
作
者
は

或
夕
方
か
ら
翌
朝
迄
を
錠
へ
来
っ
て
、
具
体
的
に
時
の
経
過
に
沿
っ
て
描
出
し

⑬

御
産
前
の
経
過
を
そ
れ
で
か
へ
よ
う
と
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
」
。
従
っ
て
冒
頭

に
描
か
れ
た
の
は
、
御
産
前
の
土
御
門
殿
の
或
典
型
的
な
一
日
で
あ
っ
た
わ
け

で
あ
る
が
、
式
部
は
こ
の
時
期
に
あ
っ
て
は
ま
こ
と
に
数
少
な
い
晴
れ
間
の
一

夜
を
も
っ
て
典
型
と
な
し
、
そ
の
上
洛
中
の
人
々
の
生
活
を
脅
か
し
っ
つ
あ
っ

た
霧
雨
に
つ
い
て
は
、
書
き
出
し
の
総
括
的
な
叙
述
に
お
い
て
も
；
一
口
も
ふ
れ

て
は
い
な
い
。
こ
れ
だ
け
の
長
雨
で
あ
る
。
式
部
の
心
情
に
、
ま
た
土
御
門
殿

の
人
々
の
生
活
に
何
ら
の
影
響
を
及
ぼ
さ
な
か
っ
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
そ

れ
を
敢
え
て
除
去
し
た
の
は
、
や
は
り
作
者
の
作
為
的
な
意
図
と
考
え
ね
ば
な

る
ま
い
。
ま
た
八
月
初
句
か
ら
八
月
二
十
日
ま
で
の
こ
と
と
思
わ
れ
る
女
郎
花

の
贈
答
、
股
の
三
位
の
君
の
若
公
達
ぶ
り
、
播
磨
守
の
碁
の
負
わ
ざ
の
御
栂
の

歌
な
ど
の
挿
話
は
、
前
掲
の
記
録
か
ら
み
れ
ば
雨
の
も
っ
と
も
ひ
ど
か
っ
た
時

期
に
属
す
る
が
、
こ
れ
ら
の
諸
条
に
展
開
さ
れ
る
の
は
中
宮
御
産
の
舞
台
を
な

す
土
御
門
腰
の
み
や
び
の
生
活
で
あ
り
、
藤
原
実
資
を
し
て
「
諸
国
愁
連
雨
」

と
言
わ
せ
た
礪
雨
は
、
こ
こ
に
い
さ
さ
か
の
影
を
も
落
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
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日
記
冒
頭
に
お
い
て
式
部
は
、
中
宮
御
持
前
の
事
実
を
記
録
し
よ
う
と
し
た

の
で
は
な
く
、
事
実
の
中
の
重
要
な
一
部
を
除
去
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
歪
曲
化

さ
れ
た
事
実
（
そ
れ
は
既
に
も
う
典
型
的
な
事
実
と
は
言
え
な
い
）
と
、
そ
の
歪

曲
化
さ
れ
た
事
実
に
よ
っ
て
醸
成
さ
れ
る
美
的
情
趣
を
描
こ
う
と
し
て
い
る
。

こ
こ
に
お
い
て
も
、
式
部
の
叙
述
態
度
か
ら
は
郡
実
を
記
録
す
る
と
い
う
意
識

が
欠
落
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
厳
密
な
意
味
で
の
虚
構
と
は
言
え
な
い

か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
歪
曲
化
さ
れ
た
郡
実
を
典
型
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
．

現
実
の
様
相
を
一
変
さ
せ
て
し
ま
っ
た
意
味
で
、
新
た
な
る
虚
構
と
言
え
る
の

で
は
な
い
か
。
し
か
も
そ
の
部
分
が
二
最
の
中
宮
柵
鍾
記
録
の
日
朝
で
あ
る
だ

け
に
、
問
題
は
大
き
い
。
台
き
出
L
か
ら
こ
の
よ
う
な
一
種
の
虚
構
を
な
し
と

げ
た
式
部
の
姿
動
が
、
大
き
く
こ
の
作
品
全
体
を
も
規
定
し
て
い
る
の
で
は
な

い
か
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

式
部
の
意
図
し
た
行
事
記
録
に
は
、
事
実
を
事
実
と
し
て
見
定
め
て
記
録
す

る
以
前
に
、
中
宮
御
庄
と
そ
の
前
後
の
事
柄
を
美
的
な
も
の
と
し
て
扱
い
、
美

的
に
表
現
し
よ
う
と
の
一
線
が
定
め
ら
れ
て
い
た
。
従
っ
て
中
宮
御
産
前
の
叙

述
か
ら
は
、
皇
子
誕
生
の
め
で
た
さ
を
減
殺
す
る
よ
う
な
轟
雨
と
い
う
暗
い
一

面
は
除
か
れ
た
の
で
あ
る
し
、
四
夜
続
け
て
同
じ
事
項
を
重
複
し
て
記
述
す
れ

ば
、
や
は
り
こ
れ
も
感
興
を
そ
ぐ
こ
と
は
必
至
の
産
着
の
記
事
は
、
重
複
を
避

け
、
四
夜
の
記
事
を
集
積
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
一
つ
の
ま
と
ま
っ
た
イ
メ
ー

ジ
を
構
成
す
る
よ
う
に
配
慮
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

四

紫
式
部
日
記
の
中
に
は
、
記
録
か
ら
の
逸
脱
を
回
避
し
記
録
と
し
て
の
枠
に

そ
の
作
品
を
は
め
こ
も
う
と
す
る
作
者
の
自
己
親
側
の
姿
勢
と
、
こ
れ
と
は
逆

に
記
録
の
内
部
に
あ
っ
て
記
録
か
ら
の
不
離
を
促
す
力
を
見
て
と
る
こ
と
が
で

き
る
。
こ
の
一
見
相
矛
盾
す
る
性
格
は
、
こ
の
日
記
が
真
に
私
的
な
興
味
か
ら

毒
か
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
公
的
な
要
請
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
こ
と
に
起
因
す

る
の
で
は
な
い
か
。
そ
こ
に
は
や
は
り
巾
宮
女
房
と
し
て
の
紫
式
部
の
身
分

と
、
式
部
の
主
人
と
し
て
彼
女
の
生
殺
与
奪
の
権
を
に
ぎ
っ
て
い
た
、
当
代
最

高
の
桁
力
者
道
長
の
存
在
が
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
式
部
は
文
筆
の
才
を

見
こ
ま
れ
て
出
仕
し
、
中
宮
彰
子
の
家
庭
教
師
兼
文
化
顧
問
と
い
っ
た
よ
う
な

立
場
に
あ
っ
た
。
こ
の
式
部
に
対
し
、
道
長
は
何
か
に
事
つ
け
て
は
歌
を
贈
答

し
た
り
、
酢
の
ま
ざ
れ
に
歌
を
強
要
し
た
り
、
局
に
隠
し
て
あ
っ
た
物
語
の
草

稿
を
探
し
出
し
て
内
椿
の
督
の
殿
に
さ
し
上
げ
て
し
ま
っ
た
り
し
て
い
る
。

道
長
は
才
能
あ
る
女
房
紫
式
部
に
強
い
関
心
を
示
す
と
共
に
、
そ
こ
に
主
従
の

関
係
を
反
映
さ
せ
て
、
式
部
の
思
惑
も
省
み
ず
彼
女
の
文
学
活
動
の
中
へ
ふ
み

こ
ん
で
ゆ
こ
う
と
さ
え
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
道
長
に
は
、
式
部
と
の
機
智
に

富
ん
だ
応
酬
に
よ
っ
て
、
ま
た
式
部
の
作
品
に
よ
っ
て
、
そ
の
後
見
す
る
彰
子

後
宮
の
文
化
の
盛
名
を
あ
げ
、
ひ
い
て
は
中
宮
の
地
化
を
確
固
た
る
も
の
に
せ

ん
と
す
る
意
図
が
あ
っ
た
。
紫
式
部
の
存
在
は
、
ま
さ
に
こ
の
よ
う
な
道
長
の

後
宮
文
化
政
策
の
一
翼
を
担
う
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

中
宮
彰
子
の
御
庄
は
、
政
権
獲
得
の
た
め
に
前
々
と
布
石
を
打
っ
て
き
た
道

長
に
と
っ
て
、
そ
れ
ら
一
切
の
方
策
の
頂
点
に
立
つ
山
来
事
で
あ
り
、
い
わ
ば

㊥

道
長
家
一
門
の
政
治
的
浮
沈
を
か
け
た
一
大
事
で
あ
っ
た
。
道
長
が
、
己
が
一

門
の
栄
華
を
確
定
的
な
も
の
と
し
た
こ
の
慶
事
の
鋸
彰
の
記
録
を
、
当
代
随
一

の
名
文
家
紫
式
部
に
な
さ
し
め
よ
う
と
し
た
の
は
、
き
わ
め
て
当
然
の
こ
と
と

言
え
る
で
透
ろ
う
。
紫
式
部
に
は
、
日
記
の
記
述
内
容
に
よ
っ
て
主
家
の
栄
華

を
う
た
い
上
げ
る
と
共
に
、
日
記
の
文
学
的
盛
名
に
よ
っ
て
彰
子
後
宮
の

文
化
の
揖
彰
を
な
す
と
い
う
、
二
重
の
役
割
り
が
謀
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
式

部
が
書
か
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
は
遺
品
家
一
門
の
栄
華
の
記
録
で
あ
り
、
そ
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の
た
め
に
は
、
取
材
に
も
叙
述
に
も
中
宮
女
房
と
し
て
逃
れ
ら
れ
な
い
制
約
が

あ
っ
た
。
先
に
述
べ
た
行
事
記
録
中
に
働
く
二
つ
の
相
反
す
る
力
は
、
一
門
の
栄

華
の
戯
彰
の
記
録
を
な
さ
し
め
よ
う
と
す
る
主
家
の
要
請
を
満
た
す
た
め
に
、

作
者
紫
式
部
が
と
ら
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
処
置
と
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
。

式
部
に
要
請
さ
れ
た
の
は
、
挟
文
日
記
を
和
文
に
苗
訳
し
た
よ
う
な
事
実
の

羅
列
に
終
る
記
録
で
は
な
く
、
美
し
い
和
文
で
も
っ
て
具
体
的
に
い
き
い
き
と

読
者
に
迫
る
形
で
、
道
長
家
繁
栄
の
め
で
た
さ
を
う
た
い
上
げ
る
こ
と
で
あ
っ

た
。
「
皇
子
誕
生
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
道
長
自
身
日
記
を
つ
け
、
中
宮
減
で

も
公
式
の
記
録
が
あ
る
と
す
る
な
ら
、
女
房
の
日
記
は
彰
子
方
の
私
的
な
記
録

と
し
て
、
そ
れ
ら
と
は
趣
向
の
か
わ
っ
た
、
す
な
わ
ち
、
才
能
あ
る
女
房
の
独

自
な
槻
寮
眼
に
よ
り
、
個
人
的
色
彩
に
い
ろ
ど
ら
れ
て
書
か
れ
て
こ
そ
、
存
在

の
価
値
が
認
め
ら
れ
た
。
そ
こ
に
お
の
ず
か
ら
、
漢
文
の
日
記
の
あ
ら
わ
し
得

ぬ
い
き
い
き
と
し
た
人
間
関
係
や
感
動
が
書
き
残
さ
れ
、
一
族
の
メ
モ
ワ
ア
ル

強
じ

と
し
て
重
じ
ら
れ
た
と
思
う
の
で
あ
る
」
と
さ
れ
た
清
水
好
子
氏
の
御
指
摘
は
、

ま
こ
と
に
重
要
で
あ
る
。
か
く
考
え
れ
ば
、
紫
式
部
日
記
の
あ
る
べ
き
姿
は
、

個
人
的
色
彩
に
い
ろ
ど
ら
れ
た
準
公
的
日
記
で
あ
っ
た
。
そ
の
個
人
的
色
彩
が

主
家
の
意
に
添
う
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
も
と
よ
り
言
う
ま
で

も
な
い
。

紫
式
部
日
記
に
お
い
て
も
、
御
庄
と
そ
れ
に
伴
う
行
事
の
な
い
場
合
に
は
、

九
月
十
日
以
前
の
諸
条
の
よ
う
な
随
想
的
な
記
事
が
、
御
庄
の
背
貴
を
な
す
上

御
門
殿
の
美
的
な
環
境
を
あ
ら
わ
す
も
の
と
し
て
、
と
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
一
旦
こ
と
が
中
宮
御
庄
に
ふ
れ
る
や
否
や
、
式
部
に
は
記
述
す
べ
き

事
実
が
洪
水
の
よ
う
に
押
し
寄
せ
て
来
る
の
で
あ
り
、
そ
う
し
た
事
実
の
群
に

充
全
に
対
処
し
て
ゆ
く
た
め
に
は
、
紫
式
部
日
記
は
漢
文
日
記
の
ど
と
き
日
次

の
体
裁
を
と
っ
て
、
必
要
な
事
実
を
そ
の
中
に
押
し
こ
ん
で
ゆ
か
ね
ば
な
ら
な

か
っ
た
。
紫
式
部
日
記
に
要
請
さ
れ
た
の
は
、
事
実
べ
っ
た
り
の
無
味
乾
燥
な

記
録
で
は
な
か
っ
た
が
、
そ
れ
に
し
て
も
式
部
に
は
踏
ま
え
ね
ば
な
ら
な
い
事

実
が
所
与
の
も
の
と
し
て
存
在
し
、
そ
の
枠
か
ら
大
き
く
逸
脱
す
る
こ
と
は
許

さ
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

五

こ
の
目
記
が
回
想
の
記
録
と
し
て
書
か
れ
た
こ
と
は
、
日
記
中
の
回
憩
的
な

筆
致
に
よ
っ
て
明
ら
か
で
あ
る
。
道
長
か
ら
執
筆
の
要
請
を
受
け
た
の
も
、
お

そ
ら
く
は
数
成
親
王
誕
生
に
関
す
る
行
事
が
一
段
落
し
た
時
点
に
お
い
て
で
あ

ろ
う
。
日
記
第
一
部
は
、
光
弘
五
年
九
月
十
五
日
条
に
翌
年
三
月
四
日
に
権
大

納
言
に
任
せ
ら
れ
た
公
任
を
、
「
四
条
の
大
納
こ
と
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、

少
な
く
と
も
光
弘
六
年
三
月
四
日
以
後
に
雷
か
れ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
既
に
述
一

べ
た
郡
実
の
誤
認
や
推
‥
出
、
伝
聞
に
よ
る
事
実
の
構
成
は
、
作
者
に
予
め
日
記
　
1
3

執
筆
の
用
意
が
な
か
っ
た
こ
と
を
証
す
る
も
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
一

が
、
執
筆
に
あ
た
っ
て
式
部
に
は
全
然
何
の
資
料
も
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な

く
、
式
部
個
人
の
私
的
な
手
控
え
は
残
さ
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
紫
式
部
集
二

五
の
歌
の
詞
書
に

こ
よ
み
に
は
つ
雪
ふ
る
と
か
き
た
る
日
日
に
近
き
火
の
た
け
と
い
ふ
山
の
雪

¢

い
と
ふ
か
う
見
や
ら
る
れ
は

と
あ
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
式
部
は
手
も
と
に
「
は
つ
ゆ
き
ふ
る
」
の
ど
と
き

注
が
施
さ
れ
た
仮
名
暦
を
持
っ
て
い
た
と
想
像
さ
れ
る
。
平
安
時
代
の
女
房
が

仮
名
暦
を
座
右
に
置
い
て
い
た
ら
し
い
こ
と
は
、
少
し
時
代
は
下
る
が
宇
治
拾

遺
物
語
五
ノ
七
の
「
仮
名
暦
あ
っ
ら
へ
た
る
事
」
か
ら
も
読
み
と
る
こ
と
が
で

き
る
。
ま
た
石
原
昭
平
氏
に
よ
れ
ば
三
十
九
年
の
古
展
籍
展
観
に
「
如
意
輪
観匂

音
法
の
紙
背
に
み
る
御
堂
閃
自
記
の
よ
う
に
三
行
空
の
仮
名
暦
が
あ
っ
た
」



こ
と
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。
式
部
は
こ
の
よ
う
な
仮
名
暦
の
余
白
に
中
宮
側
近

女
房
と
し
て
、
中
宮
の
起
居
注
や
自
分
の
生
活
上
の
覚
え
書
、
時
に
は
短
い
感

想
な
ど
も
記
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。
お
そ
ら
く
そ
れ
は
式
部
の
女
房
と
し

て
の
職
掌
か
ら
す
る
公
的
な
も
の
で
は
な
く
、
純
粋
に
私
的
な
メ
モ
で
あ
っ
た

ろ
う
が
、
そ
の
内
容
は
、
皇
后
穏
子
の
側
近
女
房
が
仮
名
文
で
備
忘
録
を
記
し

㊥た
、
あ
の
太
后
御
記
の
そ
れ
か
ら
多
く
は
出
て
い
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

後
日
道
長
家
か
ら
の
要
請
を
受
け
て
、
こ
の
手
控
え
を
資
料
に
中
宮
御
産
記

録
を
道
長
家
栄
華
の
記
念
碑
と
し
て
う
ち
た
て
よ
う
と
し
た
式
部
に
と
っ
て
、

梧
伐
の
記
録
の
範
と
し
て
仰
ぐ
べ
き
も
の
は
、
亭
子
院
歌
合
日
記
以
来
の
女
房

日
記
の
伝
統
で
あ
っ
た
ろ
う
。
本
来
漠
文
日
記
の
記
述
か
ら
は
ず
れ
る
挿
話
や

女
房
の
装
束
の
描
写
を
晴
儀
の
記
録
の
巾
に
持
ち
こ
む
こ
と
は
、
仮
名
の
歌
合

⑳

日
記
に
そ
の
先
距
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
ら
歌
合
日
記
お
よ
び
枕
草

子
の
一
部
に
見
ら
れ
る
晴
儀
の
記
録
の
系
譜
と
紫
式
部
日
記
の
行
事
記
録
と
の

関
係
に
つ
い
て
は
、
こ
こ
に
論
ず
べ
き
紙
幅
を
持
た
な
い
が
、
紫
式
部
日
記
の

日
記
的
部
分
は
、
歌
合
日
記
を
範
と
し
て
そ
の
記
録
性
を
強
く
志
向
し
つ
つ
、
他

方
で
は
こ
の
歌
余
目
記
が
わ
ず
か
に
内
包
す
る
人
間
に
対
す
る
興
味
、
関
心
を

吸
収
し
て
人
間
追
求
の
文
学
へ
の
可
能
性
と
し
て
自
己
培
養
し
、
式
部
独
自
の

色
彩
を
有
す
る
咄
儀
の
記
録
と
し
て
育
て
上
げ
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

紫
式
部
日
記
の
始
発
は
、
貢
に
主
体
的
か
つ
内
発
的
な
も
の
で
は
な
く
、
強

く
他
か
ら
の
規
制
を
受
け
て
い
た
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
式
部
は
、
眼
前
の

栄
華
か
ら
疎
外
さ
れ
つ
つ
、
中
宮
女
房
と
し
て
道
長
家
繁
栄
の
記
録
を
な
さ
ね

ば
な
ら
な
か
っ
た
、
ま
さ
に
そ
の
こ
と
を
発
条
と
し
て
、
自
己
の
作
品
に
課
せ

ら
れ
た
制
約
を
切
り
か
え
し
、
日
記
を
内
面
告
白
の
文
学
と
す
る
た
め
に
、
眼

前
の
対
象
か
ら
己
が
内
面
へ
と
回
帰
し
、
道
長
家
の
繁
栄
を
記
し
た
筆
で
己
が

身
の
憂
さ
を
記
す
と
い
う
思
考
の
パ
タ
ー
ン
を
執
拗
に
追
求
し
続
け
た
の
で
あ

る
。勿

論
、
式
部
と
て
主
家
の
栄
華
を
、
そ
し
て
暗
儀
の
め
で
た
さ
を
讃
美
し
な

か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
あ
る
時
に
は
全
身
的
に
讃
嘆
し
た
。
が
、
讃

嘆
す
る
自
己
よ
り
ふ
と
目
を
転
じ
て
、
眼
前
の
栄
華
か
ら
疎
外
さ
れ
た
自
己
に

立
ち
帰
る
と
き
、
式
部
は
己
が
憂
悶
を
し
か
と
内
心
の
核
と
し
て
抱
き
、
そ
こ

か
ら
讃
嘆
す
る
自
己
を
見
す
え
よ
う
と
す
る
。
式
部
の
準
公
的
な
日
記
へ
の
抵

抗
が
、
右
の
よ
う
に
き
わ
め
て
内
攻
し
た
形
を
と
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の

は
、
そ
れ
が
巾
営
女
房
と
し
て
の
限
界
で
あ
る
と
共
に
、
そ
の
美
へ
の
讃
嘆
が

と
も
か
く
も
式
部
の
内
心
に
発
す
る
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
紫
式
部
は

道
長
家
栄
華
の
記
録
を
、
歌
令
日
記
以
来
の
系
譜
に
連
な
る
暗
儀
の
記
録
と
し

て
仕
立
て
あ
げ
る
と
共
に
、
あ
く
ま
で
も
自
己
に
執
す
る
し
た
た
か
さ
を
持
ち

続
け
る
こ
と
に
よ
り
、
準
公
的
な
行
事
記
録
が
同
時
に
内
面
告
白
の
文
学
と
も

な
り
う
る
道
を
、
辛
く
も
さ
ぐ
り
あ
て
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。

紫
式
部
日
記
の
行
事
記
録
は
、
作
者
に
よ
っ
て
と
ら
れ
た
形
式
で
は
な
く
、

作
者
に
と
っ
て
は
動
か
し
が
た
い
始
発
で
あ
り
、
抵
抗
の
対
象
で
あ
る
と
共
に

作
者
の
叙
述
態
度
を
準
公
的
な
も
の
に
規
定
し
、
事
実
の
自
由
な
取
捨
攫
択
を

許
さ
な
か
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
か
え
っ
て
作
者
に
全
生
活
を
か
け
て
自
己
に
と

っ
て
の
事
実
の
意
味
を
問
い
続
け
さ
せ
、
よ
り
高
次
の
よ
り
主
体
的
な
事
実
認

識
を
獲
得
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
紫
式
部
に
こ
の
こ
と
を
可
能
と
し
た
の
は
、
彼

女
の
不
達
と
い
う
よ
り
他
な
い
文
学
精
神
で
あ
る
と
共
に
、
や
は
り
土
佐
日
記

以
来
の
日
記
文
学
の
伝
統
で
あ
り
、
ま
た
「
一
方
で
世
俗
に
密
着
し
、
外
在
的
．

な
規
格
に
同
化
し
た
り
あ
る
い
は
そ
れ
を
拠
点
と
し
て
没
主
体
に
お
ち
い
る
、

い
い
か
え
れ
ば
主
体
的
に
現
実
を
所
有
す
る
こ
と
を
は
ば
ま
れ
る
男
性
に
対
し

て
、
頁
に
主
体
的
で
あ
り
、
全
的
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
よ
い
女
の
文
学
伝

㊨統
」
で
あ
っ
た
。
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紫
式
部
日
記
の
文
学
性
を
考
え
る
場
合
、
そ
の
行
事
記
録
の
有
す
る
文
学
的

意
義
は
や
や
も
す
れ
ば
等
閑
視
さ
れ
が
ち
で
あ
る
が
、
そ
の
中
に
こ
め
ら
れ
た

作
者
の
魂
の
痛
み
に
こ
そ
、
日
記
的
部
分
の
心
情
告
白
を
、
そ
し
て
や
が
て
は

消
息
文
的
部
分
を
生
み
出
す
も
の
が
秘
め
ら
れ
て
い
た
と
考
え
ね
ば
な
ら
な
い

の
で
あ
る
。

（注）
①
「
紫
式
部
日
記
の
消
自
仙
文
」
　
『
同
志
社
国
文
学
』
第
五
・
六
合
併
号
昭
4
6
・
3

①
ア
テ
ネ
文
庫
『
紫
式
部
日
記
』
、
一
紫
式
部
日
記
概
説

③
比
較
に
用
い
た
テ
キ
ス
ト
は
、
紫
式
部
日
記
－
岩
波
文
相
本
（
戦
後
版
、
以
下

日
記
本
文
の
引
用
も
こ
れ
に
よ
る
）
、
御
堂
聞
自
記
－
大
日
本
古
記
録
、
権

記
－
増
柵
史
料
大
成
、
御
庄
部
類
記
不
知
記
、
同
外
記
、
同
左
経
記
－
大
日

本
史
料
で
あ
る
。

④
同
書
、
前
篇
王
朝
貴
族
と
通
過
儀
礼
、
揮
〓
車
生
誕
前
後
と
幼
年
期

⑤
紫
式
部
日
記
は
「
酉
の
時
と
か
」
と
し
、
御
堂
閃
自
記
も
「
酉
時
」
と
す
る

が
、
産
④
は
「
酉
二
刻
」
、
産
◎
⑨
は
い
ず
れ
も
「
戌
刻
」
と
し
て
い
て
、

事
実
が
明
ら
か
で
な
い
。

⑥
益
田
勝
実
氏
『
紫
式
部
日
記
の
新
展
望
』
所
収
、
「
へ
ん
ち
じ
の
僧
都
」

⑦
池
田
亀
鑑
氏
『
紫
式
部
自
記
』
　
（
考
証
）
、
三
八
八
～
三
八
九
ペ
ー
ジ

⑧
池
田
氏
前
掲
書
、
三
九
一
～
三
九
三
ペ
ー
ジ

⑨
益
田
氏
前
掲
書
所
収
、
「
勧
学
院
の
歩
」

⑳
益
田
氏
前
掲
書
所
収
同
名
論
文

⑪
池
田
底
前
掲
雷
、
四
九
七
ペ
ー
ジ

萩
谷
朴
氏
「
頭
中
将
卸
は
か
し
な
ど
と
り
て
内
侍
に
つ
た
ふ
－
紫
式
部
日
記

の
本
文
批
評
ニ
ー
」
　
『
解
釈
』
昭
3
8
・
6

⑫
日
記
は
「
綿
毛
の
御
重
に
、
殿
の
う
へ
、
少
輔
の
初
の
と
若
宮
い
だ
き
奉
り

て
の
る
」
と
す
る
の
に
対
し
、
御
堂
閲
自
記
は
「
御
輿
若
宮
金
造
御
薗
」
と

す
る
。

⑬
日
記
に
は
「
正
月
一
日
、
炊
日
な
り
け
れ
ば
」
と
あ
る
が
、
他
の
記
録
類
に

は
壊
日
ら
し
い
記
述
は
見
当
ら
な
い
。

⑭
増
田
繁
夫
氏
「
紫
式
部
日
記
の
形
態
－
成
立
と
消
息
文
の
問
題
1
」
　
『
言
語

と
文
芸
』
昭
4
5
・
1

⑮
前
掲
書
、
三
九
一
ペ
ー
ジ

⑯
曾
択
大
富
・
森
重
敏
両
氏
共
著
、
同
日
七
二
ペ
ー
ジ

⑰
御
堂
閻
自
記
、
不
知
記
③
が
朝
時
の
読
書
磯
の
㌫
物
を
孝
経
と
す
る
の
に
対

し
、
紫
式
部
日
記
、
不
知
記
⑧
は
史
記
第
一
巷
と
し
、
夕
時
の
御
湯
殿
様
に

関
し
て
は
、
前
二
者
が
読
習
博
士
、
毒
物
と
も
朝
時
と
同
じ
と
す
る
の
に
対

し
、
口
記
、
不
知
記
①
は
読
書
博
士
に
致
時
と
挙
用
を
あ
げ
る
。

⑲
桔
原
昭
二
氏
「
紫
式
部
日
記
の
成
立
－
記
録
の
方
法
に
つ
い
て
1
」
　
『
国
文

学
』
昭
4
4
・
5

⑲
注
⑬
に
同
じ

⑳
「
紫
式
部
日
記
冒
頭
の
文
章
は
光
弘
五
年
七
月
の
記
事
で
は
な
い
　
（
上
）
－

紫
式
部
日
記
の
本
文
的
研
究
・
1
1
」
　
『
国
文
学
』
昭
4
0
・
2

⑳
「
紫
式
部
日
記
冒
頭
本
文
の
記
事
の
年
時
」
　
『
国
語
国
文
』
昭
4
0
・
1
1

⑳
古
来
、
日
記
冒
頭
の
時
季
は
多
く
七
月
と
考
え
ら
れ
て
き
た
。
近
年
萩
谷
朴

氏
は
、
「
秋
の
け
は
ひ
立
つ
ま
ま
に
」
の
本
文
を
室
町
時
代
書
写
の
日
記
切
お

よ
び
松
平
文
庫
本
に
よ
っ
て
、
「
秋
の
け
は
ひ
入
り
た
つ
ま
ま
に
」
と
訂
正

し
て
、
「
秋
の
け
は
ひ
入
り
立
つ
」
を
秋
色
が
深
ま
る
意
と
解
さ
れ
、
さ
ら

に
草
む
ら
が
「
色
づ
く
」
頃
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
、
‥
目
頭
本
文
の
時
季
を

「
八
月
中
下
旬
」
と
推
定
さ
れ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
腎
沢
大
害
氏
は
、
「
入
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り
た
つ
」
は
侵
入
す
る
こ
と
で
あ
っ
て
深
ま
る
意
で
は
な
い
と
し
て
、
「
秋

の
け
は
ひ
入
り
た
つ
」
を
排
し
て
「
秋
の
け
は
ひ
立
つ
」
の
本
文
を
採
ら

れ
、
ま
た
「
色
づ
く
」
を
秋
色
を
帯
び
る
意
で
あ
る
と
し
て
八
月
説
に
反
論

を
加
え
、
七
月
説
を
主
張
さ
れ
た
。
こ
の
曾
沢
氏
の
後
半
の
推
論
に
異
議
を

は
さ
む
余
地
は
な
い
が
、
「
け
は
ひ
立
つ
」
の
本
文
は
や
は
り
萩
谷
氏
に
従

っ
て
、
「
け
は
ひ
入
り
た
つ
」
を
採
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。
池
凹
亀
鑑

氏
は
、
元
来
動
詞
「
た
つ
」
は
年
・
月
・
季
節
等
時
の
到
来
を
意
味
す
る
語

で
あ
っ
て
、
「
け
は
ひ
」
ま
た
は
「
け
し
き
」
等
の
語
と
結
合
し
て
、
「
人

の
け
は
ひ
立
つ
」
な
ど
と
言
っ
た
例
は
な
い
と
し
て
お
ら
れ
る
。
（
『
紫
式

部
日
記
』
　
（
考
証
）
　
二
五
八
ペ
ー
∴
シ
）
た
だ
し
「
入
り
立
つ
」
の
本
文
を
採

っ
た
場
合
、
そ
の
意
味
は
萩
谷
氏
の
言
わ
れ
る
「
秋
色
が
深
ま
る
」
で
は
な

く
、
や
は
り
「
秋
色
が
都
へ
侵
入
す
る
」
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
「
入
り
立
つ
」

を
こ
の
よ
う
に
解
し
た
と
し
て
も
、
曾
沢
氏
の
主
張
さ
れ
る
七
月
中
旬
説
に

は
充
分
合
致
し
う
る
の
で
あ
る
。

⑳
前
掲
書
所
収
「
紫
式
部
日
記
日
日
頭
の
解
釈
」

⑳
阿
部
秋
生
氏
「
紫
式
部
日
記
に
つ
い
て
」
　
『
武
蔵
野
文
学
』
Ⅴ
女
流
日
記
文

、
学
一

⑳
「
紫
式
部
論
」
　
『
日
本
文
学
』
昭
3
5
・
7

⑳
本
文
は
南
波
浩
先
生
『
校
本
紫
式
部
集
』
　
（
末
公
刊
）
　
に
よ
る
。

㊨
「
道
網
の
母
披
見
の
日
記
－
子
の
日
の
日
記
と
蛸
蛤
日
記
の
形
成
に
つ
い

て
－
」
　
『
平
安
朝
文
学
研
究
』
昭
4
2
・
4

⑳
阿
部
秋
生
氏
『
中
古
日
本
文
学
概
説
』
、
九
三
～
九
四
ペ
ー
ジ

清
水
好
子
氏
『
源
氏
物
語
諭
』
、
二
九
～
三
〇
ペ
ー
ジ

⑳
注
⑲
に
同
じ

⑲
秋
山
虔
氏
「
女
流
文
学
の
精
神
と
源
流
」
　
『
源
氏
物
語
の
世
界
』
所
収

－
　
金
薗
女
子
短
期
大
学
助
手
　
－

会
員
近
著
紹
介

放
校
永
信
一
先
生
御
遺
著
（
こ

「
松
永
信
一
詩
集
『
あ
る
世
界
』
」

昨
年
八
月
三
十
日
逝
去
さ
れ
た
、
元
広
島
大
学
教
育
学
部
東
雲
分
校
教

授
松
永
信
一
先
生
の
御
遺
著
で
あ
る
。
昭
和
二
十
四
年
四
月
に
発
表
さ
れ

た
「
幸
福
な
教
室
」
を
は
じ
め
と
し
て
、
先
生
の
絶
筆
と
な
り
、
ま
た
、

本
詩
集
の
表
題
と
も
な
っ
た
「
あ
る
冊
罪
」
（
昭
和
四
十
五
年
九
月
発
表
）

に
い
た
る
五
十
六
帯
の
詩
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
。

詩
集
の
序
に
よ
せ
ら
れ
た
清
水
文
雄
先
生
の
お
こ
と
ば
を
お
か
り
し
よ

・つ。

「
松
永
さ
ん
の
詩
に
は
、
柔
軟
な
抒
情
の
代
り
に
、
情
熱
を
内
に
ひ

そ
め
た
、
氷
柱
の
よ
う
な
硬
質
の
澄
明
が
あ
る
。
凝
視
よ
り
も
凝
綿
が
あ

る
。
こ
れ
は
、
深
い
内
省
と
思
索
に
終
始
さ
れ
た
松
永
さ
ん
の
作
品
に
、

お
の
ず
か
ら
に
も
た
ら
さ
れ
た
性
格
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
か
。
そ
の
作
品

が
、
読
む
者
の
胸
に
、
い
つ
ま
で
も
忘
れ
ら
れ
な
い
響
き
を
伝
え
る
の

も
、
理
由
あ
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
」

（
A
5
版
。
一
二
六
百
。
昭
和
四
十
六
年
四
月
刊
。
定
価
一
〇
〇
〇
円
。

共
文
社
。
）
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