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今
日
普
通
一
般
に
物
語
と
い
う
種
別
類
型
は
、
こ
れ
を
更
に
吟
味
す
る
と
、
多

く
の
場
合
、
歌
物
語
・
作
り
物
語
・
口
記
物
語
・
歴
史
物
語
・
説
話
物
語
と
い
う

様
に
細
別
し
て
行
く
こ
と
が
可
能
な
様
に
、
広
い
意
義
を
持
っ
て
来
て
い
る
が
、

・
弦
で
取
上
げ
る
、
日
記
・
物
語
文
学
の
二
つ
の
う
ち
、
前
者
に
つ
い
て
は
、
い
わ

ゆ
る
日
記
文
学
と
呼
ば
わ
れ
て
い
る
我
が
中
古
期
の
、
我
が
身
自
ら
を
観
察
・
反

省
を
し
た
、
い
わ
ば
、
自
照
の
精
神
を
支
柱
と
し
た
文
学
の
作
品
、
即
ち
、
い
わ

ゆ
る
自
照
の
文
学
と
呼
称
し
得
る
文
学
的
作
品
に
限
界
し
、
又
、
物
語
文
学
に
つ

い
て
も
、
上
記
の
物
語
な
る
語
彙
の
含
む
概
念
規
定
の
う
ち
、
作
り
物
語
l
I
我

が
中
古
の
初
期
に
誕
生
し
、
て
、
発
達
成
長
は
し
た
も
の
の
、
中
世
の
鎌
倉
期
に
な

る
と
、
次
第
に
衰
亡
へ
の
道
を
辿
っ
て
し
ま
っ
た
、
そ
の
い
わ
ゆ
る
作
り
物
語

一
の
意
味
に
お
い
て
、
そ
の
繋
属
を
ば
、
些
か
発
生
史
的
に
取
扱
っ
て
み
た
い

と
思
う
の
で
あ
る
。

　
我
が
中
古
に
お
い
て
は
、
現
在
、
「
作
り
物
語
」
と
呼
称
さ
れ
て
い
る
も
の
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
や

単
一
に
す
べ
て
物
語
の
名
で
呼
ば
わ
れ
て
い
た
様
で
あ
り
、
世
に
物
語
の
祖
で
あ

る
と
言
わ
れ
て
い
る
関
係
か
ら
、
竹
取
の
物
語
（
竹
採
の
物
語
と
も
い
わ
れ
、
か

ぐ
や
姫
物
語
と
も
い
わ
れ
た
）
の
名
が
、
そ
れ
に
随
伴
し
て
引
合
に
出
さ
れ
る
こ

と
が
多
い
の
で
あ
る
が
、
例
え
ば
、
源
氏
物
語
の
面
会
の
巻
に
於
い
て
も
、

日
記
・
物
語
文
学
の
繋
属

　
「
（
上
略
）
今
は
心
に
く
き
有
識
ど
も
に
て
心
々
に
争
ふ
口
つ
ぎ
ど
も
を
か
し
と

　
き
こ
し
め
し
て
、
ま
つ
物
語
の
い
で
き
は
じ
め
の
お
や
な
る
竹
取
の
翁
に
う
つ

　
ぼ
の
俊
蔭
を
合
せ
て
争
ふ
。
」

又
、
同
蓬
生
の
巻
に
は
、

　
「
（
上
略
）
ふ
る
め
き
た
る
み
っ
し
あ
げ
て
、
か
ら
も
り
、
は
こ
や
の
と
ち
、
か

　
ぐ
や
ひ
め
の
物
語
の
絵
に
か
き
た
る
ぞ
、
と
き
ど
き
の
ま
さ
ぐ
り
も
の
に
し
た

　
も
ふ
。
」
（
註
か
ら
も
り
、
は
こ
や
と
い
ふ
何
れ
も
古
き
も
の
が
た
り
の
名
な
り
。

　
（
河
海
抄
）
）

と
も
の
せ
ら
れ
て
い
る
等
は
そ
の
あ
か
し
で
も
あ
り
、
又
、
こ
れ
等
を
裏
付
す
る

－
他
の
資
料
的
な
立
場
か
ら
、
作
り
物
語
の
み
を
物
語
と
称
呼
し
て
、
他
か
ら

は
区
別
を
し
た
の
で
あ
る
。
一
例
証
と
し
て
は
、
か
の
枕
草
子
の
「
物
語
」
は

の
章
段
を
、
提
示
す
る
こ
と
が
出
来
る
と
思
う
の
で
あ
る
。
即
ち
、

　
「
物
語
は
、
住
吉
。
う
つ
ぼ
。
殿
う
つ
り
。
月
ま
つ
女
。
か
た
の
の
少
将
。
梅

　
壷
の
少
将
。
人
め
。
国
ゆ
づ
り
。
む
も
れ
木
。
道
心
す
す
む
る
。
松
が
枝
。
こ

　
ま
の
の
物
語
は
、
ふ
る
き
か
は
ほ
り
さ
が
し
出
で
て
、
も
て
い
に
し
が
を
か
し

　
き
也
。
」

と
書
か
れ
て
い
る
の
が
そ
れ
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

　
そ
し
て
、
つ
ま
り
今
日
い
う
歌
物
語
の
範
疇
に
入
れ
る
べ
き
、
伊
勢
物
語
と
か

大
和
物
語
な
ど
の
歌
は
全
く
そ
の
堵
外
に
置
か
れ
て
い
る
こ
と
が
判
然
と
す
る
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日
記
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物
語
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が
、
こ
れ
は
当
時
に
お
い
て
、
物
語
と
い
う
場
合
は
主
に
「
作
り
物
語
の
こ
と
を

意
味
し
て
、
日
記
と
か
、
家
の
集
な
ど
は
勿
論
の
こ
と
、
又
、
伊
勢
物
語
、
大
和

物
語
的
な
歌
物
語
の
作
品
ま
で
も
、
そ
れ
ら
が
幾
ら
か
で
も
、
過
去
の
歴
史
的
な

事
象
に
関
わ
り
を
持
っ
た
も
の
と
判
断
さ
れ
得
る
場
合
に
お
い
て
は
、
違
っ
た
種

別
様
式
の
も
の
と
し
て
、
け
じ
め
が
つ
け
ら
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
想
定
さ

れ
る
こ
と
で
あ
る
。

　
そ
れ
が
時
代
が
降
る
に
つ
れ
て
、
説
話
の
文
学
と
か
、
歴
史
の
物
語
と
か
ま
で

が
、
同
じ
様
に
物
語
と
い
う
名
称
を
も
っ
て
呼
ば
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
延
い
て

は
、
世
間
で
普
通
に
戦
記
物
と
言
っ
て
い
る
部
（
種
）
類
の
も
の
ま
で
に
も
、
物

語
の
名
称
が
附
せ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
来
た
の
で
あ
る
し
、
更
に
は
又
、
和
泉

式
部
日
記
と
か
、
或
い
は
平
中
日
記
な
ど
の
形
式
の
も
の
に
ま
で
も
、
物
語
と
い

う
、
い
わ
ゆ
る
呼
び
名
が
つ
け
ら
れ
て
ゆ
く
な
ど
、
漸
次
に
「
物
語
」
の
意
味

し
、
そ
の
及
ぶ
限
界
が
拡
大
さ
れ
て
、
不
知
不
識
の
間
に
「
物
語
」
と
い
う
語
彙

は
、
可
成
り
に
幅
広
い
意
義
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
も
の
と
解
さ
れ
る
こ
と
で
あ

る
。　

そ
れ
は
、
一
方
に
お
い
て
、
こ
れ
等
の
部
（
種
）
類
の
作
品
の
間
に
、
　
「
作
り

物
語
」
的
な
共
通
な
形
質
が
あ
る
と
同
時
に
、
ま
た
他
方
に
お
い
て
、
　
「
作
り
物

語
」
が
在
来
か
ら
の
「
作
り
」
即
ち
、
　
「
創
作
」
の
有
す
る
内
容
や
資
質
に
変
化

が
出
来
は
じ
め
て
き
た
た
め
に
も
依
る
も
の
で
、
極
め
て
自
然
的
に
発
生
を
し

た
呼
称
と
し
て
認
め
る
こ
と
も
許
さ
れ
て
よ
い
か
と
思
う
の
で
あ
る
。
殊
に
、
こ

の
際
の
よ
う
に
、
「
日
記
」
と
「
物
語
」
と
の
連
繋
に
焦
点
を
置
い
て
思
考
を
し

ょ
う
と
す
る
場
合
に
於
い
て
は
、
此
等
の
命
名
、
呼
称
の
由
来
経
過
の
究
明
は
、

結
局
の
と
こ
ろ
、
上
記
の
二
つ
の
様
式
を
省
察
す
る
一
つ
の
要
諦
に
な
る
の
で
あ

っ
て
、
物
語
が
全
盛
で
あ
っ
た
平
安
朝
の
中
期
に
お
け
る
、
源
氏
物
語
や
枕
草
子

の
中
に
占
め
る
よ
う
に
、
　
「
物
語
」
と
称
し
て
、
相
当
に
判
つ
き
り
と
、
　
「
作
り

物
語
」
の
み
を
こ
と
さ
ら
に
意
味
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
点
は
、
他
方
に
お
い

て
、
広
狭
両
意
義
の
示
す
物
語
相
互
間
の
形
質
や
性
格
の
相
違
を
認
め
て
の
上
の

八
二

こ
と
と
受
取
ら
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
思
う
の
で
あ
る
。

　
そ
れ
で
こ
の
際
、
我
が
中
古
期
の
日
記
文
学
を
対
象
と
し
て
考
え
る
場
合
に

は
、
既
述
の
よ
う
な
相
似
性
に
関
心
を
持
ち
つ
つ
も
、
物
語
は
平
安
朝
に
お
い
て
、

た
だ
単
に
「
物
語
」
と
の
み
言
っ
て
了
解
さ
れ
た
、
い
わ
ゆ
る
「
作
り
物
語
」
な

る
も
の
に
重
点
を
お
い
た
も
の
に
規
制
さ
れ
な
け
れ
ば
、
否
、
し
な
け
れ
ば
な
ら

ぬ
と
思
う
の
で
あ
る
。

　
猪
、
今
藪
で
発
生
と
そ
の
時
期
、
並
に
展
開
の
頃
か
ら
言
っ
て
も
、
左
程
著
し

い
差
違
も
な
い
と
も
言
え
る
日
記
・
物
語
両
文
学
の
繋
属
で
あ
る
が
、
厳
密
な
意

味
に
お
い
て
は
、
両
様
式
の
作
品
相
互
間
の
影
響
と
か
関
係
と
か
を
、
具
象
的
に
、

蒲
も
明
確
に
し
て
、
夫
々
の
結
合
の
状
態
な
ど
に
ま
で
も
及
ぶ
べ
き
で
あ
ろ
う

が
、
平
安
時
代
の
日
記
・
物
語
文
学
の
場
合
に
お
い
て
、
そ
こ
ま
で
追
及
し
て
行

く
こ
と
は
、
実
際
の
問
題
と
し
て
は
或
い
は
可
成
り
困
難
と
考
え
ら
れ
る
節
々
も

あ
る
と
思
う
が
、
然
し
今
は
、
日
記
文
学
の
一
般
と
、
物
語
文
学
一
般
と
の
二
つ

の
様
式
に
お
け
る
相
違
点
や
類
似
の
箇
所
な
ど
に
、
先
ず
そ
の
足
掛
り
と
も
い
う

べ
き
も
の
を
求
め
て
、
些
か
な
り
と
も
、
相
互
が
箇
々
夫
々
に
如
何
様
に
拮
抗
し
、

感
触
し
、
或
は
融
合
し
た
り
し
て
行
っ
た
か
の
足
跡
を
辿
り
、
究
明
を
試
み
た
い

と
思
う
の
で
あ
る
。

　
次
に
此
の
際
、
日
記
文
学
の
発
生
や
由
来
な
ど
に
つ
い
て
回
顧
を
試
み
少
し
く

触
れ
る
こ
と
に
す
る
が
、
普
通
一
般
に
、
草
仮
名
文
で
書
か
れ
た
最
初
の
純
国
文

の
日
記
は
、
　
「
男
も
す
と
い
ふ
日
記
と
い
ふ
も
の
を
女
も
し
て
み
む
と
て
す
る
な

り
」
の
冒
頭
の
章
句
を
持
つ
、
紀
貫
之
（
一
霞
だ
）
の
土
佐
日
記
と
考
え
ら
れ
て
居

り
、
一
厳
密
に
い
え
ば
、
そ
れ
以
前
に
女
子
の
仮
名
の
日
記
が
、
全
く
存
在
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
註
（
1
）

な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
一
画
は
そ
の
流
布
説
に
従
い
論
を
進
め

る
こ
と
に
し
た
い
と
思
う
の
で
あ
る
。

　
怖
く
日
記
と
い
う
語
は
、
源
を
重
要
な
案
件
を
日
次
的
に
記
録
し
て
、
政
治
や

そ
の
他
の
参
考
資
料
と
し
た
、
唐
の
官
庁
に
あ
っ
た
公
事
日
記
か
ら
出
て
、
漢
書



の
伝
来
と
共
に
我
が
国
に
流
入
し
、
襲
用
す
る
よ
う
に
な
っ
た
も
の
で
、
宮
廷
・

官
庁
に
も
日
次
記
と
い
う
も
の
が
あ
り
、
そ
れ
が
公
の
日
記
と
私
人
の
口
記
即
ち

私
の
日
記
と
の
二
つ
に
区
別
が
な
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
等
は
す
べ
て
元

々
政
治
上
の
必
要
か
ら
書
か
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
各
個
人
の
生
活
に
つ
い
て

も
日
記
の
必
要
が
生
ず
る
生
活
に
つ
い
て
も
日
記
の
必
要
が
生
ず
る
の
に
つ
れ

て
、
私
記
と
か
私
の
日
記
と
い
う
種
類
の
も
の
が
出
る
様
に
な
り
、
日
常
の
生
活

に
お
い
て
、
後
日
の
た
め
の
備
忘
乃
至
参
考
記
録
と
し
て
考
え
ら
れ
る
様
に
な
っ

た
の
で
あ
る
。
が
、
然
し
そ
れ
等
の
記
載
は
元
々
漢
字
に
よ
る
漢
文
体
の
表
記
で
あ

っ
た
の
で
あ
る
が
、
時
に
弦
で
特
に
注
意
を
喚
ぶ
こ
と
は
、
偶
々
草
仮
名
の
成
立

と
仮
名
文
の
使
用
発
達
と
い
う
こ
と
が
物
語
文
学
の
場
合
と
同
様
に
日
記
文
学
の

発
生
の
遠
因
（
有
力
な
原
因
）
を
な
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
草
仮
名
1
真
仮
名

の
草
化
一
の
生
成
は
、
単
純
で
は
な
い
が
、
歌
文
の
一
字
一
音
式
に
な
っ
た
こ
と

が
将
来
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
一
字
一
音
式
は
音
訓
の
交
用
体
の
文
章
と
比
較
し

た
時
に
、
冗
長
な
も
の
に
な
る
こ
と
が
、
お
の
ず
か
ら
に
書
記
す
る
こ
と
の
煩
濃

さ
を
知
覚
さ
せ
、
後
に
は
こ
れ
を
早
書
と
か
砂
書
と
か
の
方
向
に
導
い
て
行
っ
た

も
の
と
想
像
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
次
に
又
一
面
、
仮
名
文
の
使
用
さ
れ
た
社
会

が
、
専
ら
漢
文
を
取
扱
う
学
問
の
世
界
か
ら
は
概
し
て
教
気
上
が
一
段
と
低
い
と

思
わ
れ
勝
ち
の
人
達
で
も
あ
っ
た
が
た
が
た
め
に
、
公
と
か
、
表
向
の
所
用
に
で

は
な
か
っ
た
こ
と
に
も
、
仮
名
の
草
結
が
妨
害
さ
れ
な
か
っ
た
し
、
又
、
和
歌
が

早
く
も
漢
文
か
ら
遊
離
し
て
了
っ
て
、
字
形
が
正
楷
の
文
字
に
調
和
を
と
る
必
要

の
な
く
な
っ
た
こ
と
も
、
文
字
の
草
化
を
促
進
し
て
行
っ
た
一
つ
の
要
因
と
い
い

得
る
の
で
あ
り
、
兎
に
角
に
平
安
時
代
に
入
る
と
、
学
者
は
漢
文
を
作
り
、
国
文

の
様
式
に
真
仮
名
を
交
え
た
乱
用
体
（
宣
命
体
）
が
歌
謡
に
も
、
ま
た
散
文
に
も
引

続
き
行
わ
れ
出
し
た
の
で
あ
る
し
、
そ
れ
が
平
安
葵
都
（
七
九
四
）
の
後
、
僅
か
に
八

十
年
間
程
で
、
奈
良
朝
の
人
に
は
到
底
予
知
す
べ
く
も
な
か
っ
た
新
し
い
文
字
で

綴
ら
れ
た
文
章
（
草
仮
名
文
）
が
既
に
生
成
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
、
真
に
驚
嘆
す

べ
き
こ
と
で
あ
っ
た
し
、
又
、
奈
良
朝
の
末
か
ら
平
安
朝
に
亘
っ
て
漢
文
学
が
隆

日
記
・
物
語
文
学
の
繋
属

盛
で
あ
っ
た
が
た
め
に
、
国
文
学
で
あ
る
和
歌
が
衰
頽
の
状
態
と
な
り
、
こ
の
こ

と
が
和
歌
を
し
て
益
々
学
問
的
に
い
え
ば
、
よ
り
低
劣
な
階
層
に
埋
も
れ
さ
せ
る

に
到
っ
た
こ
と
で
、
従
っ
て
そ
の
表
記
も
自
然
と
平
明
簡
易
な
も
の
に
向
う
傾
き

が
強
く
、
そ
の
結
果
は
平
易
な
仮
名
文
が
蔭
に
ひ
そ
ん
で
作
成
せ
ら
れ
た
も
の

が
、
当
時
の
漢
文
学
の
立
場
か
ら
見
れ
ば
、
学
問
的
に
は
よ
り
低
い
と
見
倣
さ
れ

て
い
た
仮
名
文
で
あ
り
、
仮
名
歌
で
も
あ
っ
た
し
、
又
こ
の
両
者
の
提
携
を
し
た

も
の
が
仮
名
日
記
で
あ
り
、
仮
名
物
語
で
あ
っ
た
わ
け
で
、
而
も
そ
の
期
間
に
字

形
が
善
化
を
な
し
遂
げ
、
ま
た
何
時
の
間
に
か
優
美
な
新
し
い
国
字
に
な
っ
て
行

っ
た
こ
と
も
注
意
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
こ
と
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
殊
に
一
般

に
は
学
問
に
も
携
わ
れ
な
か
っ
た
女
子
に
書
習
わ
れ
た
こ
と
、
漢
字
や
漢
語
を
多

く
使
用
し
得
な
い
人
達
に
と
っ
て
は
、
此
の
上
も
な
い
利
器
と
さ
れ
て
、
盛
ん
に

口
記
と
か
物
語
と
か
を
書
く
こ
と
が
出
来
た
の
で
あ
っ
た
し
、
而
も
又
、
そ
れ
等

の
人
達
は
漢
字
漢
文
の
寒
剤
さ
か
ら
も
解
放
さ
れ
て
純
国
語
の
基
盤
と
し
て
の
文

章
を
書
く
こ
と
が
出
来
た
わ
け
で
、
そ
こ
に
生
れ
た
も
の
は
表
現
と
し
て
は
、
純

粋
の
国
語
文
で
あ
り
、
1
1
こ
の
文
は
全
く
漢
文
か
ら
絶
縁
し
て
、
新
た
に
国
語

か
ら
出
発
し
た
真
の
国
文
体
で
あ
っ
て
、
言
う
ま
で
も
な
く
言
文
一
致
体
で
あ
っ

た
の
で
あ
る
一
こ
の
文
で
は
、
新
し
い
文
字
で
あ
る
草
仮
名
が
主
と
し
て
使
用

さ
れ
、
偶
々
漢
字
が
這
入
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
飽
迄
も
従
位
に
あ
っ
て
、
数
の

上
か
ら
い
っ
て
も
極
め
て
少
い
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
上
に
草
仮
名
は

文
字
自
体
が
曲
線
的
に
優
美
に
見
え
る
文
字
で
あ
っ
た
が
た
め
に
、
女
流
の
情
緒

的
な
文
学
作
品
の
表
現
に
と
っ
て
は
、
此
の
上
も
な
く
似
つ
か
わ
し
い
も
の
で
あ

っ
た
わ
け
で
一
そ
れ
に
交
わ
る
漢
字
ま
で
が
、
主
位
に
あ
る
仮
名
に
阿
ね
て
調

和
を
す
る
と
い
う
自
然
の
傾
向
と
し
て
正
楷
に
書
か
れ
て
、
後
代
昨
江
戸
座
目
に

ま
で
も
平
仮
名
を
交
え
た
文
章
の
漢
字
の
表
記
（
表
現
）
が
真
書
き
に
さ
れ
な
い

起
源
を
も
な
し
た
の
で
あ
る
　
　
こ
の
仮
名
の
文
章
は
漢
文
が
公
的
な
男
子
の
通

用
文
で
あ
る
の
に
対
し
て
の
女
文
（
を
ん
な
ぶ
み
）
と
も
名
付
け
ら
れ
る
に
至
っ

て
、
調
子
も
柔
軟
で
而
も
用
言
に
よ
る
説
明
な
ど
の
出
し
方
に
も
精
細
緻
密
な
も

八
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日
記
・
物
語
文
学
の
繋
属

の
を
出
し
易
か
ら
し
め
て
い
た
便
利
な
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
既
に
奈
良
朝

以
前
か
ら
、
　
真
仮
名
の
使
用
が
始
め
ら
れ
、
　
次
第
に
一
字
一
音
が
用
い
ら
れ
、

略
体
化
も
進
め
ら
れ
て
草
仮
名
の
成
立
と
な
っ
た
の
で
あ
り
、
而
も
、
こ
の
草
仮

名
は
先
ず
歌
謡
に
は
用
い
ら
れ
る
必
然
性
は
既
に
あ
っ
た
が
、
そ
れ
が
最
も
多
く

和
歌
に
使
用
さ
れ
、
和
歌
殊
に
そ
の
詞
書
か
ら
仮
名
文
を
生
ず
る
に
到
っ
た
こ

と
、
い
う
な
ら
ば
、
平
安
時
代
の
社
会
で
仮
名
文
字
は
唐
突
に
発
明
さ
れ
た
も
の

で
は
な
く
、
又
、
散
文
の
発
生
し
た
こ
と
も
、
こ
の
和
歌
の
形
態
に
は
充
分
に
盛

り
切
り
得
な
い
文
学
的
の
領
域
な
る
も
の
が
、
現
実
の
社
会
の
発
展
に
随
伴
し
て

顕
現
せ
ら
れ
た
こ
と
を
示
唆
す
る
も
の
で
あ
る
に
し
て
も
、
こ
の
こ
と
が
発
生
の

時
期
を
近
く
、
若
く
は
相
同
じ
く
す
る
物
語
や
日
記
の
文
学
の
二
つ
を
生
む
に
到

る
こ
と
に
連
関
す
る
の
で
あ
っ
て
、
少
く
と
も
草
仮
名
の
成
立
は
、
確
か
に
日
記

の
文
学
を
誕
生
さ
せ
た
一
つ
の
要
因
を
な
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
以
上
の
様
な
社
会
情
勢
－
雰
囲
気
一
環
境
の
中
に
在
り
な
が
ら
土
佐
日
記
が
生

誕
し
た
こ
と
に
つ
い
て
考
え
る
と
、
次
の
こ
と
が
言
え
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う

の
で
あ
る
。
つ
ま
り
流
布
説
の
様
に
、
土
佐
日
記
は
当
時
に
於
い
て
す
る
男
子
間

の
、
漢
文
漢
字
を
駆
使
し
て
の
準
公
的
記
録
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
た
日
記
に
対

し
、
女
子
の
而
も
仮
名
の
国
文
に
よ
る
私
事
の
記
録
を
ば
文
芸
作
品
の
新
種
と
し

て
産
出
さ
せ
た
こ
の
執
筆
の
意
図
、
そ
れ
に
は
少
く
と
も
以
下
の
こ
と
が
思
い
合

わ
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
貫
之
は
当
時
猶
、
男
子
の
漢
文
や
真
仮
名
に
よ
る
表
現
が
全

支
配
的
で
あ
っ
た
の
に
対
す
る
草
仮
名
に
依
存
を
し
た
仮
名
文
の
世
界
の
建
設
と

開
拓
と
を
目
論
み
つ
つ
も
あ
っ
た
当
時
の
男
子
文
化
人
中
の
第
一
人
者
と
し
て
、

最
も
進
歩
的
な
有
力
者
と
自
他
共
に
許
し
た
彼
貫
之
が
、
而
も
既
に
三
十
年
以
前

（辺

揶
氓
ﾉ
勅
撰
和
歌
集
と
い
う
堂
々
と
し
た
公
的
な
存
在
、
古
今
和
歌
集
の
真
名

の
序
－
古
今
倭
歌
集
序
一
に
拮
抗
す
る
仮
名
の
序
－
古
今
和
歌
集
序
一
を
仮
名
文

字
を
使
用
し
て
、
仮
名
文
の
持
つ
表
現
効
果
の
価
値
を
遺
憾
な
く
宣
揚
し
た
老
練

家
と
し
て
の
豊
か
な
経
験
と
、
大
き
な
自
信
と
の
上
に
立
っ
て
土
佐
日
記
の
執
筆

八
四

を
し
て
い
る
こ
と
、
更
に
は
、
文
体
も
古
今
和
歌
集
仮
名
の
序
の
よ
う
な
華
麗
な

も
の
と
は
全
く
趣
を
異
に
し
た
、
軽
妙
平
淡
な
も
の
で
あ
り
な
が
ら
、
既
に
当
時

の
世
は
真
仮
名
と
か
草
仮
名
に
よ
る
我
が
純
国
文
が
愈
々
大
衆
的
な
も
の
と
し
て

の
発
達
を
し
て
来
て
い
た
が
、
そ
の
線
に
同
調
を
示
す
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
効
用
、

に
拍
車
を
す
ら
か
け
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
な
ど
が
注
目
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ

こ
と
で
あ
り
、
そ
し
て
当
時
に
於
け
る
男
性
が
も
の
し
た
準
公
的
記
録
と
し
て
行

わ
れ
て
い
た
漢
文
様
式
の
日
記
に
対
し
て
、
本
来
の
日
記
の
第
一
義
的
な
記
録
性

－
日
記
に
は
備
忘
の
た
め
の
記
録
が
主
要
な
目
的
で
あ
り
、
出
来
事
の
事
実
を
・

あ
り
の
ま
ま
に
精
確
に
記
す
こ
と
が
、
基
本
的
な
あ
る
べ
き
姿
・
性
格
で
あ
る
が
、

そ．

ﾌ
正
し
い
記
録
性
1
、
に
背
反
し
、
既
に
逸
脱
し
た
い
わ
ば
、
純
正
日
記
と
は

異
性
質
な
而
も
女
性
の
仮
名
の
国
文
に
よ
る
体
裁
を
具
え
る
私
事
の
記
録
と
し
て

の
土
佐
日
記
は
、
そ
の
内
容
か
ら
も
判
る
様
に
、
貫
之
自
身
の
抱
負
と
述
懐
と
に

よ
っ
て
全
篇
が
構
成
さ
れ
、
自
己
本
位
の
い
わ
ば
一
見
し
て
は
主
観
的
な
作
品
と

し
て
の
表
現
が
強
く
採
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
明
か
に
貫
之
に
よ
っ

て
試
み
ら
れ
た
一
つ
の
新
し
い
文
学
様
式
と
も
い
わ
れ
得
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
わ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
　
き

け
で
、
こ
の
土
佐
日
記
冒
頭
の
章
句
、
　
「
を
と
こ
も
す
と
い
ふ
日
記
と
い
ふ
も
の

を
、
を
ん
な
も
し
て
こ
こ
ろ
み
む
と
て
す
る
な
り
。
」
の
意
味
を
吟
味
す
る
な
ら

ば
、
そ
の
解
釈
に
は
、
「
男
の
人
も
書
く
日
記
と
い
う
も
の
を
女
の
私
も
負
け
ず

に
書
い
て
み
よ
う
と
思
う
て
筆
・
を
執
る
の
で
あ
る
。
」
と
の
通
説
の
他
に
、
　
「
女
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
註
2
）

し
て
試
み
ん
」
を
、
　
「
女
も
じ
し
て
試
み
ん
」
で
は
な
い
か
の
説
を
採
り
上
げ
れ

ば
女
文
字
に
て
書
く
と
解
釈
さ
れ
る
の
で
あ
る
し
、
更
に
「
又
、
若
し
そ
う
で
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
註
3
）

な
く
と
も
女
の
用
い
る
仮
名
で
書
く
と
い
う
意
に
解
す
る
説
も
必
し
も
捨
て
ら
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
註
4
）

な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
」
の
説
も
成
り
立
つ
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
れ
等
の
何
れ

を
採
る
に
し
て
も
共
通
し
て
言
い
得
る
こ
と
は
、
こ
の
章
句
の
総
体
と
し
て
の
趣

旨
主
張
に
よ
っ
て
、
こ
の
日
記
が
自
己
の
備
忘
の
た
め
と
い
う
域
を
全
く
脱
し
た

他
見
、
即
ち
読
者
を
想
定
し
て
も
の
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
、
そ
の
上
に
こ

の
日
記
に
は
全
体
に
亘
り
第
三
者
的
の
表
白
を
敢
行
し
て
い
る
こ
と
は
先
ず
目
を



惹
く
事
柄
で
あ
る
。

　
こ
れ
は
日
記
の
正
則
な
表
記
方
式
と
は
程
遠
い
と
い
う
べ
く
、
得
り
に
】
歩
を

譲
る
に
し
て
も
、
口
記
と
し
て
は
実
録
性
を
保
有
し
、
そ
の
上
に
自
己
を
訴
え
る

こ
と
に
お
い
て
こ
そ
意
義
が
保
ち
得
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
三
人
目
で
書
か
れ
た

日
記
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、
そ
こ
に
は
あ
り
の
ま
ま
の
自
己
を
露
呈
せ
ず
し
て

自
己
客
観
化
の
理
性
を
働
か
せ
る
傾
向
が
強
い
こ
と
が
判
る
の
で
あ
り
、
一
こ

の
傾
向
は
、
一
人
称
体
の
自
己
表
現
法
を
と
る
と
、
人
間
共
通
の
董
恥
性
が
作
用

し
て
、
し
ど
け
な
く
な
り
易
い
の
で
、
そ
れ
を
お
そ
れ
、
或
は
こ
れ
を
警
戒
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
一
面
文
章
の
品
位
と
か
奥
ゆ
か
し
さ
を
保
っ
て
、
今
日
で
い
う

芸
術
的
な
効
果
を
増
強
す
る
も
の
と
思
考
し
た
た
め
か
と
の
推
察
も
許
さ
れ
る
わ

け
で
、
こ
の
三
人
称
体
表
記
に
よ
っ
て
一
面
旧
い
歌
人
的
な
風
格
を
偲
ば
せ
て
も

い
る
が
、
又
他
の
一
面
に
お
い
て
、
当
時
の
支
配
的
で
あ
っ
た
い
わ
ゆ
る
官
僚
的
な

教
養
の
形
式
か
ら
解
放
さ
れ
た
真
に
率
直
で
而
も
客
観
的
な
観
察
と
描
写
と
を
し

て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
我
が
国
に
お
け
る
批
評
文
学
作
品
の
始
祖
と

も
い
う
べ
き
古
今
和
歌
集
の
仮
名
の
序
を
書
い
て
い
る
彼
、
貫
之
の
作
家
的
精
神

に
は
、
そ
の
第
三
者
と
し
て
の
立
場
、
傍
観
者
と
し
て
の
物
を
見
る
態
度
が
覗
わ

れ
、
既
に
碇
と
萌
生
え
て
い
た
の
で
あ
る
し
、
こ
れ
は
ま
た
、
物
語
作
者
を
は
じ

め
と
す
る
作
品
の
構
成
や
、
創
作
活
動
に
お
け
る
中
軸
・
本
質
・
基
本
的
な
態
度

・
心
構
え
を
な
す
揺
が
ぬ
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
全
く
合
致
し
て
い
た
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
こ
の
客
観
的
描
写
を
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
殊
に
物
語
の
手
法
と

は
共
に
相
似
し
相
通
ず
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
根
底
に
は
自
由
な
知
性
的
な
も
の

が
介
在
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
而
も
、
こ
の
知
性
的
な
も
の
と
は
平
安
時
代
の
文

学
上
の
一
要
素
と
な
っ
て
い
た
も
の
で
あ
っ
て
、
特
に
土
佐
日
記
に
は
そ
れ
が
顕

著
に
露
わ
れ
て
来
て
お
り
、
こ
の
客
観
性
は
一
見
し
た
と
こ
ろ
で
は
主
観
と
も
見

え
る
場
合
が
多
い
の
で
あ
る
が
、
自
照
性
と
し
て
、
ま
た
自
己
批
判
性
と
い
う
べ

き
も
の
に
推
移
し
て
、
後
々
に
続
く
日
記
文
学
の
系
列
分
野
に
も
、
展
開
と
い
う

べ
き
か
兎
に
角
表
明
さ
れ
て
行
く
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
丸
柄
を
今
少

日
記
・
物
語
文
学
の
繋
属

し
具
象
的
に
解
明
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
等
を
齎
す
素
地
が
全
篇
に
漂
う
積
極
的
な

作
為
的
の
構
成
の
配
置
や
和
歌
に
対
す
る
批
判
、
或
は
譜
誰
に
富
ん
だ
記
述
の
局

所
翌
々
に
も
見
出
さ
れ
、
今
更
に
こ
の
日
記
を
ば
、
只
に
漢
文
の
日
録
と
い
う
実

記
か
ら
、
日
記
文
学
と
い
う
純
文
芸
に
ま
で
築
き
上
げ
て
い
る
の
感
じ
を
強
く
す

る
の
で
あ
り
、
猶
こ
の
日
記
の
中
に
は
、
斯
様
な
文
芸
的
な
早
旦
を
更
に
高
次
な

創
作
的
な
文
学
に
ま
で
結
成
さ
せ
た
も
の
と
し
て
の
創
作
（
虚
構
）
性
と
い
う
べ

き
も
の
が
判
つ
き
り
窺
え
る
こ
と
で
、
作
者
貫
之
が
作
品
を
通
し
て
そ
の
読
者
に

向
っ
て
提
唱
し
、
且
つ
告
白
し
た
か
っ
た
も
の
は
種
々
に
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う

が
、
例
え
ば
、
仮
名
文
字
に
よ
る
倭
歌
や
国
文
の
表
現
偉
力
の
発
揚
と
い
う
こ
と

も
、
そ
の
重
な
る
も
の
の
一
つ
と
し
て
挙
げ
ら
れ
得
る
が
、
就
中
そ
の
最
た
る
も

の
と
し
て
は
、
京
に
生
れ
任
地
の
土
佐
に
お
い
て
急
に
亡
く
し
た
女
児
へ
の
追
憶

－
果
て
し
な
き
人
の
子
の
親
と
し
て
、
父
と
し
て
又
、
母
と
し
て
の
愛
惜
と
切

な
る
慕
情
と
を
、
永
遠
に
形
の
あ
る
標
と
し
て
、
亡
き
愛
児
の
形
見
と
し
て
残
し

留
め
、
且
つ
訴
え
、
人
の
世
の
共
感
を
希
求
す
る
こ
と
に
執
筆
の
モ
チ
フ
の
あ
っ

た
こ
と
が
緊
々
と
感
得
せ
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
冒
頭
に
女
性
へ
の
仮
託
を
予
め
告

　
　
　
　
　
　
　
ブ
イ
ク
シ
ヨ
ナ
ル

げ
て
展
開
さ
せ
る
虚
構
的
な
態
勢
に
続
い
て
随
所
に
自
己
の
分
身
を
据
え
て
述
懐

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
註
5
）

す
る
場
を
設
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
一
考
に
十
二
月
二
十
七
日
の
、
「
み
や
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
註
6
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
註
7
）

へ
と
」
の
和
歌
、
二
月
九
日
の
、
　
「
な
か
り
し
も
」
の
和
歌
、
末
尾
二
月
十
六
日

の
、
「
う
ま
れ
し
も
帰
ら
ぬ
も
の
を
」
の
和
歌
、
の
夫
々
を
中
心
と
す
る
箇
所
は

夫
々
に
そ
の
山
を
な
す
も
の
で
あ
る
。
一
斯
様
に
周
到
な
行
近
い
た
配
慮
の
下

に
作
品
に
、
起
伏
を
つ
け
て
い
る
こ
と
は
、
こ
の
日
記
に
自
照
的
傾
向
を
強
化
す

る
と
同
時
に
、
情
緒
の
豊
潤
な
一
面
を
賦
与
す
る
こ
と
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
得

る
の
で
あ
る
。
又
、
前
者
の
和
歌
や
仮
名
の
国
文
発
揚
の
信
念
は
土
佐
日
記
を
一

貫
し
て
常
に
漢
文
や
（
漢
）
詩
に
対
決
を
迫
り
な
が
ら
余
儀
な
く
も
続
け
ら
れ
た

も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
お
の
ず
か
ら
日
々
の
実
記
と
い
う
限
界
を
超
脱
し
特

殊
の
文
芸
的
構
成
を
生
み
出
す
に
到
っ
た
も
の
と
想
定
し
得
る
の
で
あ
る
。

　
そ
し
て
い
ま
挙
げ
た
こ
の
特
殊
な
創
作
性
乃
至
虚
構
性
と
い
っ
た
も
の
は
、
正

八
五



日
記
・
物
語
文
学
の
繋
属

態
な
日
記
文
学
の
性
格
と
か
、
構
成
要
素
と
い
う
点
に
お
い
て
如
何
様
な
必
要
乃

至
重
要
度
を
占
め
る
べ
き
も
の
か
を
慎
考
し
た
時
に
、
こ
れ
等
の
性
質
は
い
わ
ば

正
規
主
流
の
日
記
文
学
的
性
格
で
は
な
く
て
、
副
次
支
流
的
と
い
う
よ
り
は
寧

ろ
、
そ
れ
と
は
常
態
と
し
て
享
年
的
な
相
反
す
る
別
系
分
野
の
中
心
的
存
在
の
文

学
性
創
作
性
と
い
え
る
と
思
う
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
異
っ
た
範
疇
に
入
る
べ
き
こ

の
性
格
は
物
語
文
学
の
中
枢
支
柱
を
な
す
文
学
性
の
一
つ
で
あ
る
と
す
る
な
ら

ば
、
土
佐
日
記
は
外
来
的
な
漢
文
の
日
記
に
飽
足
ら
ず
こ
れ
に
拮
抗
し
て
国
粋
的

な
純
国
文
の
日
記
を
も
の
し
よ
う
と
期
成
し
た
の
で
あ
る
が
、
成
行
と
し
て
そ
れ

は
文
芸
性
の
立
場
か
ら
言
え
ば
、
本
質
的
な
る
も
の
の
中
に
物
語
文
学
的
な
主
流

要
素
を
包
容
し
な
が
ら
、
異
色
の
あ
る
新
体
様
式
の
文
芸
を
生
誕
さ
せ
た
こ
と
に

も
な
る
の
で
あ
り
、
而
も
こ
の
土
佐
日
記
が
は
っ
き
り
と
日
記
文
学
と
し
て
確
認

さ
れ
て
い
る
限
り
、
我
が
日
記
文
学
は
漢
文
日
記
に
基
い
た
日
次
的
な
形
態
と
そ

れ
に
実
記
と
い
う
本
質
と
を
維
持
し
、
そ
の
創
作
乃
至
表
出
構
成
の
技
法
を
物
語

文
学
か
ら
導
入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
新
体
の
日
記
文
学
と
し
て
誕
生
し
た
も
の
で

あ
る
と
思
う
の
で
あ
る
。
既
に
少
し
触
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
土
佐
日
記
の
記

載
に
つ
い
て
は
、
外
面
か
ら
い
え
ば
叙
事
的
と
い
う
よ
り
は
情
趣
的
な
傾
向
が
強

く
、
記
録
的
と
い
う
よ
り
は
述
懐
的
な
傾
向
が
強
い
し
、
ま
た
一
見
は
客
観
的
と

も
見
え
る
が
主
観
的
に
走
っ
て
い
て
、
内
方
面
か
ら
は
、
首
尾
の
照
応
と
か
対
照

法
的
に
全
篇
を
一
貫
す
る
配
置
や
組
立
、
或
い
は
日
劇
の
記
事
の
機
能
的
な
連
繋

な
ど
可
成
り
意
識
的
な
構
想
の
跡
が
顕
著
で
あ
り
、
自
然
風
物
に
つ
い
て
の
観
賞

と
か
、
人
情
の
機
微
に
対
す
る
感
懐
や
、
或
い
は
和
歌
に
つ
い
て
の
批
評
、
そ
れ

に
伴
う
古
歌
や
故
事
に
及
ぶ
連
想
そ
の
他
等
の
表
現
に
も
繁
く
筆
が
運
ば
れ
て
い

る
が
、
そ
れ
等
は
何
れ
も
朽
草
の
日
記
が
保
つ
姿
態
と
い
う
も
の
に
飽
足
ら
ず
、

寧
ろ
日
記
自
体
に
背
慰
す
る
作
家
な
る
紀
貫
之
の
創
案
に
か
か
る
新
た
な
試
み
1

漢
文
日
記
に
対
し
て
の
国
文
日
記
の
あ
る
べ
き
、
又
、
あ
ら
ま
ほ
し
い
姿
を
実
作

を
以
て
明
か
に
し
た
こ
と
に
も
な
る
の
で
あ
り
、
土
佐
日
記
に
後
続
し
展
開
の
途

上
を
辿
っ
た
平
安
朝
の
日
記
の
文
学
は
、
斯
様
に
そ
の
発
生
当
初
か
ら
物
語
文
学

八
六

の
主
体
的
な
分
身
的
な
構
成
要
素
を
も
そ
の
必
須
な
る
分
子
と
し
て
数
え
る
こ
と

に
決
定
づ
け
る
、
そ
の
繭
芽
を
植
付
け
た
と
見
る
べ
き
で
あ
る
と
思
う
の
で
あ

る
。　

我
が
仮
名
文
日
記
の
形
式
と
精
神
と
を
誕
生
さ
せ
た
紀
貫
之
の
意
欲
は
そ
の
後

の
男
性
に
よ
っ
て
必
ず
し
も
そ
の
悉
く
が
継
承
さ
れ
た
と
は
い
え
な
い
ま
で
も
、

土
佐
日
記
は
我
が
日
記
文
学
の
創
始
で
あ
る
と
同
時
に
、
後
代
か
ら
見
れ
ば
日
記

文
学
の
二
つ
の
系
統
分
野
の
一
つ
で
あ
る
旅
日
記
（
紀
行
様
式
）
文
学
の
祖
を
な

す
と
い
う
二
重
の
意
味
合
に
於
い
て
も
注
目
を
せ
ら
る
べ
き
で
あ
り
、
猶
且
二
系

統
の
他
の
一
つ
と
し
て
の
、
日
常
の
生
活
を
記
し
た
自
照
と
自
己
告
白
の
日
記
の

文
学
と
し
て
、
物
語
の
性
格
を
よ
り
緊
密
な
、
い
わ
ば
表
裏
的
な
連
繋
を
打
出
す

ま
で
に
到
っ
た
本
格
的
な
日
記
の
文
学
が
形
成
し
出
現
さ
れ
た
の
は
蓋
し
蜻
蛉
日

記
に
お
い
て
で
あ
る
の
で
、
次
に
そ
れ
等
と
物
語
と
の
繋
属
に
つ
い
て
の
究
明
を

試
み
た
い
と
思
う
こ
と
で
あ
る
。

　
土
佐
日
記
（
軌
配
姻
剛
麩
か
ら
蜻
蛉
日
記
（
蹴
範
騨
刎
触
靴
）
の
出
現
ま
で
に
は
、
「
い
ほ
ぬ

し
」
蕨
㎝
猷
鶴
熊
野
遠
江
の
紀
行
二
篇
か
ら
な
る
和
歌
の
詞
書
の
体
形
を
し
た
僧
増

基
の
紀
行
日
記
）
と
高
光
日
記
（
三
思
土
呂
奮
一
名
多
良
峯
少
将
物
語
、
高
光
が
一
首

　
　
（
註
8
）

を
残
し
多
武
士
に
出
家
遁
世
し
た
ま
で
の
行
跡
の
記
録
）
の
出
現
の
過
程
を
通
る

わ
け
で
あ
る
が
、
藪
で
注
意
の
せ
ら
る
べ
き
は
、
高
光
日
記
は
多
武
峯
少
将
物
語

と
も
い
わ
れ
て
い
る
歌
物
語
的
な
性
格
を
主
と
し
た
日
記
で
あ
り
な
が
ら
、
日
記

の
人
名
は
第
三
人
称
の
表
現
を
襲
用
し
、
地
の
文
の
間
に
和
歌
・
消
息
文
を
混
入

し
て
心
惹
く
魅
力
的
な
風
致
の
あ
る
表
現
を
し
て
い
て
、
日
録
の
意
義
を
軽
く
取

扱
い
、
日
付
に
こ
だ
わ
ら
ず
疎
に
し
、
中
心
的
な
事
柄
に
罵
り
上
げ
て
精
細
な
描

写
を
す
る
と
い
う
日
記
の
物
語
化
（
小
説
化
）
と
い
う
範
示
を
し
て
い
る
こ
と
は

史
的
展
開
（
変
貌
）
上
こ
の
短
篇
の
持
つ
特
色
で
あ
っ
て
、
こ
の
方
式
は
後
の
日

記
文
学
殊
に
和
泉
式
部
日
記
の
纒
め
方
な
ど
に
も
、
大
き
な
示
唆
を
与
え
て
い
る

こ
と
で
あ
る
。
又
こ
の
日
記
が
上
述
の
如
く
に
一
名
物
語
の
名
称
を
持
っ
て
い
る

こ
と
に
つ
い
て
は
、
特
に
こ
の
日
記
だ
け
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
く
、
和
泉
式
部



日
記
そ
の
他
に
つ
い
て
も
言
え
る
こ
と
で
あ
る
が
、
仮
名
文
の
発
生
期
に
お
け
る

和
歌
の
詞
書
と
い
う
も
の
は
可
成
り
重
要
な
位
置
を
占
め
る
も
の
で
あ
り
、
而
も

草
仮
名
の
使
用
さ
れ
る
範
囲
は
和
歌
か
ら
詞
書
、
更
に
消
息
文
の
方
向
へ
と
進
展

を
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
詞
書
が
物
語
作
成
の
意
識
の
下
で
、
題
名
と
筋
と
に

よ
っ
て
そ
の
和
歌
の
前
後
に
伸
長
拡
大
す
る
時
に
は
、
歌
物
語
が
誕
生
を
し
、
告

白
的
な
も
の
と
、
自
照
・
現
実
批
判
と
の
意
識
を
持
っ
て
拡
大
す
る
場
合
に
は
日

記
が
生
れ
る
と
い
う
の
が
常
套
で
あ
っ
て
、
そ
の
意
味
合
か
ら
平
安
時
代
前
期
の

歌
集
と
物
語
と
日
記
と
の
三
つ
は
、
歌
反
古
・
打
開
．
愚
答
．
歌
合
．
消
息
の
類

が
母
体
で
あ
り
、
而
も
こ
れ
を
整
理
し
た
り
、
或
い
は
統
一
し
た
り
す
る
時
に
臨

む
態
度
の
状
況
、
即
ち
、
重
点
を
物
語
構
想
の
面
に
置
く
か
、
あ
る
い
は
、
現
実

批
判
の
面
に
置
く
か
に
よ
っ
て
、
前
者
の
場
合
に
は
物
語
と
な
り
、
後
者
の
時
に

は
日
記
・
紀
行
と
な
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
時
期
の
家
集
と
物
語
と
口
記
の
三
者

は
、
そ
の
母
体
整
理
に
臨
む
態
度
や
意
識
の
如
何
に
よ
っ
て
夫
々
に
規
定
さ
れ
る

の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
こ
の
三
つ
は
そ
れ
だ
け
に
密
接
で
あ
り
、
混
同
も
さ
れ
易

く
、
区
別
が
明
確
に
は
出
来
難
い
と
い
う
事
実
が
あ
り
、
例
え
ば
、
和
泉
式
部
日

記
が
和
泉
式
部
物
語
と
呼
ば
れ
、
逆
に
伊
勢
物
語
が
在
五
中
将
日
記
な
ど
の
二
つ

の
名
称
で
呼
ば
れ
る
と
い
う
場
合
が
あ
る
の
な
ど
は
、
そ
れ
に
該
当
す
る
の
で
あ

る
。
こ
の
高
光
日
記
が
、
ま
た
、
南
武
峯
少
将
物
語
と
呼
ば
れ
る
の
も
物
語
の
性

格
を
多
分
に
有
し
て
い
る
た
め
か
ら
の
こ
と
で
あ
る
。

　
斯
く
し
て
、
紀
綱
の
母
に
作
ら
れ
た
蜻
蛉
日
記
の
出
現
を
見
た
の
で
あ
る
が
、

こ
れ
は
初
瀬
と
石
山
詣
と
の
道
の
記
が
、
ロ
記
の
一
部
に
含
ま
れ
て
い
る
上
に
、

ま
た
、
第
三
者
的
に
書
こ
う
と
先
行
の
土
佐
日
記
の
態
度
を
継
承
は
し
て
い
る

が
、
明
ら
か
に
臼
叙
伝
風
の
日
記
と
し
て
土
佐
口
記
と
共
に
、
既
に
書
い
た
我
が

日
記
文
学
の
二
つ
の
系
統
i
旅
日
記
と
日
常
生
活
と
を
記
し
た
口
記
一
後
者
と
し

て
の
祖
を
な
す
の
意
味
で
、
ま
た
、
心
境
の
描
写
の
精
致
な
点
に
お
い
て
大
き
く

評
価
さ
れ
る
べ
き
作
品
で
あ
る
が
、
そ
の
冒
頭
の
一
節
、

　
　
か
く
あ
り
し
比
す
ぎ
て
世
の
中
に
い
と
物
は
か
な
く
、
と
に
も
か
く
に
も
つ

日
記
・
物
語
文
学
の
繋
属

　
か
で
世
に
ふ
る
人
あ
り
け
り
。
か
た
ち
と
て
も
人
に
も
似
ず
心
魂
も
あ
る
に
も

　
あ
ら
で
あ
る
も
こ
と
わ
り
と
お
も
ひ
つ
つ
、
た
だ
臥
し
起
き
明
か
し
暮
ら
す
ま

　
ま
に
、
世
の
中
に
お
ほ
か
た
古
物
語
の
は
し
な
ど
を
見
れ
ば
、
よ
に
多
か
る
そ

　
ら
ご
と
だ
に
あ
り
、
人
に
も
あ
ら
ぬ
身
の
上
ま
で
書
き
日
記
し
て
、
珍
ら
し
き

　
さ
ま
に
も
あ
り
な
む
、
天
下
の
人
の
品
た
か
き
や
と
問
は
む
た
め
し
に
も
せ
よ

　
か
し
と
覚
ゆ
る
も
、
過
ぎ
に
し
年
月
ご
ろ
の
こ
と
も
お
ぼ
っ
か
な
り
け
れ
ば
さ

　
て
も
あ
り
ぬ
べ
き
こ
と
な
む
多
か
り
け
る
。

右
は
こ
の
日
記
の
成
立
の
過
程
や
在
り
方
を
考
え
る
上
に
重
要
な
課
題
を
示
し
て

居
り
、
　
殊
に
在
来
の
物
語
に
対
し
新
し
い
容
相
の
文
学
樹
立
の
宣
言
と
も
解
せ

ら
れ
る
文
で
も
あ
る
わ
け
で
あ
る
。
　
「
世
に
お
ほ
か
る
ふ
る
も
の
が
た
り
の
は

し
」
と
か
「
世
に
お
ほ
か
る
そ
ら
ご
と
」
等
と
い
う
言
葉
の
調
子
か
ら
量
る
と
、

作
者
は
個
々
の
具
体
的
な
作
品
を
考
え
ず
に
、
天
暦
（
航
珊
些
年
間
、
世
の
尚
好
を

集
め
た
作
者
の
周
辺
に
も
能
く
見
ら
れ
た
そ
ら
ご
と
の
ふ
る
も
の
が
た
り
は
作
り

物
語
一
般
の
意
味
で
あ
り
、
そ
の
作
り
物
語
に
対
し
て
作
者
は
、
　
「
め
づ
ら
し
き

さ
ま
に
も
あ
り
な
ん
」
と
記
し
、
自
負
と
確
信
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
新
骨
相
の
文

学
は
「
人
に
も
あ
ら
ぬ
身
の
上
ま
で
書
き
日
記
し
て
」
と
ま
で
言
及
し
て
も
い
る

の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
「
そ
ら
ご
と
の
ふ
る
も
の
が
た
り
」
は
作
者
自
ら
の
「
身

の
上
」
で
は
な
く
て
、
飽
迄
も
非
現
実
的
な
伝
奇
的
傾
向
の
強
い
架
空
な
も
の
を

意
味
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
然
様
な
世
間
一
般
の
物
語
を
「
そ
ら
ご
と
」
と
判
断

し
て
虚
構
で
音
韻
性
の
な
い
も
の
と
し
て
殊
更
に
こ
れ
を
避
け
よ
う
と
す
ら
し
て

い
る
の
で
あ
る
。

　
在
来
の
ふ
る
物
語
の
虚
構
性
に
対
す
る
不
満
欲
求
が
作
者
を
し
て
新
様
式
文
芸

の
作
成
を
思
立
た
せ
て
、
散
文
の
新
し
い
分
野
を
開
く
要
因
を
築
か
せ
た
も
の
で

あ
り
、
作
者
の
心
に
は
最
初
か
ら
日
記
文
芸
の
創
始
的
な
工
夫
が
あ
っ
た
と
い
う

よ
り
も
先
ず
従
来
の
古
物
語
に
飽
き
足
ら
ぬ
批
判
め
い
た
も
の
が
滞
積
し
て
い

て
、
そ
れ
が
徐
々
に
作
者
に
働
き
か
け
、
遂
に
は
別
箇
の
新
天
地
と
新
体
様
式
の

製
作
に
立
向
わ
せ
た
も
の
と
思
う
の
で
あ
る
。
蜻
蛉
日
記
が
一
面
、
土
佐
日
記
以

八
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日
記
。
物
語
文
学
の
繋
属

下
の
先
躍
日
記
の
後
を
継
ぎ
な
が
ら
、
又
一
面
、
日
記
文
学
を
食
滞
に
女
流
作
家

の
も
の
に
し
た
に
止
ら
ず
、
実
は
我
が
身
の
上
の
真
実
の
厳
し
い
自
照
の
文
芸
と

い
う
形
相
の
も
の
に
ま
で
改
造
し
得
た
と
い
う
こ
と
は
、
ま
た
然
様
な
物
語
に
対

す
る
拮
抗
や
反
情
か
ら
、
新
し
い
文
芸
の
分
野
を
開
拓
し
た
こ
と
に
依
存
す
る
と

思
う
の
で
あ
り
、
こ
れ
は
日
記
文
学
の
発
生
と
展
開
と
を
物
語
と
の
連
関
に
お
い

て
思
考
す
る
場
合
、
殊
に
看
過
を
許
さ
ぬ
肝
心
な
問
題
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

　
そ
の
冒
頭
章
句
の
中
に
あ
る
上
記
の
「
か
き
日
記
し
て
」
に
つ
い
て
は
末
だ
定

説
は
な
い
が
、
架
空
の
伝
奇
物
語
に
対
し
、
　
「
体
験
の
真
実
を
書
記
す
る
」
の
意

　
　
　
　
　
（
註
9
）

味
に
解
す
る
説
に
従
う
な
ら
ば
、
当
時
の
「
物
語
る
」
な
る
語
が
包
容
す
る
も
の

に
対
し
た
こ
と
ば
と
し
て
作
者
が
選
び
出
し
た
連
語
動
詞
と
看
害
す
こ
と
も
出

来
、
従
っ
て
以
後
に
書
こ
う
と
す
る
作
品
形
体
の
み
に
名
付
け
た
こ
と
ば
で
は
な

く
、
内
容
に
合
わ
せ
付
け
ら
れ
た
こ
と
ば
と
見
る
こ
と
も
可
能
に
な
る
わ
け
で
、
上

記
の
よ
う
な
見
解
を
認
め
る
な
ら
ば
、
平
安
時
代
の
日
記
文
学
は
本
格
的
に
は
そ

の
性
質
か
ら
蜻
蛉
日
記
に
よ
っ
て
創
開
さ
れ
た
と
考
え
る
こ
と
も
出
来
て
、
日
記

文
学
は
世
に
「
そ
ら
ご
と
」
の
物
語
が
も
て
は
や
さ
れ
た
展
開
の
途
上
、
そ
れ
に

拮
抗
し
て
創
め
ら
れ
た
身
上
を
書
き
日
記
す
る
文
学
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
わ
け

で
、
藪
で
日
記
文
学
と
物
語
文
学
と
の
連
繋
に
つ
い
て
言
え
よ
う
こ
と
は
、
発
生

展
開
の
史
的
な
立
場
か
ら
見
る
と
、
此
等
の
二
つ
の
様
式
が
、
元
々
累
系
の
発
生

と
か
、
展
開
と
か
を
し
た
も
の
で
は
な
く
、
当
時
の
社
会
的
環
境
か
ら
、
従
来
全

支
配
的
で
あ
っ
た
和
歌
と
い
う
類
型
方
式
に
拮
抗
し
て
勢
力
を
得
た
、
散
文
様
式

展
開
の
一
河
の
中
の
物
語
文
学
発
展
の
流
れ
の
途
中
か
ら
、
変
貌
奔
流
派
生
し
た

も
の
が
日
記
文
学
で
あ
っ
た
と
も
見
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
斯
様

な
動
因
に
よ
っ
て
生
ま
れ
た
蜻
蛉
日
記
は
、
物
語
文
学
に
対
し
て
反
掻
の
姿
態
を

保
ち
な
が
ら
も
、
さ
り
と
て
自
ら
に
徹
底
も
し
得
ず
、
猶
物
語
文
学
の
様
相
の
名

残
を
留
め
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
先
斗
の
文
の
一
部
、
　
「
か
く
あ
り
し
と
き
す
ぎ

て
世
の
中
に
い
と
物
は
か
な
く
、
と
に
も
か
く
に
も
つ
か
で
世
に
ふ
る
入
あ
り
け

り
。
か
た
ち
と
て
も
…
…
」
の
書
始
め
の
文
句
な
ど
は
、
明
ら
か
に
我
が
身
上
を

八
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書
き
日
記
す
る
こ
と
を
希
い
つ
つ
も
、
直
か
に
自
己
を
表
面
に
は
出
さ
ず
、
即
ち

第
一
人
称
的
な
自
白
の
形
を
避
け
て
い
る
、
こ
の
い
わ
ゆ
る
熔
化
法
を
採
用
し
た

こ
と
な
ど
は
、
真
に
物
語
文
学
の
伝
承
の
形
式
と
い
う
べ
き
で
あ
る
し
、
又
、
こ
の

日
記
で
は
、
己
れ
の
主
情
的
な
憤
怒
・
襖
悩
な
ど
を
告
白
す
る
こ
と
に
お
い
て
、

主
観
的
な
自
照
と
か
、
反
隈
と
か
い
う
現
実
に
戻
ら
せ
た
場
合
に
、
か
か
る
第
三

人
称
の
客
観
化
し
た
表
現
は
動
も
す
れ
ば
動
揺
を
将
来
す
る
も
の
で
あ
り
、
然
様

な
場
合
に
、
逆
に
抑
々
の
起
筆
の
発
端
で
あ
る
身
上
告
白
日
記
の
真
性
を
窺
わ
せ

る
の
で
あ
る
。
斯
様
に
物
語
的
な
虚
構
な
る
も
の
に
期
待
が
持
て
ず
、
　
「
自
ら
の

身
の
上
を
書
き
日
記
す
る
」
と
い
う
真
実
の
体
験
に
反
省
や
批
判
を
加
え
た
日
記

の
形
体
と
し
て
書
く
と
い
う
新
し
い
純
文
芸
の
在
り
方
を
発
明
し
た
日
記
文
学
の

而
も
始
め
て
の
作
品
が
、
一
面
表
現
構
成
の
点
に
お
い
て
必
然
的
に
物
語
文
学
の

技
法
を
取
入
れ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
こ
と
自
体
は
、
兎
に
角
に
平
安
朝
の
日
記
文

学
が
物
語
文
学
と
全
く
性
質
の
違
う
形
式
に
生
れ
得
な
か
っ
た
由
縁
を
感
ず
る
わ

け
で
、
又
一
面
、
蜻
蛉
日
記
の
出
現
後
、
落
窪
・
源
氏
物
語
以
下
の
平
安
朝
物
語

に
は
日
記
文
学
の
色
彩
技
法
を
可
成
り
移
入
し
て
、
漸
次
伝
奇
性
を
抑
え
事
象
を

凝
視
し
据
え
た
感
覚
的
な
写
実
の
形
態
に
向
う
様
に
な
っ
た
も
の
も
あ
り
、
全
く

日
記
文
学
と
の
連
繋
な
し
に
斯
く
な
っ
た
と
は
思
え
ぬ
事
柄
で
あ
る
。
例
え
ば
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
註
1
0
）

源
氏
物
語
の
中
々
を
独
立
し
て
眺
め
た
様
な
場
合
に
は
そ
の
感
を
強
く
し
、
幻
の

巻
な
ど
は
そ
の
最
た
る
も
の
と
し
て
認
め
ら
れ
、
要
す
る
に
日
記
文
学
は
「
そ
ら

ご
と
」
の
「
作
り
物
語
」
に
拮
抗
し
て
自
照
告
白
を
そ
の
中
核
と
し
て
誕
生
し
、

一
方
、
物
語
文
学
は
日
記
文
学
の
様
式
と
描
写
の
技
巧
と
を
吸
収
消
化
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
発
展
さ
せ
る
様
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
、
爾
後
は
相
造
り
相
扶
け
る
形

を
採
り
つ
つ
夫
々
に
、
又
、
綜
合
に
発
達
を
遂
げ
た
と
い
う
べ
き
で
、
そ
れ
は
後

に
続
く
作
品
の
流
れ
に
認
め
る
こ
と
が
出
来
、
日
記
文
学
で
は
和
泉
式
部
・
紫
式

部
日
記
や
、
集
積
の
日
記
文
学
と
も
い
え
る
更
級
日
記
等
に
も
殊
に
反
映
し
、
物

語
文
学
で
は
落
窪
・
源
氏
物
語
以
下
の
も
の
に
も
そ
の
証
跡
が
認
め
ら
れ
、
更
に

枕
草
子
に
ま
で
も
大
き
な
感
化
を
与
え
て
い
る
こ
と
も
感
ず
る
の
で
あ
る
。
そ
れ



等
の
具
体
的
な
究
明
は
規
定
紙
数
の
関
係
も
あ
り
稿
を
改
め
て
試
み
る
べ
く
、
要

は
日
記
・
物
語
文
学
の
繋
属
は
我
が
散
文
学
史
上
、
存
外
に
大
き
い
意
義
を
持
つ

も
の
と
思
う
こ
と
で
あ
る
。

註

（
1
）
土
佐
日
記
以
前
に
、
女
子
の
仮
名
の
日
記
が
全
く
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
醍

　
　
三
一
の
皇
后
穏
子
（
杁
肩
口
）
の
大
后
記
1
大
宮
日
記
と
も
い
う
一
が
あ
っ
た
こ
と
は

　
　
次
に
引
く
諸
断
片
が
残
存
し
、

　
　
○
大
宮
日
記
云
、
延
長
六
年
、
亭
子
院
よ
り
た
か
う
な
た
て
ま
つ
れ
給
へ
り
。
御

　
　
　
使
よ
し
ふ
か
い
ね
り
の
大
う
ち
給
、
　
（
河
海
抄
巻
二
十
四
横
笛
）

　
　
○
大
后
御
記
云
、
延
喜
（
長
か
）
七
年
正
月
十
四
日
お
と
こ
た
か
あ
り
、
わ
た
か
つ

　
　
　
け
の
蔵
人
四
人
大
う
へ
わ
た
り
お
は
し
ま
す
。
（
同
上
三
十
　
初
音
）

　
　
○
延
長
七
年
三
月
廿
八
日
大
后
御
記
云
、
お
と
と
の
御
父
を
実
頼
の
中
将
つ
か
う

　
　
　
ま
っ
た
り
、
四
尺
の
御
屏
風
二
よ
う
ひ
、
御
て
を
う
へ
に
か
＼
せ
た
て
ま
つ
ら

　
　
　
せ
給
、
　
（
同
上
巻
十
三
若
菜
上
）

　
　
○
大
后
御
記
承
平
三
年
八
月
廿
七
日
女
御
も
た
て
ま
つ
る
、
い
ぬ
二
に
て
御
も
の

　
　
　
こ
し
お
と
と
ゆ
ひ
た
て
ま
つ
り
底
ひ
ぬ
。
（
同
上
　
若
菜
上
）

　
　
○
大
后
御
記
承
平
四
年
十
二
月
九
日
、
御
忍
、
お
と
と
と
く
ま
か
て
給
ひ
ぬ
。
又

　
　
　
を
く
り
物
事
の
は
こ
一
よ
う
ひ
い
れ
た
り
。
せ
む
だ
い
の
填
て
の
ま
ん
よ
う
し

　
　
　
う
、
今
一
に
は
本
五
ま
き
、
や
ま
と
ご
と
一
云
々
（
同
上
巻
十
三
　
若
菜
上
）

　
　
○
大
后
毛
玉
、
承
平
四
年
十
二
月
九
日
御
巡
、
み
こ
た
ち
か
ん
だ
ち
め
に
は
、
女

　
　
　
の
よ
そ
ひ
、
宰
相
に
は
さ
く
ら
の
色
の
ほ
そ
な
が
。
　
（
同
上
　
若
菜
上
）

　
　
と
あ
り
、
或
い
は
又
、
他
に
も
女
流
日
記
が
あ
っ
た
こ
と
は
、
蜻
蛉
日
記
の
巻
末

　
　
の
歌
集
に
、
「
其
の
子
の
日
記
を
宮
に
伝
ふ
人
に
借
り
給
へ
り
け
る
を
」
と
あ
る

　
　
に
よ
っ
て
も
判
明
す
る
の
で
あ
る
。

（
2
）
久
松
潜
心
氏
所
説

（
3
）
土
佐
日
記
考
（
岸
本
由
豆
流
）
支
持

（
4
）
久
松
潜
心
氏
所
説

日
記
・
物
語
文
学
の
繋
属

（
5
）
〇
二
十
七
口
、
大
津
よ
り
浦
戸
を
さ
し
て
漕
ぎ
い
つ
。
か
く
す
る
う
ち
に
、
京
に

　
　
　
生
れ
た
り
し
を
ん
な
ご
、
く
に
に
て
に
は
か
に
う
せ
た
り
し
か
ば
、
此
の
頃
の

　
　
　
い
で
た
ち
い
そ
ぎ
を
見
れ
ど
、
何
事
も
い
は
ず
、
凸
京
へ
帰
る
に
、
を
ん
な
ご
の

　
　
　
な
き
の
み
ぞ
か
な
し
ひ
恋
ふ
る
。
あ
る
人
々
も
え
た
え
ず
、
こ
の
間
に
あ
る
人

　
　
　
の
書
き
て
出
せ
る
歌

　
　
　
　
　
み
や
こ
へ
と
思
ふ
も
も
の
の
か
な
し
き
は
か
へ
ら
ぬ
人
の
あ
れ
ば
な
り
け

　
　
　
　
　
り
。

（
6
）
〇
九
日
（
中
略
）
か
く
の
ぼ
る
人
々
の
な
か
に
、
京
よ
り
く
だ
り
し
時
に
、
み
な

　
　
　
人
、
子
ど
も
な
か
り
き
。
い
た
れ
り
し
国
に
て
ぞ
、
子
う
め
る
者
ど
も
あ
り
あ

　
　
　
へ
る
。
人
み
な
舟
の
と
ま
る
所
に
、
子
を
い
だ
き
つ
つ
お
り
の
り
す
。
こ
れ
を

　
　
　
見
て
昔
の
子
の
母
、
か
な
し
さ
に
た
へ
ず
し
て
、
．

　
　
　
　
　
な
か
り
し
も
あ
り
つ
つ
か
へ
る
人
の
子
を
あ
り
し
も
な
く
て
来
る
が
か
な

　
　
　
　
　
し
さ
。

　
　
　
と
い
ひ
て
ぞ
泣
き
け
る
。
父
も
こ
れ
を
開
き
て
ぞ
泣
き
て
い
か
が
あ
ら
む
。
か

　
　
　
や
う
の
こ
と
も
、
歌
も
好
む
と
て
あ
る
に
も
あ
ら
ざ
る
べ
し
。
も
ろ
こ
し
も
こ

　
　
　
こ
も
、
思
ふ
こ
と
に
た
へ
ぬ
時
の
わ
ざ
と
か
。
こ
よ
ひ
宇
土
野
と
い
ふ
所
に
と

　
　
　
ま
る
。

（
7
）
〇
十
六
口
（
中
略
）
さ
て
池
め
い
て
く
ぼ
ま
り
、
水
づ
け
る
所
あ
り
。
ほ
と
り
に

　
　
　
松
も
あ
り
き
。
五
六
年
の
う
ち
に
、
千
と
せ
や
す
ぎ
に
け
む
。
か
た
へ
は
な
く

　
　
　
な
り
に
け
り
。
今
生
ひ
た
る
ぞ
ま
じ
れ
る
。
お
ほ
か
た
の
、
み
な
荒
れ
に
た
れ

　
　
　
ば
、
あ
は
れ
と
そ
人
々
い
ふ
。
思
ひ
い
で
ぬ
こ
と
な
く
、
思
ひ
ご
ひ
し
き
が
う

　
　
　
ち
に
、
こ
の
家
に
て
う
ま
れ
し
を
ん
な
ご
の
、
も
ろ
と
も
に
か
へ
ら
ね
ば
、
い

　
　
　
か
が
は
か
な
し
き
。
舟
人
も
み
な
子
だ
か
り
て
の
の
し
る
。
か
か
る
う
ち
に
、

　
　
　
な
ほ
悲
し
き
に
た
へ
ず
し
て
、
ひ
そ
か
に
心
し
れ
る
人
々
い
へ
り
け
る
歌
、

　
　
　
　
　
う
ま
れ
し
も
帰
ら
ぬ
も
の
を
わ
が
宿
に
小
松
の
あ
る
を
見
る
が
か
な
し

　
　
　
さ
。
と
そ
い
へ
る
。
な
ほ
あ
か
ず
や
あ
ら
む
、
ま
た
か
く
な
む
。

　
　
　
　
　
見
し
人
の
松
の
ち
と
せ
に
見
ま
し
か
ば
と
ほ
く
か
な
し
き
わ
か
れ
せ
ま
し

　
　
　
　
　
や
。

　
　
　
わ
す
れ
が
た
く
、
く
ち
を
し
き
こ
と
多
か
れ
ど
、
え
つ
く
さ
ず
。
と
ま
れ
か
う

八
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日
記
・
物
語
文
学
の
繋
属

　
　
　
ま
れ
、
と
く
や
り
て
む
。

（
8
）
○
か
く
ば
か
り
た
へ
が
た
く
み
ゆ
る
世
の
中
に
う
ら
や
ま
し
く
も
澄
め
る
月
か
な

（
9
）
池
田
亀
鑑
氏
所
説

（
1
0
）
○
春
の
光
を
年
給
ふ
に
つ
け
て
も
、
い
と
ゴ
、
く
れ
惑
ひ
た
る
や
う
に
の
み
、
御

　
　
　
心
ひ
と
つ
は
、
悲
し
さ
の
あ
ら
た
ま
る
べ
く
も
あ
ら
ぬ
に
、
殿
に
は
、
例
の
や

　
　
　
う
に
、
人
く
ま
み
り
給
ひ
な
ど
す
れ
ど
、
御
心
地
な
や
ま
し
き
さ
ま
に
、
も

　
　
　
て
な
し
給
ひ
て
、
御
簾
の
う
ち
に
の
み
お
は
し
ま
す
。
…
…
（
源
氏
物
語
　
幻

　
　
　
の
巻
冒
頭
）

　
　
　
き
さ
ら
ぎ

　
　
〇
二
月
に
な
れ
ば
、
花
の
木
ど
も
の
、
盛
り
な
る
も
、
ま
だ
し
き
も
、
こ
ず
ゑ
を

　
　
　
か
し
う
霞
み
わ
た
れ
る
に
、
か
の
御
形
見
の
紅
梅
に
、
う
ぐ
ひ
す
の
、
は
な
や

　
　
　
か
に
鳴
き
出
で
た
れ
ば
、
た
ち
出
で
で
御
覧
ず
。
…

　
　
○
春
、
深
く
な
り
ゆ
く
ま
ま
に
、
御
前
の
有
様
、
い
に
し
へ
に
変
ら
ぬ
を
、
め
で

　
　
　
給
ふ
か
た
に
は
あ
ら
ね
ど
、
し
づ
心
な
く
、
何
事
に
つ
け
て
も
、
胸
い
た
う
思

　
　
　
さ
る
れ
ば
、
お
ほ
か
た
、
こ
の
世
の
ほ
か
の
や
う
に
、
鳥
の
音
も
聞
え
ざ
ら
ん

　
　
　
山
の
末
、
ゆ
か
し
う
の
み
、
い
と
ゴ
、
な
ゆ
ま
さ
り
給
ふ
。
…
…

　
　
○
夏
の
御
か
た
よ
り
、
御
衣
が
へ
の
装
束
た
て
ま
つ
り
給
ふ
と
て
、
　
“
な
つ
衣
た

　
　
　
ち
か
へ
て
け
る
今
日
ば
か
り
古
き
思
ひ
も
す
ず
み
や
は
せ
ぬ
”
御
返
り
、
　
”
羽

　
　
　
ご
ろ
も
の
う
す
き
に
か
は
る
今
日
よ
り
は
空
蝉
の
世
ぞ
い
と
ゴ
悲
し
き
〃
祭
の

　
　
　
日
、
い
と
つ
れ
ハ
＼
に
て
、
　
「
今
日
は
、
物
見
る
と
て
、
人
く
、
心
地
よ
げ

　
　
　
な
ら
ん
か
し
」
と
て
、
御
社
の
有
様
な
ど
、
お
ぼ
し
や
る
。
…
…

　
　
○
斉
雨
は
、
い
き
、
な
が
め
暮
し
給
ふ
よ
り
ほ
か
の
こ
と
な
く
、
さ
う
ぐ

　
　
　
し
き
に
、
十
余
日
の
月
、
は
な
や
か
に
さ
し
出
で
た
る
雲
間
の
、
め
づ
ら
し
き

　
　
　
折
に
、
大
将
の
君
、
御
前
に
さ
ぶ
ら
ひ
給
ふ
。
…
…

　
　
○
い
と
暑
き
こ
ろ
、
涼
し
き
か
た
に
て
、
な
が
め
給
ふ
に
、
池
の
蓮
の
さ
か
り
な

　
　
　
る
を
、
見
給
ふ
に
、
　
「
い
か
に
多
か
る
」
な
ど
、
ま
つ
思
し
出
で
ら
る
る
に
、

　
　
　
ほ
れ
ぐ
し
く
て
、
つ
く
く
と
お
は
す
る
程
に
、
日
も
暮
れ
に
け
り
。

　
　
〇
七
月
七
日
も
、
例
に
か
は
り
た
る
事
多
く
、
あ
そ
び
な
ど
も
し
給
は
で
、
つ
れ

　
　
　
つ
れ
に
眺
め
く
ら
し
給
ひ
て
、
星
合
、
み
る
人
も
な
し
。

　
　
○
朔
日
ご
ろ
は
ま
ぎ
ら
は
し
げ
な
り
。
　
「
今
ま
で
経
に
け
る
月
日
よ
」
と
お
ぼ
す

九
〇

　
に
も
、
あ
き
れ
て
明
か
し
暮
ら
し
給
ふ
。
御
正
目
に
は
、
上
下
の
人
く
、
み

　
な
齎
し
て
、
か
の
曼
南
無
な
ど
、
今
日
ぞ
、
供
養
せ
さ
せ
給
ふ
。
…
…

〇
九
月
に
な
り
て
、
九
日
、
綿
お
ほ
ひ
た
る
菊
を
御
覧
じ
て
「
も
ろ
共
に
お
き
る

　
し
菊
の
朝
露
も
ひ
と
り
訣
に
か
か
る
秋
か
な
」
…
…

○
神
無
月
に
は
お
ほ
か
た
も
時
雨
が
ち
な
る
こ
ろ
、
い
と
ゴ
な
が
め
給
ひ
て
、
夕

　
暮
の
空
の
気
色
も
え
も
い
は
ぬ
心
細
さ
に
、
…
…

〇
五
節
な
ど
い
ひ
て
、
世
の
中
、
そ
こ
は
か
と
な
く
今
め
か
し
げ
な
る
頃
、
大
将

　
殿
の
君
た
ち
、
童
殿
上
し
給
へ
る
、
み
て
、
ま
み
り
給
へ
り
。

○
今
年
を
ば
、
か
く
て
、
し
の
び
過
ぐ
し
つ
れ
ば
、
　
「
い
ま
は
」
と
、
世
を
去
り

　
給
ふ
べ
き
ほ
ど
、
近
く
お
ぼ
し
設
く
る
に
、
あ
は
れ
な
る
事
、
尽
き
せ
ず
。

○
朔
日
の
ほ
ど
の
こ
と
、
　
「
常
よ
り
も
殊
な
る
べ
く
」
と
、
お
き
て
さ
せ
給
ふ
。

　
親
王
た
ち
。
大
臣
の
御
引
出
物
、
し
な
．
み
＼
の
禄
ど
も
な
ど
、
　
「
二
な
う
お
ぼ

　
し
設
け
て
」
と
そ
。
　
（
末
尾
）

右
は
源
氏
物
語
に
お
け
る
蜻
蛉
日
記
な
ど
に
近
い
日
記
的
表
現
の
一
例
と
し
て
あ

げ
る
こ
と
が
出
来
る
と
思
う
の
で
あ
る
。


