
紫

式

部

に

お

け

る

「

公

」

と

「

私

」

と

1
－
－
日
記
・
家
集
よ
り
見
た
「
憂
し
」
を
め
ぐ
っ
て
　
－

河

紫
式
部
自
記
と
い
う
作
品
に
対
し
て
、
読
者
の
感
じ
る
最
初
の
点
は
、
こ
の

作
品
を
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
る
べ
き
な
の
か
と
い
う
、
言
わ
ば
文
学
作
品
と

し
て
の
根
幹
に
触
れ
る
問
題
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
即
ち
、
一
条
天
皇
第
二

皇
子
致
成
親
王
の
誕
生
お
よ
び
そ
の
前
後
の
儀
式
・
行
事
の
記
録
　
－
　
仮
名
文

の
御
庄
部
類
記
I
と
い
う
、
公
的
記
録
的
な
側
面
と
、
あ
る
一
人
の
女
一
犀
と

し
て
の
作
者
個
人
の
内
面
的
・
私
的
世
界
の
表
出
と
い
う
側
面
と
の
、
所
謂
二

面
性
を
、
ど
の
よ
う
に
理
解
す
る
か
と
い
う
点
に
集
約
的
に
表
れ
る
も
の
で
あ

ろ
う
。
こ
の
問
題
は
又
、
こ
の
日
記
の
執
筆
動
機
・
目
的
や
、
成
立
事
情
な
ど

と
も
深
く
か
か
わ
っ
て
く
る
も
の
で
あ
る
。
一
般
に
は
、
日
記
究
弘
六
年
正
月

三
日
の
敦
成
親
王
戴
餅
の
儀
の
記
事
の
あ
と
、
「
こ
の
つ
い
で
に
、
人
の
か
た

ち
を
語
り
き
こ
え
さ
せ
ば
」
以
下
の
人
物
批
評
の
部
分
を
〝
消
息
文
的
部
分
〝

と
称
し
、
そ
の
他
の
〝
記
録
的
部
分
〝
と
を
区
別
し
て
争
え
、
両
者
を
形
式
・

内
容
上
と
も
に
異
質
の
も
の
と
す
る
見
方
が
有
力
で
あ
る
。
更
に
は
、
こ
の
こ

と
も
含
め
て
、
現
存
日
記
が
作
者
自
筆
の
原
形
で
あ
る
か
否
か
と
い
う
論
も
未

だ
結
論
を
見
て
い
な
い
と
い
う
の
が
現
状
の
よ
う
で
あ
る
。

初
め
に
提
示
し
た
、
記
事
の
二
面
性
と
い
う
問
題
は
、
こ
の
よ
う
に
困
難
な

問
題
を
背
後
に
負
っ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
現
在
我
々
に
残
さ
れ
て
い
る
限
り

の
紫
式
部
日
記
の
内
部
の
問
題
と
し
て
、
以
下
こ
の
二
面
性
と
い
う
点
に
つ
い

て
検
討
し
て
み
る
こ
と
も
一
つ
の
方
法
か
と
思
わ
れ
る
。

（
l
）

一
体
、
二
面
性
と
か
〝
複
眼
的
〟
と
か
呼
ば
れ
、
公
的
部
分
と
私
的
部
分
と

は
対
立
し
分
裂
す
る
も
の
と
し
て
裁
断
さ
れ
る
の
が
妥
当
で
あ
る
の
か
ど
う
か

に
つ
い
て
ま
ず
私
見
を
述
べ
て
み
た
い
。
数
々
の
記
事
の
一
々
に
つ
い
て
分
類

を
試
み
る
こ
と
は
省
略
す
る
が
、
結
論
的
に
言
え
ば
、
右
の
ヰ
っ
に
二
類
に
分

け
る
こ
と
は
全
体
と
し
て
は
不
可
能
で
あ
る
。
一
々
の
記
事
の
単
位
を
ど
の
よ

う
に
定
め
る
か
に
よ
っ
て
も
そ
の
結
果
は
多
少
相
異
が
あ
ろ
う
が
、
純
公
的
か

純
私
的
か
と
い
う
観
点
か
ら
分
類
し
よ
う
と
し
た
場
合
、
い
ず
れ
に
も
屈
し
難

い
記
事
に
通
過
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
公
的
部
分
の
描
写
が
、
純
客
観
的

な
と
こ
ろ
か
ら
行
わ
れ
て
い
た
も
の
が
、
次
第
に
筆
が
進
む
に
従
っ
て
、
作
者

紫
式
部
の
個
性
あ
る
い
は
主
観
に
支
え
ら
れ
て
、
結
果
的
に
は
私
的
世
界
の
表

出
に
至
っ
て
し
ま
う
と
い
っ
た
図
式
で
示
さ
れ
よ
う
。
こ
う
し
た
描
写
乃
至
表

現
は
、
公
と
私
、
言
い
換
え
れ
ば
客
観
と
主
観
と
が
融
合
さ
れ
た
も
の
と
見
る

べ
き
で
あ
っ
て
、
そ
の
一
方
に
属
さ
し
め
た
り
、
一
連
の
記
事
を
途
中
で
分
断

し
て
各
々
に
分
属
さ
せ
た
り
す
る
こ
と
は
許
さ
な
い
性
質
の
も
の
で
あ
る
。
こ
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（2）

う
し
た
記
事
の
田
著
な
こ
と
は
既
に
先
学
の
指
摘
も
あ
る
が
、
そ
れ
は
又
次
の

例
に
よ
っ
て
も
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

み
な
濃
き
相
に
、
哀
昔
は
心
々
な
り
。
汗
杉
は
、
五
重
な
る
中
に
、
尾
張
は
た
だ

葡
萄
染
を
着
せ
た
り
。
な
か
な
か
ゆ
ゑ
ゆ
ゑ
し
く
心
あ
る
さ
ま
し
て
、
も
の
の

色
あ
ひ
、
つ
や
な
ど
、
い
と
す
ぐ
れ
た
り
。
下
仕
へ
の
中
に
い
と
顔
す
ぐ
れ

た
る
、
扇
と
る
と
て
六
位
の
蔵
人
ど
も
よ
る
に
、
心
と
投
げ
や
り
た
る
こ
そ

や
さ
し
き
も
の
か
ら
、
あ
ま
り
女
に
は
あ
ら
ぬ
か
と
見
ゆ
れ
。
わ
れ
封
や

か
れ
が
や
う
に
て
出
で
ゐ
よ
と
あ
ら
ば
、
ま
た
さ
て
も
さ
ま
よ
ひ
あ
り
く
ば

か
り
ぞ
か
し
、
か
う
ま
で
立
ち
出
で
む
と
は
忠
ひ
か
け
き
や
は
。
さ
れ
ど
、

日
に
み
す
み
す
あ
さ
ま
し
き
も
の
は
、
人
の
心
な
り
け
れ
ば
、
い
ま
よ
り
の

ち
の
お
も
な
さ
は
、
た
だ
な
れ
に
な
れ
す
ぎ
、
ひ
た
お
も
て
に
な
ら
む
や
す

し
か
し
と
、
身
の
あ
り
さ
ま
の
夢
の
や
う
に
思
ひ
っ
づ
け
ら
れ
て
、
あ
る
ま

じ
き
こ
と
に
さ
へ
思
ひ
か
か
り
て
、
ゆ
ゆ
し
く
お
ぼ
ゆ
れ
ば
、
目
と
ま
る
こ

（2）

と
も
例
の
な
か
り
け
り
。
　
　
　
　
　
　
　
＜
二
一
五
～
二
一
六
ペ
∨

こ
れ
は
寛
弘
五
年
十
一
月
二
十
二
日
の
童
女
御
覧
の
日
の
記
事
で
あ
る
が
、

装
束
を
「
ゆ
ゑ
ゆ
ゑ
⊥
く
心
あ
る
さ
ま
」
「
す
ぐ
れ
た
り
」
の
評
価
を
与
え
つ

つ
描
写
し
た
後
、
下
仕
え
の
童
女
が
六
位
の
蔵
人
に
自
分
か
ら
進
ん
で
扇
を
投

げ
与
え
た
事
実
を
記
す
。
細
部
に
ま
で
観
察
が
及
ん
で
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る

が
、
更
に
、
そ
れ
に
対
し
て
「
あ
ま
り
女
に
は
あ
ら
ぬ
か
と
見
ゆ
れ
」
と
批
判

的
な
感
想
が
付
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
感
想
を
結
節
点
と
し
て
記
事
は

「
わ
れ
ら
を
」
云
々
と
展
開
さ
れ
視
点
は
自
己
に
回
帰
し
て
ゆ
き
、
そ
の
到
達

点
は
、
わ
が
「
身
の
あ
り
さ
ま
」
へ
の
思
念
の
世
界
と
な
っ
て
、
も
は
や
眼
前

（4）

の
賠
償
の
光
景
に
対
し
て
は
目
も
と
ま
ら
な
い
状
態
に
な
っ
て
、
事
実
こ
の
日

の
記
事
は
こ
の
先
に
は
無
い
。
記
録
放
棄
で
あ
る
。
記
録
の
姿
勢
、
客
観
描
写

の
姿
勢
か
ら
、
記
録
し
て
い
た
対
象
（
こ
こ
で
は
下
仕
え
の
行
為
）
　
の
中
に
自

己
を
見
出
し
て
、
思
念
の
世
界
、
主
観
表
出
の
世
界
へ
と
一
両
組
に
突
き
進
む

こ
と
に
な
り
、
言
い
換
え
れ
ば
公
を
機
縁
と
し
て
私
が
語
ら
れ
る
と
い
う
パ
タ

ー
ン
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
に
又
、
下
仕
え
へ
の
「
あ
ま
り
女
に
は
」
云
々
の
批

判
も
、
単
な
る
傍
観
者
の
言
葉
と
は
退
か
に
重
く
響
く
結
果
と
も
な
っ
て
い
る
。

右
の
よ
う
な
描
写
・
表
現
方
法
は
、
所
謂
消
息
文
的
部
分
を
除
い
た
記
録

（5）

的
部
分
の
中
で
は
後
半
に
な
る
ほ
ど
多
く
見
ら
れ
る
と
い
う
傾
向
に
あ
る
が
、

全
体
と
し
て
の
数
は
そ
う
多
く
な
い
に
し
て
も
、
紫
式
部
日
記
の
一
つ
の
特
徴

と
し
て
看
過
し
得
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
初
め
に
も
述
べ
た
通
り
で
あ
る
。

更
に
又
、
こ
う
し
た
パ
タ
ー
ン
で
語
ら
れ
る
作
者
の
「
私
」
の
世
界
の
多
く

の
場
合
が
、
右
の
例
と
同
様
に
「
身
」
の
問
題
と
し
て
提
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
、

そ
の
「
身
」
は
「
憂
き
」
も
の
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
め
で
　
一

た
い
中
宮
の
桜
を
た
た
え
る
冒
頭
の
文
章
中
に
も
「
憂
き
世
」
と
し
て
用
い
ら
　
ほ

れ
て
哺
㌃
こ
と
等
の
事
実
が
容
易
に
見
出
さ
れ
る
。
　
　
　
　
　
　
一

そ
こ
で
次
に
は
、
こ
の
「
憂
し
」
と
い
う
認
識
の
形
成
の
相
を
、
家
集
を
手

が
か
り
に
し
て
考
え
て
み
た
い
。

〓

式
部
の
宮
仕
え
の
最
初
の
作
は
「
初
め
て
内
わ
た
り
を
見
る
に
も
、
物
の
あ

（
ヮ
）

は
れ
な
れ
ば
」
と
題
す
る
、

5
7
身
の
う
さ
は
心
の
う
ち
に
し
た
ひ
き
て
い
ま
九
重
ぞ
恩
ひ
乱
る
る

で
あ
る
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
年
時
は
究
弘
二
年
或
い
は
三
年
の

十
二
月
二
十
九
日
で
あ
っ
た
事
が
諸
氏
に
よ
り
推
定
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
よ
う

に
、
こ
の
歌
は
、
初
出
仕
に
際
し
て
詠
ま
れ
た
も
の
で
あ
り
、
必
ず
し
も
年
代

（8）

順
の
排
列
で
な
い
と
さ
れ
る
家
集
に
お
い
て
宮
仕
え
期
の
歌
三
十
三
首
の
う
ち



の
冒
頭
に
置
か
れ
て
お
り
、
か
つ
「
身
の
憂
さ
」
　
「
恩
ひ
乱
る
る
」
と
い
っ
た

語
句
が
用
い
ら
れ
て
い
る
と
い
う
よ
う
な
、
種
々
の
問
題
を
内
包
し
た
も
の
で

あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
式
部
の
生
怪
に
お
け
る
一
大
転
機
と
思
わ
れ
る
宮
仕
え

と
は
彼
女
に
と
っ
て
何
で
あ
っ
た
の
か
を
解
く
錠
が
こ
の
歌
に
集
約
さ
れ
て
い

る
。
そ
の
考
察
は
以
下
の
作
業
に
よ
っ
て
具
体
的
に
進
め
て
ゆ
き
た
い
と
思
う
。

次
に
掲
げ
る
も
の
は
先
の
5
7
の
「
身
の
憂
さ
」
と
同
じ
又
は
同
系
の
語
句
の

見
ら
れ
る
式
部
の
作
で
あ
る
（
詞
書
は
省
略
す
る
）
。

6
2
つ
れ
′
ぐ
・
と
な
が
め
ふ
る
日
は
青
柳
の
い
と
ど
薗
剖
世
に
乱
れ
て
ぞ
ふ
る

6
9
影
見
て
も
罫
駅
落
ち
そ
ひ
て
か
ど
と
が
ま
し
き
滝
の
音
か
な

61
0
あ
ら
た
め
て
け
ふ
L
も
も
の
の
悲
し
き
は
身
l
似
薗
割
や
ま
た
さ
ま
変
り
ぬ

る

41
2
ふ
れ
ば
か
く
現
剖
の
み
ま
さ
る
世
を
し
ら
で
荒
れ
た
る
庭
に
積
も
る
初
雪

51
2
い
づ
く
と
も
身
を
や
る
方
の
知
ら
れ
ね
ば
嵐
山
と
見
つ
つ
も
な
が
ら
ふ
る

か
な

．
こ
の
よ
う
に
、
宮
仕
え
期
の
歌
三
十
三
首
中
の
六
首
に
「
憂
し
」
系
の
語
句
が

見
ら
れ
る
訳
で
あ
る
。
そ
の
う
ち
6
2
は
、
「
い
つ
か
参
り
給
ふ
」
と
の
弁
の
お

も
と
か
ら
の
見
舞
に
対
す
る
返
し
で
、
式
部
の
退
出
中
の
も
の
と
解
せ
ら
れ
、

61
0
も
詞
書
に
「
む
月
の
三
日
、
内
よ
り
出
で
て
、
古
里
の
た
だ
し
ば
し
の
ほ
ど

（
9
こ

に
」
云
々
と
あ
る
か
ら
同
じ
く
退
出
中
の
独
詠
、
2
4
・
2
5
は
・
「
人
」
へ
の
返
歌

l
l

二
首
で
、
「
荒
れ
た
る
庭
」
が
式
部
の
実
家
を
指
す
と
す
れ
ば
や
は
り
退
出
中

も
し
く
は
宮
仕
え
を
や
め
て
後
の
作
と
見
倣
さ
れ
る
。

そ
れ
に
対
し
て
残
る
6
9
は
や
や
状
況
を
異
に
す
る
。
こ
れ
は
6
6
か
ら
花
ま
で

の
連
作
の
う
ち
の
一
首
で
、
究
弘
五
年
五
月
五
目
土
御
門
第
で
の
法
華
三
十
講

五
巻
の
日
か
ら
笠
六
日
早
朝
に
か
け
て
、
式
部
と
、
小
少
将
・
大
納
言
の
二
人

の
女
房
と
の
問
に
詠
み
交
わ
さ
れ
た
。
こ
の
連
作
の
う
ち
の
は
じ
め
の
二
首
は
、

6
6
妙
な
り
や
今
日
は
五
月
の
五
日
と
て
五
つ
の
巻
の
合
へ
る
御
法
も

6
7
か
が
り
火
の
影
も
さ
わ
が
ぬ
池
水
に
幾
千
代
す
ま
む
法
の
光
ぞ

と
、
こ
の
邸
内
に
濡
ち
あ
ふ
れ
る
仏
法
の
功
徳
を
た
た
え
た
、
賀
歌
の
体
で
あ

る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
れ
を
承
け
る
68
の
詞
古
に
は
、
「
公
事
に
い
ひ
ま
ざ
ら
は

す
を
」
云
々
と
あ
っ
て
、
ま
さ
し
く
前
の
66
・
6
7
の
二
首
は
表
面
上
の
賀
歌
で

あ
っ
て
、
本
心
か
ら
の
寿
ぎ
で
は
な
い
こ
と
を
表
明
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
詞

台
は
こ
れ
に
続
け
て
、

向
か
ひ
給
へ
る
人
は
、
さ
し
も
思
ふ
こ
と
も
の
し
給
ふ
ま
じ
き
あ
り
さ
ま
、

よ
は
ひ
の
ほ
ど
を
、
い
た
う
心
深
げ
に
忠
ひ
乱
れ
て

と
、
「
向
か
ひ
給
へ
る
人
」
（
こ
れ
は
古
本
系
日
記
歌
に
よ
れ
ば
大
納
言
の
君

）
の
作
、

6
8
す
め
る
池
の
底
ま
で
甲
ら
す
か
が
り
火
の
ま
ば
ゆ
き
ま
で
も
萄
剖
わl
が
身

か
な

が
置
か
れ
、
続
い
て
翌
朝
に
な
っ
て
式
部
と
小
少
将
と
の
間
に
交
わ
さ
れ
た
二

組
の
贈
答
69
＝
70
・
7
1
＝
7
2
と
な
る
。
こ
こ
に
も
、
「
憂
き
わ
が
渓
」
（
69
）

「
う
き
添
は
る
ら
む
」
（
70
）
、
「
う
き
に
な
か
る
る
」
（
71
）
と
三
首
ま
で

「
覆
し
」
系
の
語
（
「
浮
き
」
を
掛
け
た
も
の
も
あ
る
）
が
見
え
、
更
に
72
で

は
「
根
」
に
掛
け
た
「
音
」
（
泣
く
音
）
が
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
掛
詞
を
用
い
た
技
巧
も
あ
る
け
れ
ど
も
、
式
部
ら
三
人
の
問

に
は
共
通
し
て
「
憂
し
」
と
す
る
感
情
が
あ
っ
て
、
そ
れ
が
「
公
事
」
の
規
制

を
打
ち
破
っ
て
、
い
や
「
公
事
」
が
撃
欝
で
あ
り
荘
厳
で
あ
る
が
故
に
逆
に
そ

れ
と
の
対
比
が
鮮
明
に
示
さ
れ
る
わ
が
身
の
「
憂
さ
」
が
思
い
知
ら
さ
れ
る
の

を
抑
制
で
き
ず
に
、
め
で
た
い
日
と
は
対
極
的
な
方
向
へ
突
き
進
ん
で
ゆ
く
の

14
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で
あ
る
。
そ
れ
は
、
6
8
の
詞
古
の
冒
頭
「
公
事
に
い
ひ
ま
ざ
ら
は
す
」
に
端
的

に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
6
7
の
賀
歌
が
表
面
的
な
賀
歌
で
あ
っ
た
の
だ
が
、

0

更
に
調
っ
て
当
日
の
昼
の
歌
6
6
に
し
て
も
同
様
で
あ
っ
て
、
「
今
日
は
五
月
の

0

　

　

　

　

〇

五
日
と
て
五
つ
の
巻
の
」
と
い
う
あ
ま
り
に
も
即
物
的
な
詠
み
ぶ
り
に
は
、
ど

こ
か
そ
ら
ぞ
ら
し
さ
が
感
じ
ら
れ
、
こ
れ
ま
た
「
言
ひ
ま
ざ
ら
は
」
し
た
歌
で

あ
ろ
う
。
こ
の
二
首
は
、
詞
宙
の
上
か
ら
は
断
定
で
き
な
い
け
れ
ど
も
、
道
長

か
誰
か
に
命
ぜ
ら
れ
て
詠
ん
だ
献
歌
で
は
な
か
ろ
う
か
。

以
上
見
て
き
た
よ
う
に
こ
の
一
連
の
作
に
は
、
め
で
た
い
公
の
世
界
の
裏
に

「
重
し
」
．
と
す
る
式
部
ら
三
人
の
私
の
世
界
が
黒
々
と
横
た
わ
っ
て
い
る
こ
と

が
明
白
に
見
て
取
れ
る
の
で
あ
る
。
勿
論
、
贈
答
と
い
う
形
は
実
際
以
上
に
感

情
の
共
通
性
を
強
調
し
誇
張
す
る
も
の
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
「
も
ろ
と
も
に
お

り
ゐ
て
な
が
め
ゐ
た
り
」
に
見
ら
れ
る
6
9
＝
7
0
の
式
部
と
小
少
将
と
の
交
流
は

決
し
て
単
な
る
挨
拶
で
は
な
い
理
解
と
共
感
の
上
に
成
り
立
っ
て
い
る
と
思
わ

0
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
0

れ
る
。
又
、
表
面
上
の
明
（
6
6
・
6
7
）
か
ら
脚
以
下
の
小
少
将
と
の
贈
答
の
昭

へ
一
変
す
る
所
に
置
か
れ
た
6
8
は
大
納
言
の
独
詠
の
よ
う
で
あ
る
が
、
こ
れ
は

「
公
事
」
と
し
て
「
言
ひ
ま
ざ
ら
は
」
し
た
式
部
の
心
の
奥
に
あ
る
も
の
を
大

納
言
が
詠
ん
だ
も
の
と
見
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。
で
な
け
れ
ば
贈
答
で
も

な
い
の
に
こ
こ
に
置
か
れ
て
よ
い
は
ず
が
な
い
。
共
感
す
る
か
ら
こ
そ
6
6
・
6
7

の
「
言
ひ
ま
ざ
ら
は
」
し
た
賀
歌
の
後
に
置
か
れ
る
の
で
あ
る
。

さ
て
そ
の
6
8
の
詞
書
を
更
に
検
討
し
て
み
よ
う
。
「
公
事
に
」
云
々
に
続
け

て
、
「
向
か
ひ
給
へ
る
人
」
は
次
の
よ
う
に
式
部
の
日
に
捕
え
ら
れ
て
い
る
。

さ
し
も
忠
ふ
こ
と
も
の
し
給
ふ
ま
じ
き
か
た
ち
あ
り
さ
ま
、
よ
は
ひ
の
ほ
ど
・

を
、
い
た
う
心
深
げ
に
恩
ひ
乱
れ
て

こ
こ
に
は
、
「
憂
し
」
の
共
感
を
覚
え
る
に
際
し
て
の
、
新
鮮
な
驚
き
が
箪

ら
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
言
わ
ば
、
意
外
な
共
感
者
を
発
見
し
た
驚
き
で
あ

る
。
そ
の
容
兢
・
容
姿
・
年
令
か
ら
見
て
「
恩
ふ
こ
と
」
が
あ
ろ
う
と
は
思
わ

（

＝

1

1

）

れ
な
い
女
性
（
日
記
歌
に
よ
れ
ば
大
納
言
の
君
）
が
、
な
ん
と
「
い
た
う
心
深

げ
に
思
ひ
乱
れ
」
て
「
憂
き
わ
が
身
」
を
嘆
じ
て
い
る
こ
と
の
発
見
で
あ
る
。

そ
の
、
「
吏
き
わ
が
身
」
こ
そ
、
自
分
が
r
公
事
に
言
ひ
ま
ざ
ら
は
」
し
た
と

こ
ろ
の
、
心
の
奥
に
あ
る
も
の
な
の
だ
…
…
。
こ
の
人
も
又
、
自
分
と
同
じ
気

指
を
抱
い
て
い
る
の
か
…
。

右
の
箇
所
は
さ
し
ず
め
こ
ん
な
風
に
言
い
換
え
ら
れ
よ
う
か
。
そ
の
中
で
、

「
さ
し
も
恩
ふ
こ
と
も
の
し
拾
ふ
ま
じ
き
か
た
ち
あ
り
さ
ま
、
よ
は
ひ
の
ほ
ど

」
に
注
目
し
た
い
。
「
思
ふ
こ
と
」
即
ち
苦
悩
は
、
容
貌
・
容
姿
・
年
令
が
原

因
と
な
る
と
の
見
方
が
う
か
が
わ
れ
る
の
だ
が
、
彼
女
に
は
そ
れ
ら
の
ど
の
条

件
も
合
致
し
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
も
「
恩
ひ
乱
れ
」
て
い
る
の
で
あ
る
か

ら
、
や
は
り
苦
悩
が
あ
り
、
「
憂
き
わ
が
身
か
な
」
と
言
う
。
と
す
る
と
、
容

姿
や
容
貌
や
年
令
な
ど
の
、
外
面
的
条
件
だ
け
が
苦
悩
を
生
鉦
の
で
は
な
い
。
式

部
は
こ
こ
で
は
わ
が
身
と
比
較
し
て
こ
う
言
っ
て
い
る
の
だ
と
解
釈
し
た
い
。

そ
う
で
な
け
れ
ば
こ
の
歌
が
浮
い
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
大
納
言
の
君
が
具
体

的
に
ど
ん
な
苦
悩
を
抱
い
て
「
重
き
わ
が
身
か
な
」
と
嘆
じ
て
い
る
の
か
、
又

そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
内
面
的
条
件
に
因
る
も
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
出

来
な
い
が
、
少
な
く
と
も
晴
れ
の
場
と
は
異
質
の
、
暗
い
苦
悩
を
持
っ
て
い
る

点
で
、
式
部
と
の
問
に
精
神
的
連
帯
が
形
成
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
を
こ
と
だ
け

は
確
か
で
あ
ろ
う
。

さ
て
、
式
部
自
身
に
聞
損
を
限
っ
て
み
る
と
、
彼
女
の
「
忠
ふ
こ
と
」
と
は

一
体
何
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
宮
仕
え
初
期
の
頃
の
作
と
思
わ
れ
る
次
の
三

首
か
ら
見
て
み
た
い
。

5
8
閉
ぢ
た
り
し
岩
間
の
氷
う
ち
解
け
ば
緒
絶
え
の
水
も
影
見
え
じ
ゃ
は

6
0
み
吉
野
は
春
の
け
し
き
に
か
す
め
ど
も
む
す
ぼ
は
れ
た
る
雪
の
下
草
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6
2
つ
れ
ネ
＼
と
な
が
め
ふ
る
日
は
青
柳
の
い
と
ど
憂
き
世
に
乱
れ
て
ぞ
ふ
る

5
8
は
「
い
と
初
々
し
さ
さ
ま
」
で
「
古
里
」
に
退
出
後
、
「
ほ
の
か
に
か
た
ら
」
っ

た
人
に
贈
っ
た
も
の
で
、
「
岩
間
の
氷
」
は
宮
中
を
、
「
緒
絶
え
の
水
」
は
自

（10）

己
を
そ
れ
ぞ
れ
喩
え
た
と
さ
れ
る
。
6
0
は
「
春
の
歌
奉
れ
」
と
の
求
め
に
対
し

「
ま
だ
出
で
た
ち
も
せ
ぬ
隠
れ
家
」
か
ら
差
し
出
し
た
献
歌
で
、
「
雪
の
下
草

」
を
自
己
に
喩
え
て
、
春
め
く
宮
中
と
対
比
し
て
詠
ん
で
い
る
。
こ
の
二
首
は

い
ず
れ
も
、
宮
中
と
溶
け
込
め
な
い
鬱
屈
し
た
自
己
が
表
出
さ
れ
て
い
る
。
6
2

は
既
に
見
た
よ
う
に
、
退
出
中
に
贈
ら
れ
た
弁
の
お
も
と
へ
の
返
歌
で
あ
る
。

詠
ま
れ
た
状
況
も
相
手
も
異
に
す
る
三
首
で
あ
る
が
、
い
ず
れ
も
実
家
に
い
て

陛
屈
し
た
気
持
を
詠
む
と
い
う
点
で
共
通
し
て
い
る
。
こ
の
背
景
に
は
、

「
か
ば
か
り
恩
ひ
屈
し
ぬ
べ
き
身
を
、
い
と
い
た
う
も
上
衆
め
く
か
な

」
と
い
ひ
け
る
人
を
闘
き
て

6
3
わ
り
な
し
や
人
こ
そ
人
と
い
は
ざ
ら
め
み
づ
か
ら
身
を
や
忠
ひ
捨
つ
べ
き

に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
同
僚
女
房
か
ら
の
陰
口
を
聞
い
て
、
自
己
を
保
持
す
る

こ
と
に
必
死
で
踏
み
と
ど
ま
ろ
う
と
す
る
抵
抗
の
姿
勢
が
あ
ろ
う
。
そ
の
抵
抗

は
脆
く
も
敗
れ
去
っ
て
ゆ
く
の
だ
が
、
そ
の
間
に
お
い
て
、
式
部
の
「
思
ふ
こ

と
」
は
宮
仕
え
と
密
接
な
関
係
に
あ
ろ
う
こ
と
が
推
察
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
反
面
に
、
同
じ
く
宮
仕
え
期
の
作
で
あ
り
な
が
ら
も
、
右
に

見
た
も
の
と
は
全
く
様
相
を
異
に
す
る
も
の
が
あ
る
こ
と
も
亦
事
実
で
あ
る
。

8
7
め
づ
ら
し
き
光
さ
し
添
ふ
さ
か
づ
き
は
も
ち
な
が
ら
こ
そ
千
代
を
め
ぐ
ら

め
8
9
い
か
に
い
か
が
数
へ
や
る
べ
き
八
千
年
の
あ
ま
り
久
し
き
君
が
御
世
を
ば

詞
書
に
よ
れ
ば
（
日
記
に
も
同
様
の
記
述
が
あ
る
）
、
前
者
は
数
成
親
王
五
日

の
産
養
、
後
者
は
五
十
日
の
夜
、
と
も
に
宴
席
で
詠
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ

し
て
、
前
者
で
は
「
酔
ひ
乱
れ
の
の
し
り
給
ふ
さ
か
づ
き
の
折
」
に
さ
し
出
さ

れ
た
も
の
で
あ
る
し
、
後
者
は
道
長
か
ら
「
歌
詠
め
」
と
の
要
求
が
あ
っ
て
応

じ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
事
椿
に
な
っ
て
い
る
。
日
記
に
よ
れ
ば
後
者
の
場
合
、

式
部
は
こ
の
酒
席
か
ら
の
が
れ
よ
う
と
宰
相
の
君
を
誘
っ
て
御
帳
の
後
に
隠
れ

て
い
た
と
こ
ろ
を
道
長
に
見
つ
か
り
、
「
和
歌
一
つ
づ
つ
仕
う
ま
つ
れ
。
さ
ら

ば
許
さ
む
」
と
言
わ
れ
、

い
と
は
し
く
お
そ
ろ
し
け
れ
ば
聞
こ
ゆ
。

と
い
う
、
言
わ
ば
そ
の
場
逃
れ
の
気
持
か
ら
詠
ん
だ
と
の
経
緯
が
知
ら
れ
る
。

そ
ん
な
事
と
は
知
ら
な
い
道
長
は
、
「
五
十
日
」
に
「
如
何
」
を
掛
け
、
そ
の

緑
で
「
八
千
年
」
を
詠
み
込
ん
だ
こ
の
歌
に
上
機
嫌
に
な
る
の
だ
が
、
そ
れ
は

式
部
の
心
境
と
は
遠
い
。
又
前
者
は
、
同
じ
く
日
記
に
徴
し
て
み
る
と
、
こ
の

歌
は
準
備
さ
れ
て
い
た
も
の
の
実
際
に
披
講
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

い
ず
れ
に
せ
よ
こ
の
両
首
は
、
致
制
又
は
半
強
制
に
よ
る
「
公
事
」
の
歌
で
一

あ
る
こ
と
が
肝
要
で
あ
る
。
表
面
上
は
主
家
の
そ
し
て
若
宮
の
賀
を
寿
い
で
い
　
1
6

る
け
れ
ど
も
、
前
述
の
三
十
講
の
五
巻
の
日
の
賀
歌
（
6
6
・
6
7
）
と
同
様
、
宮
　
一

仕
え
人
と
し
て
こ
の
よ
う
に
詠
ま
ざ
る
を
得
な
い
が
、
私
の
立
場
は
そ
こ
に
暗
．

く
封
じ
込
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
決
し
て
内
心
か
ら
の
讃
嘆
な
ど
で
は

な
い
と
い
う
事
で
あ
る
。

こ
の
他
に
、
同
じ
く
主
筋
に
あ
た
る
の
で
あ
っ
て
も
、
又
別
の
種
類
の
歌
も

あ
る
。7

7
女
郎
花
さ
か
り
の
色
を
見
る
か
ら
に
露
の
分
き
け
る
身
こ
そ
知
ら
る
れ

7
8
白
露
は
分
き
て
も
置
か
じ
女
郎
花
心
か
ら
に
や
色
の
染
む
ら
む

把
歌
は
式
部
、
返
歌
は
道
長
で
、
日
記
に
も
皇
子
誕
生
前
の
人
々
の
描
写
の
一

コ
マ
と
し
て
こ
の
贈
答
を
め
ぐ
る
二
人
の
様
子
が
見
え
る
。
朝
憲
を
ふ
く
ん
だ

女
郎
花
を
凡
債
の
か
み
か
ら
道
長
が
さ
し
入
れ
た
の
に
対
し
て
式
部
は
、
女
郎

花
に
比
し
て
盛
を
過
ぎ
た
我
が
身
を
卑
下
し
て
見
せ
る
。
道
長
は
、
「
心
の
持



ち
よ
う
で
女
は
美
し
い
の
だ
」
と
慰
め
て
み
せ
る
。
見
事
な
両
者
の
応
酬
で
、

風
流
は
盛
り
あ
が
っ
て
い
る
。
こ
の
時
の
道
長
を
日
記
に
は
「
い
と
は
づ
か
し

げ
」
と
記
し
て
い
る
。
又
次
の
例
、

九
月
九
日
、
菊
の
綿
を
上
の
御
方
よ
り
た
ま
へ
る
に

1
5
菊
の
露
わ
か
ゆ
ば
か
り
に
袖
ふ
れ
て
花
の
あ
る
じ
に
千
代
は
ゆ
づ
ら
む

l
は
、
菊
の
着
せ
綿
に
よ
っ
て
老
い
を
ぬ
ぐ
い
去
る
と
い
う
風
習
を
め
ぐ
っ
て
、

式
部
と
道
長
北
の
方
怜
子
と
の
問
に
濃
や
か
な
や
り
と
り
が
交
わ
さ
れ
た
こ
と

を
物
語
る
。
日
記
に
も
、
「
い
と
よ
う
老
の
ど
ひ
捨
て
た
ま
へ
」
と
い
う
倫
子

（12）

の
伝
言
を
付
し
て
見
え
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
の
歌
に
お
い
て
は
「
あ
る
じ
」

な
る
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
「
菊
の
花
を
下
さ
っ
た
方
、
持
ち
主
」

く
ら
い
の
意
で
、
そ
れ
以
上
に
は
出
な
い
。

斯
様
に
、
主
家
筋
に
関
わ
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
風
流
の
遊
び
と
い
う
場
合

に
は
、
そ
の
一
場
面
が
印
象
的
で
あ
る
が
故
に
日
記
や
家
集
に
か
き
留
め
ら
れ

る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
公
と
私
と
い
う
よ
う
な
観
点
か
ら
把
握
さ
れ
る
こ
と
は

な
い
。
次
元
が
異
な
る
の
で
あ
る
。
「
菊
の
昆
」
の
歌
に
「
あ
る
じ
」
と
あ
っ

て
も
、
そ
れ
が
直
ち
に
〝
私
″
を
呼
び
醒
ま
す
よ
う
な
位
置
に
は
立
っ
て
い
な

い
こ
と
は
、
先
に
触
れ
た
通
り
で
あ
る
。

宮
仕
え
期
の
歌
の
特
徴
を
一
通
り
見
て
き
た
が
、
こ
こ
で
整
理
す
れ
ば
次
の

よ
う
に
ま
と
め
ら
れ
よ
う
。

川
「
憂
き
世
」
　
「
身
の
憂
さ
」
等
、
「
憂
し
」
と
す
る
認
識
が
釘
著
で
、
重

要
な
位
置
を
占
め
て
お
り
、
こ
れ
こ
そ
が
式
部
の
基
本
的
認
識
で
あ
ろ
う
。

脚
そ
れ
は
宮
仕
え
当
初
か
ら
既
に
形
成
さ
れ
、
実
家
に
退
出
し
て
強
く
自
覚

さ
れ
て
い
た
。

脚
そ
の
苦
悩
は
、
公
北
対
す
る
私
と
い
う
も
の
が
対
比
的
に
把
え
ら
れ
る
時

に
鮮
烈
に
な
り
、
華
好
さ
・
め
で
た
さ
を
侵
食
し
て
暗
の
世
界
へ
自
己
増

招
的
に
下
降
し
て
ゆ
く
。

同
そ
の
下
降
の
仕
方
は
へ
時
に
表
現
の
奥
に
隠
さ
れ
た
形
で
複
雑
に
示
さ
れ

る
こ
と
が
あ
る
。

㈲
苦
悩
の
次
元
に
ま
で
至
ら
な
い
、
言
わ
ば
気
楽
な
風
流
と
し
て
余
裕
を
も

っ
て
対
処
さ
れ
る
場
合
も
、
右
の
一
連
の
傾
向
の
反
面
に
存
す
る
。

ほ
ぼ
こ
の
五
項
目
で
宮
仕
え
期
の
式
部
の
現
実
認
識
を
説
明
し
た
訳
だ
が
、
こ

の
傾
向
は
、
家
集
の
宮
仕
え
期
の
歌
と
、
日
記
と
に
共
通
し
て
見
ら
れ
る
。
同

時
に
又
、
両
者
を
総
合
的
に
比
較
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
も
の
で

あ
っ
て
、
両
者
を
捕
完
的
に
考
察
す
る
こ
と
こ
そ
が
、
よ
り
十
分
な
説
明
を
生

む
の
で
あ
る
。≡

次
ぎ
に
、
宮
仕
え
以
前
の
様
相
は
如
何
な
る
も
の
で
あ
っ
た
か
を
、
家
集
の

該
当
歌
か
ら
探
っ
て
み
る
。

式
部
の
宮
仕
え
の
動
機
の
一
つ
と
し
て
、
夫
宣
孝
と
の
死
別
が
大
き
な
位
置

を
占
め
る
と
さ
れ
て
い
る
。
と
す
れ
ば
、
前
節
に
見
て
来
た
諸
点
の
実
態
を
更

に
詳
細
に
明
ら
か
に
す
る
為
に
は
、
他
の
ど
の
時
期
よ
り
も
ま
ず
寡
婦
と
な
っ

て
以
後
の
時
期
の
作
に
注
目
す
る
の
が
当
然
で
あ
ろ
う
。
本
稿
も
や
は
り
そ
の

点
か
ら
再
検
討
し
て
み
た
い
。

家
集
に
お
い
て
夫
宣
孝
の
死
を
示
す
の
は
4
0
の
詞
書
「
去
年
の
夏
よ
り
、
う

す
に
び
な
る
人
に
」
云
々
が
最
初
で
あ
り
、
そ
の
時
期
は
、
こ
れ
に
続
け
て
「

女
院
か
く
れ
さ
せ
給
へ
る
又
の
春
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
長
保
三
年
夏
と
推
定

で
き
る
。
家
集
は
こ
れ
以
後
、
あ
る
男
と
の
恋
の
贈
答
や
物
語
桧
を
題
材
と
す

る
題
詠
な
ど
を
含
み
込
み
つ
つ
、
5
7
の
初
出
仕
の
折
の
詠
に
至
る
ま
で
の
間
に
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こ
の
寡
婦
時
代
の
作
を
収
め
る
。
そ
れ
ら
の
歌
を
通
観
す
る
と
、
㈹
夫
の
死
を

働
巽
す
る
体
の
直
情
的
な
挽
歌
風
の
歌
は
ほ
と
ん
ど
見
え
ず
、
何
む
し
ろ
遺
児

や
物
語
絵
・
名
所
絵
や
、
朝
顔
・
竹
・
山
吹
等
に
託
し
て
悲
し
み
を
歌
い
、
0

独
詠
の
み
で
な
く
贈
答
の
形
式
も
用
い
て
い
る
、
等
の
諸
点
が
顕
著
で
あ
る
。

う
ま
り
、
感
情
の
表
出
が
間
接
的
で
抑
制
さ
れ
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ

る
。
こ
れ
は
又
、
自
己
を
、
4
0
「
去
年
の
夏
よ
り
、
う
す
に
び
な
る
人
」
、
5
4

「
世
を
常
な
し
な
ど
忠
ふ
人
」
と
三
人
称
化
し
て
示
し
、
同
時
に
夫
の
死
を
、

4
8
「
世
の
は
か
な
き
こ
と
を
致
く
こ
ろ
」
、
5
3
「
世
の
中
の
さ
わ
が
し
き
こ
ろ

」
と
や
や
漠
然
と
し
た
形
で
示
す
な
ど
の
表
現
方
法
と
も
密
接
に
関
わ
っ
て
く

る
。
こ
の
、
間
接
的
表
現
を
以
て
、
直
ち
に
歌
風
云
々
と
言
う
の
は
飛
躍
に
過

ぎ
よ
う
が
、
敢
え
て
言
え
ば
、
悲
し
み
の
極
に
あ
り
な
が
ら
も
そ
の
自
己
を
客

体
化
し
た
地
点
か
ら
詠
ま
れ
て
い
る
と
い
う
傾
向
が
指
摘
で
き
る
か
も
し
れ
な

い
。以

上
、
や
や
概
括
的
な
こ
の
期
の
ア
ウ
ト
ラ
イ
ン
を
設
定
し
た
が
、
こ
れ
を

義
に
し
つ
つ
、
二
、
三
の
歌
に
つ
い
て
と
り
あ
げ
て
み
る
。

4
8
見
し
人
の
煙
と
な
り
し
夕
よ
り
名
ぞ
む
つ
ま
じ
き
塩
が
ま
の
浦

0
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
0

5
3
消
え
ぬ
問
の
身
を
も
し
る
、
！
1
朝
顔
の
露
と
争
ふ
世
を
鞍
く
か
な

O

　

　

1

1

1

　

－

5
4
若
竹
の
生
ひ
行
く
末
を
祈
る
か
な
こ
の
世
を
憂
L
と
い
と
ふ
も
の
か
ら

名
所
絵
・
朝
顔
・
竹
に
託
さ
れ
た
歌
で
あ
る
が
、
ま
ず
注
目
さ
れ
る
の
は
、
こ

れ
ら
の
歌
の
詞
書
に
、
「
世
の
は
か
な
き
こ
と
を
」
　
（
4
8
）
・
「
世
の
中
の
さ

わ
が
し
き
こ
ろ
」
　
（
5
3
）
・
「
世
を
常
な
し
な
ど
思
ふ
」
　
（
5
4
）
と
、
「
世
」

の
語
が
見
ら
れ
、
歌
に
も
5
3
・
5
4
に
「
世
」
が
用
い
ら
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。

そ
し
て
そ
の
「
世
」
を
「
憂
L
と
い
と
ふ
」
　
（
5
4
）
と
い
う
。
こ
こ
に
は
、
夫

の
死
と
い
う
現
実
的
不
幸
を
見
、
幼
児
を
か
か
え
た
未
亡
人
と
し
て
投
げ
出
さ

れ
た
「
世
」
を
、
「
嘆
」
き
「
厭
」
い
つ
つ
、
「
憂
し
」
と
い
う
心
情
に
至
る

さ
ま
が
見
て
取
れ
、
そ
う
し
た
「
世
」
即
ち
境
遇
に
あ
る
自
己
は
、
「
消
え
ぬ

°

間
の
身
」
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
の

「
身
」
も
「
世
」
も
、
夫
と
の
死
別
と
い
う
、
あ
く
ま
で
現
実
的
な
不
幸
に
由

来
し
、
現
実
的
レ
ベ
ル
で
嘆
き
か
つ
厭
わ
れ
て
い
る
。
言
わ
ば
具
体
的
・
原
初

的
な
も
の
と
し
て
把
握
さ
れ
た
「
世
」
で
あ
り
「
身
」
で
あ
る
。
従
っ
て
そ
の

時
発
せ
ら
れ
た
「
憂
し
」
も
具
体
的
二
規
初
的
な
感
情
と
見
倣
せ
よ
う
。

で
は
、
そ
の
直
後
に
置
か
れ
た
二
首
は
ど
う
か
。

0身
を
忠
は
ず
な
り
と
蟄
く
こ
と
の
、
や
う
7
＼
な
の
め
に
、
ひ
た
ぶ
る

の
さ
ま
な
る
を
忠
ひ
け
る

ー
　
　
　
0
　
0
　
　
　
　
　
　
　
0
　
　
　
　
　
　
。

・
5
5
数
な
ら
ぬ
心
に
身
を
ば
ま
か
せ
ね
ど
身
に
し
た
が
ふ
は
心
な
り
け
り

0
　
　
　
　
　
　
　
　
　
0

6
5
心
だ
に
い
か
な
る
身
に
か
か
な
ふ
ら
む
忠
ひ
知
れ
ど
も
思
ひ
知
ら
れ
ず

こ
こ
に
も
「
身
」
が
見
ら
れ
る
が
、
同
時
に
そ
の
「
身
」
が
「
心
」
と
い
う
存

在
と
の
関
係
で
把
え
ら
れ
た
、
新
し
い
発
想
が
見
ら
れ
る
。
こ
の
連
作
に
お
い

で

て
両
者
の
相
克
が
詠
ま
れ
て
い
る
こ
と
は
既
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
通
り
で
あ
る

が
、
そ
れ
を
踏
ま
え
て
私
の
指
摘
し
た
い
の
は
、
「
数
な
ら
ぬ
心
」
で
あ
る
っ

0

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

°

一
体
に
「
数
な
ら
ぬ
身
」
と
い
う
表
現
は
振
出
す
る
が
、
「
数
な
ら
ぬ
心
」
と

（14）

す
る
例
は
和
歌
に
お
い
て
は
三
例
を
見
る
の
み
で
あ
り
、
非
常
に
珍
し
い
。
し

か
も
そ
の
三
例
は
い
ず
れ
も
恋
の
贈
答
の
場
に
用
い
ら
れ
て
お
り
、
こ
の
式
部

の
場
合
の
よ
う
に
述
懐
に
用
い
た
の
は
皆
無
で
あ
る
。
そ
の
意
味
す
る
所
は
甚

だ
大
き
い
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
事
実
か
ら
右
の
二
首
に
つ
い
て
考
え

て
み
た
い
。

夫
の
死
と
そ
れ
に
よ
る
境
遇
へ
の
嘆
き
が
「
身
を
忠
は
ず
な
り
」
の
言
葉
と

（15）

解
さ
れ
よ
う
。
こ
れ
は
前
の
4
8
詞
書
「
世
の
は
か
な
き
こ
と
を
欺
く
」
、
5
3
歌

「
世
を
嘆
く
か
な
」
と
同
意
で
あ
り
、
要
約
的
に
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の

嘆
き
は
、
し
ば
ら
く
の
時
の
経
過
に
よ
っ
て
「
や
う
7
1
な
の
め
」
に
な
っ
た
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り
、
逆
に
「
ひ
た
ぶ
る
」
に
湧
き
起
っ
た
り
す
る
。
そ
う
し
た
嘆
き
の
様
は
、

必
然
的
に
、
「
身
」
に
宿
る
「
心
」
の
あ
り
方
へ
の
限
へ
と
発
展
し
て
ゆ
く
。
〝

惜
″
か
ら
〝
意
″
で
あ
る
。
又
は
、
境
遇
と
主
体
と
言
い
換
え
ら
れ
よ
う
。
こ

こ
に
お
い
て
、
稀
有
な
例
「
数
な
ら
ぬ
心
」
は
、
自
己
の
主
体
の
つ
た
な
さ
を

意
味
す
る
。
こ
れ
以
前
に
は
「
身
」
　
「
世
」
は
単
独
で
用
い
ら
れ
て
い
た
が
、

こ
こ
に
至
っ
て
そ
れ
に
「
心
」
が
関
与
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
現
実
的
レ
ベ
ル

の
不
幸
か
ら
、
宿
命
的
な
主
体
の
つ
た
な
さ
へ
と
、
抽
象
化
・
思
想
化
さ
れ
て

ゆ
く
の
で
あ
る
。

こ
こ
に
至
っ
て
、
第
二
節
の
冒
頭
に
掲
げ
た
初
出
仕
の
歌
5
7
の
検
討
に
入
る
。

こ
の
歌
に
も
「
身
」
と
「
心
」
と
が
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
と
も

に
抽
象
化
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
こ
こ
に
言
う
「
身
の
う
さ
」
も
、
も

は
や
夫
の
死
に
よ
る
不
幸
だ
け
に
局
限
さ
れ
る
の
で
は
な
く
て
、
そ
れ
以
後
に

形
成
さ
れ
て
き
た
、
宿
命
的
主
体
と
し
て
の
自
己
の
つ
た
な
さ
の
認
識
な
の
で

あ
る
。
宿
命
的
な
わ
が
身
の
つ
た
な
さ
の
思
い
が
つ
き
従
っ
て
来
て
、
い
ま
宮

仕
え
に
出
る
こ
と
に
な
っ
た
そ
の
場
所
で
、
思
い
は
ひ
と
し
お
敢
し
い
、
と
い

う
の
が
こ
の
歌
の
真
意
で
あ
っ
て
、
決
し
て
「
あ
こ
が
れ
て
き
た
宮
仕
え
へ
の

（16）感
慨
」
と
い
っ
た
性
質
の
も
の
で
は
な
い
。
不
本
意
な
出
仕
が
避
け
ら
れ
な
い

所
ま
で
遂
に
追
い
つ
め
ら
れ
た
と
い
う
わ
が
身
の
宿
命
的
っ
た
な
さ
へ
の
思
い

が
「
い
ま
九
重
ぞ
」
に
強
く
響
い
て
い
る
。

以
後
の
宮
仕
え
期
に
つ
い
て
は
前
節
で
検
討
し
た
が
、
要
す
る
に
そ
こ
で
繰

り
返
し
吐
露
さ
れ
た
「
憂
さ
」
と
は
、
こ
の
初
出
仕
の
折
の
、
〝
宿
命
的
な
自

己
の
主
体
の
つ
た
な
さ
″
　
へ
の
認
識
が
拡
大
さ
れ
て
ゆ
く
こ
と
の
叫
び
と
言
え

よ
う
。
従
っ
て
そ
の
場
合
、
宮
仕
え
の
中
で
の
体
験
や
交
際
は
、
そ
の
叫
び
を

．
ま
す
ま
す
現
実
化
し
骨
肉
化
し
て
ゆ
く
働
き
を
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
う
し

た
要
素
に
出
会
う
度
に
式
部
は
「
憂
L
L
を
発
し
て
ゆ
き
、
こ
れ
こ
そ
が
彼
女

の
現
実
認
識
の
核
と
な
っ
て
招
く
の
で
あ
る
。

日
記
の
表
現
に
即
し
て
言
え
ば
、
こ
う
し
た
認
識
が
式
部
の
底
に
あ
る
が
故

に
、
公
的
行
事
の
記
事
も
、
そ
の
公
に
対
す
る
私
の
世
界
を
通
過
せ
ざ
る
を
得

ず
、
客
観
描
写
は
式
郎
の
主
親
に
支
え
ら
れ
た
も
の
に
な
っ
て
ゆ
く
の
だ
と
言

え
よ
う
。
紫
式
部
日
記
の
独
自
性
は
こ
こ
に
こ
そ
認
め
ら
れ
よ
う
。

〔注〕
（
1
）
中
野
幸
一
氏
『
日
本
古
典
文
学
全
集
』
解
説
の
二
「
紫
式
部
日
記
の
内

容
と
成
立
事
情
」
。

（
2
）
秋
山
慶
氏
「
紫
式
部
の
思
考
と
文
体
H
」
お
よ
び
口
（
『
源
氏
物
語
の

世
界
』
所
収
）
　
に
詳
し
い
。

（
3
）
以
下
、
日
記
の
本
文
は
『
日
本
古
典
文
学
全
集
』
に
よ
る
。

（
4
）
十
l
月
二
十
日
か
ら
の
三
日
間
の
五
節
の
記
事
に
は
、
集
中
的
に
こ
の

傾
向
が
抗
わ
れ
る
。
前
抱
（
注
2
）
参
照
。

（
5
）
十
月
十
三
日
の
水
鳥
の
記
事
も
そ
の
一
例
で
あ
る
。
又
、
同
十
六
日
の

行
幸
の
記
事
中
の
駕
輿
丁
の
描
写
も
あ
る
。

（
6
）
　
「
い
と
さ
ら
な
る
こ
と
な
れ
ど
、
う
き
世
の
な
ぐ
さ
め
に
は
、
か
か
る

御
前
を
こ
そ
た
づ
ね
ま
ゐ
る
べ
か
り
け
れ
と
、
う
つ
し
心
を
ば
ひ
き
た
が
へ

」
と
あ
り
、
こ
の
「
憂
き
世
」
は
、
「
う
つ
し
心
」
と
併
せ
て
考
え
る
と
、

決
し
て
軽
い
も
の
で
は
な
い
。
付
記
参
照
。

（
7
）
紫
式
部
集
の
本
文
は
、
以
下
前
波
持
氏
『
紫
式
部
集
の
研
究
』
所
収
の

「
定
家
本
系
校
定
本
文
」
に
よ
る
。
洋
数
字
は
歌
番
号
。

（
8
）
清
水
好
子
氏
『
紫
式
部
』
六
四
万
参
照
。
各
々
の
詠
作
時
期
に
つ
い
て

は
、
中
島
あ
や
子
氏
「
紫
式
部
集
所
裁
歌
の
詠
作
年
代
に
つ
い
て
」
　
（
『
語

文
研
究
』
8
3
号
）
に
精
細
な
考
証
が
あ
る
。

（
9
）
女
房
仲
間
の
一
人
と
さ
れ
る
。
（
今
井
源
衛
氏
『
紫
式
部
』
及
び
南
波
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氏
岩
波
文
庫
本
『
紫
式
部
集
』
脚
注
）
。

（
10）
「
か
が
り
火
の
」
に
続
く
日
記
歌
の
「
す
め
る
池
の
」
の
詞
書
は
、

お
は
や
け
ご
と
に
い
ひ
ま
ざ
ら
は
す
を
、
大
納
言
の
君

と
あ
る
。
（
南
波
氏
岩
波
文
庫
本
に
よ
る
）
又
、
こ
の
女
性
に
つ
い
て
は
大

納
言
源
扶
義
女
廉
子
（
道
長
窒
怜
子
の
姪
）
が
あ
て
ら
れ
る
（
萩
谷
朴
氏
『
紫

式
部
日
記
仝
注
釈
上
』
一
四
七
百
以
下
に
詳
し
い
）
。
日
記
の
寛
弘
六
年
正

月
三
日
戴
餅
の
儀
に
奉
仕
し
た
女
房
の
中
に
見
え
、
容
姿
は
「
い
と
さ
さ
や

か
」
、
髪
は
「
た
け
に
三
寸
ば
か
り
あ
ま
り
」
「
こ
ま
か
に
う
つ
く
し
」
、

顔
も
「
ら
う
ら
う
し
」
と
さ
れ
、
美
貌
さ
が
知
ら
れ
る
。
年
令
は
さ
だ
か
で

な
い
が
、
こ
の
記
述
か
ら
す
れ
ば
若
そ
う
で
あ
る
。

（
1
1
）
南
波
氏
岩
波
文
庫
脚
注
。
清
水
氏
に
も
同
様
の
見
解
が
あ
る
（
『
紫
式

部
』
に
こ
の
「
人
」
を
女
一
好
の
一
人
と
さ
れ
る
説
に
従
い
た
い
）
。

（
1
2
）
式
部
と
道
長
と
の
間
に
交
情
の
存
在
を
推
定
さ
れ
る
萩
谷
氏
は
、
嫉
妬

L
つ
ぺ
い

を
こ
め
た
皮
肉
な
怜
子
の
伝
言
に
対
す
る
竹
箆
返
し
が
こ
の
歌
の
意
で
あ
ろ

う
と
さ
れ
る
（
前
掲
青
）
。
交
情
の
有
無
は
と
も
か
く
、
こ
の
歌
に
そ
こ
ま

で
う
が
っ
た
見
方
を
す
る
の
は
如
何
で
あ
ろ
う
か
。

（
13
）
清
水
氏
前
掲
書
一
二
一
百
以
下
に
代
表
さ
れ
る
。

（
1
4
）
新
古
今
恋
二
題
し
ら
ず
西
行
一
一
〇
〇

数
珠
引
吋
叫
の
谷
に
な
し
は
て
ゝ
知
せ
で
こ
そ
は
身
を
も
恨
み
め

信
明
集
二
一
〇
三
九
（
中
務
と
の
贈
答
の
達
作
中
）

数
咄
引
ぬ
心
の
内
に
い
と
ゞ
し
く
空
さ
へ
許
す
頃
の
佗
し
さ

曽
丹
集
二
二
四
六
五
（
恋
の
沓
冠
の
歌
3
1
首
の
内
）

数
付
則
矧
心
を

l
千
々
に
砕
き
つ
ゝ
人
を
刃
心
ば
ぬ
噂
し
な
け
れ
ば

以
上
正
続
国
歌
大
概
に
よ
る
。
尚
西
行
の
歌
は
山
家
集
七
六
四
五
に
よ
る

も
の
で
あ
る
。
こ
の
三
首
い
ず
れ
も
恋
の
相
手
に
自
分
を
卑
下
し
て
訴
え
た

り
、
想
定
さ
れ
る
相
手
を
念
頭
に
お
い
て
自
己
を
嘆
く
も
の
で
あ
る
。

（
1
5
）
清
水
氏
は
こ
れ
を
「
何
も
の
か
に
自
分
の
行
く
手
を
妨
げ
ら
れ
た
と
い

う
思
い
」
と
さ
れ
、
願
望
の
坐
折
を
予
想
し
て
お
ら
れ
る
　
（
前
掲
雪
）
。
示

唆
に
富
む
見
解
と
思
う
が
、
具
体
的
な
資
料
が
無
い
以
上
、
境
遇
へ
の
嘆
き

と
解
す
る
。

（
1
6
）
今
井
氏
は
こ
れ
を
、
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長
年
憧
れ
続
け
て
き
た
宮
廷
に
初
め
て
召
し
だ
さ
れ
た
今
、
か
え
っ
て
千

々
に
思
い
乱
れ
て
、
不
幸
を
背
負
っ
た
わ
が
身
の
姿
に
感
慨
が
動
く
（
前

掲
書
一
五
四
貢
）
と
さ
れ
る
が
、
傍
点
部
（
引
用
者
に
よ
る
）
　
の
関
係
に
意

味
上
問
題
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

〔
付
記
〕
本
稿
は
「
憂
し
」
を
中
心
と
し
て
考
察
し
た
が
、
関
連
す
る
「
う
つ

し
心
」
・
「
う
つ
つ
」
等
に
つ
い
て
の
論
及
は
他
日
に
譲
り
た
い
。

尚
本
稿
は
昭
和
四
九
年
度
提
出
の
修
士
論
文
『
紫
式
部
日
記
の
研
究
』
の
中

の
一
部
を
補
訂
し
た
も
の
で
あ
る
。
御
指
導
い
た
だ
い
た
稲
賀
敬
二
先
生
に

は
感
謝
申
し
上
げ
る
。

1
広
島
大
学
大
学
院
在
学
　
－
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