
は

じ

め

に

和
泉
式
部
日
記
の

日
本
の
古
典
文
学
作
品
に
用
い
ら
れ
て
い
る
語
彙
を
計
数
的
に
分
析
し
、
個

個
の
作
品
の
特
質
を
探
ろ
う
と
す
る
試
み
は
、
各
作
品
の
総
索
引
が
相
次
い
で

刊
行
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
、
新
し
い
研
究
分
野
と
し
て
盛
ん
に
行
わ
れ

て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
大
野
晋
氏
は
、
古
典
文
学
作
品
に
於
け
る
品
詞
別
（
名

詞
・
動
詞
・
形
容
詞
・
形
容
動
詞
）
異
な
り
語
彙
数
を
調
査
さ
れ
、
そ
の
結
果
、

作
品
の
ジ
ャ
ン
ル
に
よ
っ
て
そ
の
比
率
に
特
徴
あ
る
偏
り
が
存
在
す
る
、
と
い

(
1
)
 

う
興
味
深
い
事
実
を
指
摘
し
て
お
ら
れ
る
。

『
和
泉
式
部
日
記
』
に
関
し
て
も
、
同
様
の
方
法
に
よ
る
研
究
は
既
に
行
わ

れ
て
い
る
。
安
藝
直
子
氏
は
、
大
野
氏
の
分
類
基
準
に
従
っ
て
『
和
泉
式
部
日

記
』
の
品
詞
別
異
な
り
語
彙
数
を
算
出
し
、
作
品
中
に
用
い
ら
れ
て
い
る
形
容

詞
の
比
率
が
他
の
古
典
文
学
作
品
に
比
べ
て
極
め
て
高
い
数
値
を
示
し
て
い
る

(
2
)
 

こ
と
を
指
摘
さ
れ
た
。
こ
の
事
実
は
、
『
和
泉
式
部
日
記
』
が
描
写
や
叙
述
に

精
細
を
極
め
た
作
品
で
あ
る
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。
安
藝
氏
は
更
に
、
作
品

中
の
形
容
詞
の
「
表
現
主
体
」
と
、
そ
れ
が
現
れ
る
文
の
種
類
に
つ
い
て
計
数

的
に
分
析
し
た
結
果
、
「
表
現
主
体
」
が
「
女
」
で
あ
る
用
例
が
数
値
的
に
最

「
を
か
し
」

も
多
く
、
し
か
も
そ
れ
が
地
の
文
に
最
も
多
く
現
れ
る
、
と
い
う
事
実
を
見
出

さ
れ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
事
実
か
ら
、
作
者
の
眼
は
作
品
世
界
を
「
物
語
と
し

て
客
観
的
に
描
き
つ
つ
、
い
つ
か
我
知
ら
ず
そ
の
認
識
を
は
な
れ
て
で
き
ご
と

を
主
観
的
に
日
記
し
て
い
る
」
と
さ
れ
、
作
者
と
「
女
」
と
の
視
点
の
重
な
り

を
指
摘
し
て
お
ら
れ
る
。
安
藝
氏
に
よ
る
形
容
詞
の
研
究
は
、
真
に
興
味
深
い

も
の
で
あ
る
。
感
情
・
情
緒
の
表
出
を
担
う
形
容
詞
の
研
究
は
、
作
品
の
内
容

や
特
質
を
よ
り
深
く
理
解
す
る
上
で
重
要
視
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で
あ

ろ
う
。し

か
し
、
形
容
詞
に
つ
い
て
研
究
し
て
い
く
際
に
、
単
に
そ
の
使
用
量
を
計

数
的
に
分
析
す
る
だ
け
で
、
作
品
の
特
質
を
十
分
に
捉
え
得
る
と
は
考
え
ら
れ

な
い
。
安
藝
氏
が
指
摘
さ
れ
た
、
作
者
と
「
女
」
の
視
点
の
重
な
り
に
つ
い
て

も
、
そ
の
根
拠
を
数
値
に
求
め
る
だ
け
で
は
不
十
分
と
思
わ
れ
る
。

そ
も
そ
も
、
「
語
り
手
」
が
語
り
出
し
た
表
現
の
ひ
と
つ
ひ
と
つ
は
、
み
な

「
語
り
手
」
の
心
を
通
し
て
発
せ
ら
れ
た
も
の
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
語
り

、
、
、
、
、
、
、
、

出
さ
れ
た
語
句
の
表
現
形
態
そ
の
も
の
の
特
徴
を
捉
え
て
こ
そ
、
「
語
り
手
」

の
心
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

本
稿
で
は
、
作
品
中
に
現
れ
る
形
容
詞
の
表
現
形
態
そ
の
も
の
に
着
目
し
、

を
め
ぐ
っ
て

前

橋

均
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個
々
の
用
例
が
地
の
文
に
於
い
て
ど
の
よ
う
な
現
れ
方
を
し
て
い
る
か
を
詳
細

に
分
析
・
検
討
し
な
が
ら
、
『
和
泉
式
部
日
記
』
の
「
語
り
手
」
の
性
格
を
明

(
3
)
 

ら
か
に
し
て
い
き
た
い
と
思
う
。

『
和
泉
式
部
日
記
』
中
の
地
の
文
に
現
れ
る
形
容
詞
の
中
か
ら
、
ま
ず
、
情

意
性
形
容
詞
で
あ
る
「
を
か
し
」
に
着
目
し
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
現
れ
方
を

し
て
い
る
の
か
を
見
て
い
く
。

(
4
)
 

例
①
ま
へ
近
き
透
垣
の
も
と
に
、
を
か
し
げ
な
る
ま
ゆ
み
の
す
こ
し
も
み
ぢ
た

る
を
お
ら
せ
給
ひ
て
、
高
欄
に
を
し
か
A

ら
せ
た
ま
ひ
て

〈
宮
〉
こ
と
の
葉
ふ
か
く
な
り
に
け
る
か
な

と
の
た
ま
は
す
れ
ば

〈
女
〉
白
露
の
は
か
な
く
を
く
と
見
し
ほ
ど
に

0

、
、
、

と
聞
え
さ
す
る
さ
ま
、
な
さ
け
な
か
ら
ず
を
か
し
と
お
ぼ
す
。

右
の
引
用
本
文
の
形
容
詞
「
を
か
し
」
は
、
趣
深
い
付
句
を
詠
ん
だ
女
に
対

し
て
の
宮
か
ら
の
批
評
、
す
な
わ
ち
、
宮
の
心
中
表
現
と
考
え
ら
れ
る
も
の
で

、
、
、

あ
る
。
こ
の
「
を
か
し
」
は
、
「
と
」
と
い
う
格
助
詞
で
受
け
、
「
お
ぽ
す
」
と

い
う
動
詞
に
続
け
ら
れ
て
地
の
文
に
な
る
。
つ
ま
り
、
心
中
思
惟
叙
述
の
基
本

的
文
章
形
式
に
な
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
れ
と
同
様
に
、
表
現
主
体
が
宮

に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
「
を
か
し
」
は
、
他
に
二
例
見
出
し
得
る
。

例
②
〈
宮
〉
「
今
の
ま
い
か
ゞ
」
と
の
給
せ
た
れ
ば
、
御
返

〈
女
〉
け
さ
の
ま
に
今
は
消
ぬ
ら
ん
夢
ば
か
り
ぬ
る
と
見
え
つ
る
た
ま
く

ら
の
袖

0

、
、
、
、

と
聞
え
た
り
。
「
わ
す
れ
じ
」
と
言
ひ
つ
る
を
、
を
か
し
と
お
ぼ
し
て

例
③
〈
宮
〉
「
お
ぽ
つ
か
な
く
な
り
に
け
れ
ば
、
参
り
来
て
と
思
ひ
つ
る
を
、
人

一
体

ぐ
＇
文
つ
く
る
め
れ
ば
」
と
の
た
ま
は
せ
た
れ
ば

〈
女
〉
い
と
ま
な
み
君
来
ま
さ
ず
は
我
ゆ
か
ん
ふ
み
つ
く
る
ら
ん
道
を
知

ら
ば
や

0

、
、
、
、

を
か
し
と
お
ぼ
し
て

こ
の
二
例
も
、
や
は
り
心
中
思
惟
叙
述
の
基
本
的
文
章
形
式
に
な
っ
て
い
る
こ

と
が
わ
か
る
。

そ
れ
で
は
、
表
現
主
体
が
女
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
「
を
か
し
」
は
、

ど
の
よ
う
な
現
れ
方
を
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

例
④
宮
よ
り
「
雨
の
つ
れ
た
＼
は
い
か
に
」
と
て

〈
宮
〉
お
ほ
か
た
に
さ
み
だ
る
A

と
や
お
も
ふ
ら
ん
君
恋
ひ
わ
た
る
け
ふ

の
な
が
め
を

0

、
、
、

と
あ
れ
ば
、
お
り
を
過
ぐ
し
給
は
ぬ
を
を
か
し
と
お
も
ふ
。

右
の
形
容
詞
「
を
か
し
」
は
、
季
節
の
情
趣
を
見
過
さ
ず
に
歌
を
贈
っ
て
き

た
宮
に
対
し
て
の
女
か
ら
の
批
評
、
す
な
わ
ち
女
の
心
中
表
現
と
考
え
ら
れ
る

、、

も
の
で
あ
る
。
こ
の
「
を
か
し
」
は
、
「
と
」
と
い
う
格
助
詞
で
受
け
、
「
お
も

ふ
」
と
い
う
動
詞
に
続
け
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
前
述
の
宮
の
心
中
表
現
の

場
合
と
同
様
に
、
心
中
思
惟
叙
述
の
基
本
的
文
章
形
式
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の

よ
う
な
も
の
は
、
他
に
二
例
見
出
し
得
る
。

例
⑤
賜
ふ
と
て
〈
宮
〉
「
か
A

る
こ
と
、
ゆ
め
人
に
言
ふ
な
。
す
き
が
ま
し
き
や

う
な
り
」
と
て
入
ら
せ
た
ま
ひ
ぬ
。
〈
童
が
こ
の
手
紙
を
〉
も
て
来
た
れ

0

、
、
、

ば
、
を
か
し
と
見
れ
ど
、
つ
ね
は
と
て
御
返
聞
え
さ
せ
ず
。

例
⑥
〈
女
〉
「
な
を
い
と
を
か
し
う
も
お
は
し
け
る
か
な
、
い
か
で
、
い
と
あ
や

し
き
も
の
に
聞
し
め
し
た
る
を
、
き
こ
し
め
し
な
を
さ
れ
に
し
が
な
」
と

、、
思
ふ
。

と
こ
ろ
が
、
女
側
か
ら
そ
の
心
中
を
表
現
し
た
「
を
か
し
」
の
中
に
は
、
心
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中
思
惟
叙
述
の
基
本
的
文
章
形
式
に
な
っ
て
い
な
い
と
考
え
ら
れ
る
も
の
が
見

ら
れ
る
。
そ
れ
ら
は
、
次
の
十
例
で
あ
る
。

[
A
]
 

例
⑦
御
を
く
り
に
上
達
部
か
ず
を
つ
く
し
て
ゐ
給
（
ひ
）
て
、
御
あ
そ
び
あ
り
。

い
と
を
か
し
き
に
も
つ
れ
た
＼
な
り
し
ふ
る
里
ま
づ
思
（
ひ
）
い
で
ら
る
。

例
⑧
〈
宮
〉
「
い
か
に
ぞ
。
月
は
見
た
ま
ふ
や
」
と
て

〈
宮
〉
わ
が
ご
と
く
お
も
ひ
は
出
づ
や
山
の
は
の
月
に
か
け
つ
A

嘆
く
心

を

れ
い
よ
り
も
を
か
し
き
う
ち
に
、
宮
に
て
月
の
明
か
4

り
し
に
人
や
見
け

ん
と
思
ひ
出
で
ら
る
A

ほ
ど
な
り
け
れ
ば

[
B
]
 

例
⑨
女
は
ま
だ
端
に
月
な
が
め
て
ゐ
た
る
ほ
ど
に
人
の
入
り
来
れ
ば
、
す
だ
れ

う
ち
お
ろ
し
て
ゐ
た
れ
ば
、
れ
い
の
た
び
ご
と
に
目
馴
れ
て
も
あ
ら
ぬ
御

す
が
た
に
て
、
御
な
を
し
な
ど
の
い
た
う
な
へ
た
る
し
も
を
か
し
う
見
ゆ
。

例
⑩
見
れ
ば
、
た
ゞ
か
く
ぞ

〈
宮
〉
お
も
ひ
き
や
七
夕
つ
め
に
身
を
な
し
て
あ
ま
の
か
は
ら
を
な
が
む

べ
し
と
は

と
あ
り
。
さ
は
い
へ
ど
、
す
ご
し
給
は
ざ
め
る
は
と
思
（
ふ
）
も
、
を
か
し

う
て
…
•
•
•

例
⑪
〈
宮
〉
関
越
え
て
け
ふ
ぞ
問
ふ
と
や
人
は
知
る
お
も
ひ
た
え
せ
ぬ
心
づ
か

ひ
を

い
つ
か
出
で
さ
せ
給
（
ふ
）
」
と
あ
り
。
近
う
て
だ
に
い
と
お
ぽ
つ
か
な
く

な
し
給
（
ふ
）
に
、
か
く
わ
ざ
と
た
ず
ね
た
ま
へ
る
、
を
か
し
う
て
…
…

例
⑫
猶
お
り
ふ
し
は
す
ぐ
し
た
ま
は
ず
か
し
、
げ
に
あ
は
れ
な
り
つ
る
空
の
け

し
き
を
見
給
ひ
け
る
と
思
（
ふ
）
に
を
か
し
う
て
、
こ
の
手
習
の
や
う
に
書

き
ゐ
た
る
を
、
や
が
て
ひ
き
む
す
び
て
奉
ま
つ
る
。

例
⑬
こ
の
童
の
「
い
み
じ
う
さ
い
な
み
つ
る
」
と
言
ふ
が
を
か
し
う
て
、
端
に

〈
女
〉
霜
の
う
へ
に
あ
さ
ひ
さ
す
め
り
今
は
は
や
う
ち
と
け
に
た
る
気
色

見
せ
な
ん

い
み
じ
う
わ
び
侍
（
る
）
な
り
」
と
あ
り
。

例
⑭
〈
宮
〉
か
れ
は
て
て
我
よ
り
ほ
か
に
問
ふ
人
も
あ
ら
し
の
か
ぜ
を
い
か
ゞ

聞
く
ら
ん

思
い
や
り
き
こ
ゆ
る
こ
そ
い
み
じ
け
れ
」
と
ぞ
あ
る
。
の
た
ま
わ
せ
け
る

と
見
る
も
を
か
し
く
て
。

※
 

[
C
]
 

例
⑮
格
子
を
あ
げ
な
が
ら
あ
り
つ
れ
ば
、
た
ゞ
ひ
と
り
端
に
ふ
し
て
も
、
い
か

に
せ
ま
し
と
、
人
わ
ら
へ
に
や
あ
ら
ん
と
、
さ
ま
た
＼
に
お
も
ひ
み
だ
れ

て
ふ
し
た
る
ほ
ど
に
御
文
あ
り
。

〈
宮
〉
露
む
す
ぶ
道
の
ま
に
／
＼
あ
さ
ぼ
ら
け
ぬ
れ
て
ぞ
来
つ
る
手
枕
の

自求

こ
の
袖
の
事
は
、
は
か
な
き
こ
と
な
れ
ど
、
お
ぽ
し
忘
れ
で
の
た
ま
ふ
も

を
か
し
。

例
⑯
も
て
ゆ
き
て
、
〈
童
〉
「
ま
だ
こ
れ
よ
り
聞
え
さ
せ
給
は
ざ
り
け
る
さ
き
に

め
し
け
る
を
、
今
ま
で
参
ら
ず
と
て
さ
い
な
む
」
と
て
御
文
取
り
出
で
た

り
。
〈
宮
〉
「
よ
べ
の
月
は
い
み
じ
か
り
し
物
か
な
」
と
て

〈
宮
〉
ね
ぬ
る
夜
の
月
は
見
る
や
と
け
さ
は
し
も
お
き
ゐ
て
ま
て
ど
問
ふ

人
も
な
し

げ
に
、
か
れ
よ
り
ま
づ
の
給
ひ
け
る
な
め
り
と
見
る
も
を
か
し
。

右
の
用
例
で
、
例
⑦
は
女
か
ら
事
物
（
管
絃
の
遊
び
）
に
対
し
て
の
批
評
で

あ
り
、
そ
れ
以
外
の
九
例
は
す
べ
て
女
か
ら
宮
に
対
し
て
の
批
評
と
考
え
ら
れ
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る
。
こ
れ
ら
の
「
を
か
し
」
を
見
る
と
、
い
ず
れ
も
「
と
」
と
い
う
格
助
詞
で

は
受
け
て
い
な
い
。
そ
れ
ぞ
れ
の
表
現
形
態
を
見
て
み
よ
う
。

[
A
]
群
の
二

例
は
い
ず
れ
も
連
体
形
で
あ
る
。

[
B
]
群
に
つ
い
て
は
ど
う
か
。
例
⑨
は
連

、、

用
形
で
「
見
ゆ
」
と
い
う
動
詞
に
続
け
ら
れ
て
い
る
。
な
お
、
こ
の
例
に
つ
い

て
の
詳
し
い
説
明
は
後
述
す
る
の
で
、
こ
こ
で
は
ひ
と
ま
ず
保
留
す
る
。
例
⑩

か
ら
⑭
ま
で
の
五
例
は
い
ず
れ
も
連
用
形
で
「
て
」
と
い
う
接
続
助
詞
に
続
け

ら
れ
て
い
る
。
中
で
も
例
⑭
は
、
接
続
助
詞
「
て
」
で
終
止
す
る
形
に
な
っ
て

い
る
。
又
、

[
C
]
群
の
二
例
は
、
終
止
形
で
言
い
切
ら
れ
た
ま
ま
に
な
っ
て

い
る
。こ

の
よ
う
に
、
以
上
の
十
例
は
、
い
ず
れ
も
心
中
思
惟
叙
述
の
文
章
形
式
で

は
な
く
地
の
文
の
叙
述
形
式
に
な
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
現
れ
方
は
、
宮
か
ら

女
に
対
し
て
評
し
た
場
合
に
は
一
切
見
ら
れ
な
か
っ
た
特
徴
的
現
象
な
の
で
あ

る。
前
節
で
引
い
た
例
の
う
ち
特
に
注
目
さ
れ
る
の
は
、
地
の
文
に
お
い
て
形
容

、
、
、
、
、
、
、
、

詞
「
を
か
し
」
が
終
止
形
で
言
い
切
る
形
に
な
っ
て
い
る
⑮
・
⑯
（
※
印
）
の

二
例
で
あ
る
。
こ
の
地
の
文
に
於
け
る
形
容
詞
終
止
形
の
言
い
切
り
と
い
う
現

象
に
着
目
し
、
『
和
泉
式
部
日
記
』
中
に
現
れ
る
「
を
か
し
」
以
外
の
情
意
性

形
容
詞
に
つ
い
て
見
て
み
る
と
、
次
の
五
例
を
見
出
し
得
る
。

例
⑧
あ
や
し
き
御
車
に
て
お
は
し
ま
い
て
、
〈
宮
〉
「
か
く
な
む
」
と
言
は
せ
た

ま
へ
れ
ば
、
女
い
と
び
な
き
心
ち
す
れ
ど
「
な
し
」
と
聞
え
さ
す
べ
き
に

も
あ
ら
ず
。
昼
も
御
か
へ
り
聞
え
さ
せ
つ
れ
ば
、
あ
り
な
が
ら
婦
し
た
て

ま
つ
ら
ん
も
な
さ
け
な
か
る
べ
し
、
も
の
ば
か
り
聞
え
ん
と
思
（
ひ
）
て
、

西
の
つ
ま
戸
に
円
座
さ
し
出
で
て
入
れ
た
て
ま
つ
る
に
、
世
の
人
の
言
ヘ

ば
に
や
あ
ら
ん
、
な
べ
て
の
御
さ
ま
に
は
あ
ら
ず
な
ま
め
か
し
。

例
⑥
物
も
の
給
は
で
た
ゞ
御
あ
ふ
ぎ
に
文
を
を
き
て
〈
宮
〉
「
御
つ
か
ひ
の
取

ら
で
参
り
に
け
れ
ば
」
と
て
さ
し
出
で
さ
せ
給
へ
り
。
女
も
の
聞
え
ん
に

も
ほ
ど
遠
く
て
び
む
な
け
れ
ば
、
あ
ふ
ぎ
を
さ
し
出
で
て
取
り
つ
。
宮
も

の
ぼ
り
な
む
と
お
ぼ
し
た
り
。
せ
ん
ざ
い
の
を
か
し
き
な
か
に
歩
か
せ
給

（
ひ
）
て
、
〈
宮
〉
「
人
は
草
葉
の
露
な
れ
や
」
な
ど
の
給
（
ふ
）
。
い
と
な
ま

め
か
し
。

例
⑥
ま
へ
近
き
透
垣
の
も
と
に
、
を
か
し
げ
な
る
ま
ゆ
み
の
す
こ
し
も
み
ぢ
た

る
を
お
ら
せ
給
ひ
て
、
高
欄
に
を
し
か
A

ら
せ
た
ま
ひ
て

〈
宮
〉
こ
と
の
葉
ふ
か
く
な
り
に
け
る
か
な

と
の
た
ま
は
す
れ
ば

〈
女
〉
白
露
の
は
か
な
く
を
く
と
見
し
ほ
ど
に

と
聞
え
さ
す
る
さ
ま
、
な
さ
け
な
か
ら
ず
を
か
し
と
お
ぼ
す
。
宮
の
御
さ

ま
い
と
め
で
た
し
。
御
直
衣
に
、
え
な
ら
ぬ
御
衣
、
出
だ
し
桂
に
し
た
ま

へ
る
、
あ
ら
ま
ほ
し
う
見
ゆ
。
目
さ
へ
あ
だ
／
＼
し
き
に
や
と
ま
で
お
ぼ

ゅ゚

例
⑥
御
か
へ
り

〈
女
〉
世
の
つ
ね
の
こ
と
と
も
さ
ら
に
お
も
ほ
え
ず
は
じ
め
て
も
の
を
思

ふ
あ
し
た
は

と
聞
え
て
も
、
あ
や
し
か
り
け
る
身
の
あ
り
さ
ま
か
な
、
故
宮
の
さ
ば
か

り
の
給
は
せ
し
も
の
を
と
か
な
し
く
て
、
お
も
ひ
み
だ
る
A

ほ
ど
に
れ
い

の
童
来
た
り
。
御
文
や
あ
ら
ん
と
思
（
ふ
）
ほ
ど
に
、
さ
も
あ
ら
ぬ
を
心
う

し
と
お
も
ふ
ほ
ど
も
、
す
き
た
＼
し
や
。

例
⑥
こ
れ
も
心
づ
か
ひ
せ
ら
れ
て
、
も
の
聞
ゆ
る
ほ
ど
に
月
さ
し
出
で
ぬ
。
い

(
5
)
 

と
あ
か
し
。
〈
宮
〉
「
ふ
る
め
か
し
う
お
く
ま
り
た
る
身
な
れ
ば
、
か
A

る
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と
こ
ろ
に
慣
ら
は
ぬ
を
、
い
と
は
し
た
な
き
心
ち
す
る
に
、
そ
の
お
は
す

る
と
こ
ろ
へ
す
へ
た
ま
へ
。
よ
も
、
さ
き
が
＼
み
給
（
ふ
）
ら
ん
、
人
の
や

う
に
は
あ
ら
じ
」
と
の
た
ま
へ
ば

右
の
五
例
の
形
容
詞
を
見
る
と
、
例
R
.
R
の
「
な
ま
め
か
し
」
と
例
⑥
の

「
め
で
た
し
」
は
、
い
ず
れ
も
宮
の
容
姿
・
様
子
に
対
し
て
の
女
か
ら
の
批
評

と
考
え
ら
れ
、
例
＠
の
「
す
き
介
＼
し
」
は
、
宮
に
心
引
か
れ
溺
れ
て
い
く
女

の
自
己
反
省
と
考
え
ら
れ
る
。
又
、
例
⑥
に
つ
い
て
は
、
「
い
と
あ
か
し
」
の

一
文
を
地
の
文
と
考
え
る
説
と
、
そ
こ
か
ら
を
次
の
宮
の
言
葉
（
会
話
文
）
に

(
6
)
 

含
め
て
考
え
る
説
と
が
対
立
し
て
い
る
。
会
話
文
説
の
主
た
る
根
拠
は
、
月
の

明
る
さ
を
女
の
部
屋
に
入
る
口
実
に
す
る
た
め
に
宮
が
「
い
と
あ
か
し
」
と
い

う
巧
み
な
言
葉
を
発
し
た
の
だ
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
遠
藤
嘉
基

氏
が
説
い
て
お
ら
れ
る
よ
う
に
、
「
「
い
と
あ
か
し
」
を
口
実
と
す
る
よ
う
で

は
、
宮
の
人
が
ら
に
、
奥
ゆ
き
が
な
く
な
る
し
、
文
の
あ
じ
わ
い
も
、
白
々
し

い
も
の
と
な
る
」
と
思
う
。
前
文
に
「
こ
れ
も
心
づ
か
ひ
せ
ら
れ
て
」
と
あ
る

か
ら
、
女
の
み
な
ら
ず
宮
も
、
初
め
て
の
訪
れ
故
に
、
女
に
対
し
て
自
然
な
心

遣
い
を
し
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
「
い
と
あ
か
し
」
は
、
宮
の
切
り

出
し
の
一
文
と
し
て
は
あ
ま
り
に
強
い
調
子
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
う
し
た

直
接
的
で
強
引
な
宮
の
態
度
は
、
こ
の
場
面
に
は
不
似
合
な
の
で
は
な
い
か
。

や
は
り
、
「
い
と
あ
か
し
」
は
地
の
文
と
見
る
の
が
穏
当
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
、

こ
の
一
文
は
単
に
月
の
有
様
を
説
明
し
た
も
の
で
は
な
く
、
鈴
木
一
雄
氏
が
指

摘
し
て
お
ら
れ
る
よ
う
に
、
「
初
の
お
目
通
り
で
、
月
の
明
る
さ
が
ひ
と
し
お

(
8
)
 

心
に
か
か
る
」
女
の
感
情
が
込
め
ら
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ

の
よ
う
に
、
例
⑥
か
ら
⑥
ま
で
の
形
容
詞
言
い
切
り
の
用
例
は
、
い
ず
れ
も
女

の
心
中
表
現
と
考
え
ら
れ
る
も
の
と
言
い
得
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
『
和
泉
式
部
日
記
』
中
の
地
の
文
に
現
れ
る
情
意
性
形

、
、
、
、
、
、
、
、
、

容
詞
終
止
形
の
言
い
切
り
の
用
例
は
、
七
例
と
も
す
べ
て
「
女
」
の
心
中
表
現

と
考
え
得
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
逆
に
、
宮
や
他
の
人
物
の
心
中

表
現
と
考
え
得
る
用
例
は
一
例
も
見
出
し
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
「
女
」
が

宮
を
批
評
し
た
り
自
己
反
省
し
た
り
す
る
と
き
に
現
れ
る
こ
う
し
た
特
徴
的
現

象
は
、
こ
の
作
品
を
考
え
る
上
で
一
体
如
何
な
る
意
味
を
持
つ
の
で
あ
ろ
う

か
。
以
下
、
考
察
を
進
め
て
い
き
た
い
。

情
意
性
形
容
詞
の
表
現
性
に
つ
い
て
、
先
学
の
研
究
に
あ
た
っ
て
み
よ
う
。

小
山
敦
子
氏
は
、
現
代
日
本
語
の
助
詞
で
あ
る
「
の
」
「
が
」
「
は
」
と
そ
れ

に
続
く
述
部
と
の
構
文
分
析
を
さ
れ
る
際
に
、
そ
の
前
提
に
な
る
諸
事
実
の
一

(
9
)
 

つ
と
し
て
、
次
の
よ
う
な
原
則
を
指
摘
し
て
お
ら
れ
る
。

感
情
形
容
詞
（
本
稿
が
言
う
と
こ
ろ
の
情
意
性
形
容
詞
）
は
、
連
体
修
飾

語
と
し
て
他
者
を
修
飾
す
る
時
に
他
者
の
感
情
内
容
も
表
わ
す
こ
と
が
で

、、

き
る
。
そ
れ
以
外
は
、
述
部
の
言
い
切
り
の
形
と
し
て
は
話
者
の
感
情
内

容
し
か
現
わ
さ
な
い
。
従
っ
て
、
他
者
の
感
情
内
容
を
現
わ
す
時
は
、
語

幹
に
「
ー
が
る
」
を
付
し
て
動
詞
化
す
る
か
、
「
ー
ー
の
だ
」
を
あ
と

に
つ
け
て
形
式
的
に
連
体
修
飾
語
化
す
る
。
（
傍
線
筆
者
）

こ
の
原
則
に
よ
れ
ば
、
例
え
ば
「
私
は
悲
し
い
。
」
と
は
言
え
て
も
、
「
彼
は
悲

し
い
。
」
と
は
言
え
な
い
こ
と
に
な
る
。
「
彼
」
を
主
語
に
す
る
な
ら
ば
、
「
彼

、

、

、

、

は
悲
し
が
る
。
」
と
す
る
か
、
「
彼
は
悲
し
い
の
だ
。
」
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
小
山
氏
の
説
に
よ
れ
ば
、
現
代
語
に

於
い
て
は
、
情
意
性
形
容
詞
の
言
い
切
り
の
形
で
第
三
者
の
感
情
を
表
わ
す
こ

(10) 

と
が
で
き
な
い
、
と
い
う
「
感
じ
手
の
人
称
制
限
」
の
原
則
が
成
立
す
る
こ
と

に
な
る
。
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上
野
英
二
氏
は
、
『
源
氏
物
語
』
の
語
り
手
の
感
情
表
出
に
つ
い
て
考
察
し

て
い
く
際
に
、
『
源
氏
物
語
』
の
地
の
文
に
作
中
人
物
の
感
情
が
表
出
さ
れ
る

情
意
性
形
容
詞
終
止
形
の
言
い
切
り
が
多
く
現
れ
る
、
と
い
う
事
実
に
着
目
し

(11) 

て
お
ら
れ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
氏
は
、
「
そ
れ
は
結
局
、
語
手
が
作
中
人
物

の
描
写
を
し
て
い
る
う
ち
に
、
い
つ
の
ま
に
か
そ
の
心
情
に
同
化
し
て
、
そ
の

内
面
を
語
る
こ
と
を
す
る
」
の
で
あ
っ
て
、
「
一
見
そ
の
原
則
（
小
山
氏
が
指

摘
さ
れ
た
「
感
じ
手
の
人
称
制
限
」
の
原
則
）
を
は
ず
れ
る
か
に
見
え
た
諸
例

も
、
単
に
、
話
者
、
語
手
が
作
中
の
三
人
称
者
に
な
り
代
わ
っ
た
だ
け
の
こ

と
」
で
、
『
源
氏
物
語
』
に
於
い
て
も
「
感
じ
手
の
人
称
制
限
」
の
原
則
は
守

ら
れ
て
い
た
の
だ
、
と
説
い
て
お
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
氏
は
又
、
様
々
な
作
中

人
物
の
感
情
が
表
出
さ
れ
て
い
る
用
例
を
挙
げ
、
「
『
源
氏
物
語
』
で
は
、
（
語

、
、
、

り
手
の
作
中
人
物
へ
の
）
感
情
移
入
が
自
在
に
（
傍
点
筆
者
）
行
わ
れ
」
る
、

と
述
べ
て
お
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
『
源
氏
物
語
』
で
は
、
情
意
性
形
容
詞
終

止
形
の
言
い
切
り
に
よ
っ
て
表
出
さ
れ
る
感
情
の
主
体
は
、
主
人
公
た
る
「
光

源
氏
」
に
限
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
わ
け
で
あ
る
。

又
、
清
水
好
子
氏
も
、
こ
う
し
た
『
源
氏
物
語
』
の
語
り
手
の
特
徴
に
つ
い

(12) 

て
、
上
野
氏
に
先
ん
じ
て
指
摘
し
て
お
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
賢
木
の
巻
で
、
光

源
氏
が
野
々
宮
に
居
る
六
条
御
息
所
を
訪
れ
た
場
面
、

叡
氏
〉
「
こ
な
た
は
、
簑
の
子
ば
か
り
の
許
さ
れ
や
は
侍
り
や
」
と
て
、

〈
簑
子
に
〉
の
ぽ
り
給
へ
り
。
花
や
か
に
さ
し
出
で
た
る
夕
月
夜
に
、
〈
源

氏
の
〉
う
ち
ふ
る
ま
ひ
給
へ
る
さ
ま
・
匂
ひ
、
似
る
物
な
く
、
め
で
た
し
。

こ
こ
に
現
れ
る
「
め
で
た
し
」
の
言
い
切
り
に
つ
い
て
、
氏
は
、
六
条
御
息
所

の
思
い
と
も
考
え
ら
れ
る
と
し
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
お
ら
れ
る
。

こ
の
時
、
作
者
は
、
「
…
…
に
ほ
ひ
似
る
も
の
な
く
め
で
た
し
」
と
書
い

て
、
「
…
…
め
で
た
し
と
思
し
ぬ
」
な
ど
と
は
書
か
な
か
っ
た
。
つ
ま
り
、

光
源
氏
に
身
近
に
仕
え
、
そ
の
言
動
を
仰
ぎ
見
る
古
女
房
が
、
光
源
氏
の

行
動
を
述
べ
、
そ
の
心
中
の
思
い
を
こ
う
も
あ
ろ
う
と
語
る
の
で
は
な
く

て
、
彼
女
た
ち
の
批
評
感
想
の
言
葉
と
同
じ
形
で
、
御
息
所
の
心
の
声
を

さ
し
出
し
た
。
そ
の
た
め
に
、
「
…
…
に
ほ
ひ
似
る
も
の
な
く
め
で
た
し
」

と
い
う
言
葉
は
語
り
手
の
女
房
の
声
と
同
じ
強
さ
、
生
気
を
持
っ
て
迫
っ

て
く
る
。
作
中
人
物
は
、
一
定
の
、
つ
ね
に
固
定
し
た
視
点
か
ら
叙
述
さ

れ
る
の
で
は
な
く
、
彼
ら
は
じ
か
に
声
を
あ
げ
、
溜
息
を
吐
き
か
け
る
こ

と
を
可
能
に
し
た
と
い
え
よ
う
。
（
中
略
）
作
者
は
、
第
三
者
と
し
て
作

中
人
物
に
つ
い
て
述
べ
な
が
ら
、
い
つ
で
も
容
易
に
当
事
者
ー
作
中
人

物
そ
の
も
の
に
な
り
変
わ
っ
て
声
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
こ
で
指
摘
さ
れ
た
「
め
で
た
し
」
の
言
い
切
り
の
例
も
、
又
、
「
感
じ
手
の

人
称
制
限
」
の
原
則
を
逸
脱
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
こ
こ
で
も
、
『
源
氏

物
語
』
の
語
り
手
が
作
中
人
物
に
心
情
的
に
同
化
す
る
現
象
が
指
摘
さ
れ
て
い

る
。
前
出
の
上
野
氏
は
、
こ
の
よ
う
な
考
察
を
、
『
源
氏
物
語
』
全
体
に
わ
た

っ
て
論
証
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
。

再
び
『
和
泉
式
部
日
記
』
中
の
情
意
性
形
容
詞
の
問
題
に
戻
っ
て
考
え
て
み

よ
う
。
前
節
で
地
の
文
に
現
れ
る
情
意
性
形
容
詞
終
止
形
の
言
い
切
り
の
用
例

を
七
例
挙
げ
た
が
、
そ
の
う
ち
何
例
か
を
こ
こ
で
改
め
て
採
り
上
げ
、
そ
の
表

現
内
容
を
詳
細
に
検
討
し
て
み
た
い
と
思
う
。

例
え
ば
、
例
⑮
の
「
を
か
し
」
の
場
合
は
ど
う
か
。

例
⑮
格
子
を
あ
げ
な
が
ら
あ
り
つ
れ
ば
、
た
ゞ
ひ
と
り
端
に
ふ
し
て
も
、
い
か

に
せ
ま
し
と
、
人
わ
ら
へ
に
や
あ
ら
ん
と
、
さ
ま

f
＼
に
お
も
ひ
み
だ
れ

て
ふ
し
た
る
ほ
ど
に
御
文
あ
り
。

四
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〈
宮
〉
露
む
す
ぶ
道
の
ま
に
／
＼
あ
さ
ぼ
ら
け
ぬ
れ
て
ぞ
来
つ
る
手
枕
の

血み

こ
の
袖
の
事
は
、
は
か
な
き
こ
と
な
れ
ど
、
お
ぼ
し
忘
れ
で
の
た
ま
ふ
も

を
か
し
。
（
前
引
）

こ
の
場
面
で
、
女
は
、
「
手
枕
の
袖
」
が
詠
み
入
れ
ら
れ
て
い
る
宮
か
ら
の
後

朝
の
文
を
受
取
る
。
「
手
枕
の
袖
」
と
は
、
十
月
十
日
頃
の
来
訪
の
際
に
宮
が
詠

ん
だ
一
首
が
発
端
と
な
り
、
そ
の
後
の
二
人
の
贈
答
に
、
互
い
の
愛
を
確
か
め

合
う
か
の
よ
う
に
詠
み
入
れ
ら
れ
て
き
た
歌
詞
の
こ
と
で
あ
る
。
女
は
、
こ
の

「
手
枕
の
袖
」
の
戯
れ
を
「
は
か
な
き
こ
と
」
と
思
い
な
が
ら
も
、
忘
れ
ず
詠

み
入
れ
て
く
る
宮
の
態
度
に
対
し
て
言
い
知
れ
ぬ
喜
び
を
感
じ
て
い
る
。
こ
の

「
を
か
し
」
に
は
、
女
の
沸
き
上
が
る
喜
び
．
感
動
が
込
め
ら
れ
て
い
る
の
で

あ
る
。し

か
し
、
語
ら
れ
た
場
（
地
の
文
）
に
表
出
さ
れ
る
感
情
は
、
本
来
、
「
語

り
手
」
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
。
こ
の
「
を
か
し
」
を
、

前
節
で
述
べ
た
「
感
じ
手
の
人
称
制
限
」
の
原
則
に
当
て
は
め
て
考
え
て
み
る

と
ど
う
な
る
で
あ
ろ
う
か
。
『
和
泉
式
部
日
記
』
の
「
語
り
手
」
は
、
自
ら
の

感
情
を
表
出
す
る
語
り
方
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
女
」
の
感
情
の
表
出
に
代

え
た
、
と
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
。
す
な
わ
ち
、
「
語
り
手
」
は
、
言
い

知
れ
ぬ
喜
び
を
感
じ
て
い
る
「
女
」
に
心
情
的
に
同
化
し
、
自
ら
の
喜
び
を
語

る
よ
う
に
「
女
」
の
内
面
を
語
り
出
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。他

の
用
例
に
つ
い
て
も
見
て
み
よ
う
。
例
＠
の
「
す
き
た
＼
し
」
の
場
合
は

ど
う
か
。

例
＠
御
か
へ
り

〈
女
〉
世
の
つ
ね
の
こ
と
と
も
さ
ら
に
お
も
ほ
え
ず
は
じ
め
て
も
の
を
思

ふ
あ
し
た
は

と
聞
え
て
も
、
あ
や
し
か
り
け
る
身
の
あ
り
さ
ま
か
な
、
故
宮
の
さ
ば
か

り
の
給
は
せ
し
も
の
を
と
か
な
し
く
て
、
お
も
ひ
み
だ
る
A

ほ
ど
に
れ
い

の
童
来
た
り
。
御
文
や
あ
ら
ん
と
思
（
ふ
）
は
ど
に
、
さ
も
あ
ら
ぬ
を
心
う

し
と
お
も
ふ
ほ
ど
も
、
す
き
人
＼
し
や
。
（
前
引
）

こ
の
場
面
に
は
、
後
朝
の
思
い
乱
れ
た
女
心
の
悲
し
み
が
描
か
れ
て
い
る
。(14) 

「
す
き
人
＼
し
」
は
、
藤
岡
忠
美
氏
が
指
摘
し
て
お
ら
れ
る
よ
う
に
、
女
が
「
現

在
の
自
分
の
気
持
の
動
き
を
見
つ
め
、
反
省
す
る
言
葉
」
と
解
す
る
の
が
適
切

で
あ
ろ
う
。
女
は
、
一
方
で
は
故
宮
を
思
い
起
こ
し
て
反
省
し
な
が
ら
、
他
方

で
は
宮
に
ど
ん
ど
ん
引
き
つ
け
ら
れ
て
し
ま
う
。
こ
う
し
た
心
の
乱
れ
を
自
ら

省
み
て
、
「
す
き
介
＼
し
」
と
反
省
し
思
い
嘆
く
の
で
あ
る
。
こ
の
場
面
に
於

い
て
、
『
和
泉
式
部
日
記
』
の
「
語
り
手
」
は
、
宮
に
対
す
る
募
る
思
い
に
心

乱
れ
、
自
戒
の
念
に
苛
ま
れ
る
「
女
」
と
、
心
情
的
に
同
化
し
、
自
ら
の
嘆
き

を
語
る
よ
う
に
「
女
」
の
内
面
を
語
り
出
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

更
に
、
例
⑥
の
「
め
で
た
し
」
の
場
合
は
ど
う
か
。

例
⑥
ま
へ
近
き
透
垣
の
も
と
に
、
を
か
し
げ
な
る
ま
ゆ
み
の
す
こ
し
も
み
ぢ
た

る
を
お
ら
せ
給
ひ
て
、
高
欄
に
を
し
か
A

ら
せ
た
ま
ひ
て

〈
宮
〉
こ
と
の
葉
ふ
か
く
な
り
に
け
る
か
な

と
の
た
ま
は
す
れ
ば

〈
女
〉
白
露
の
は
か
な
く
を
く
と
見
し
ほ
ど
に

と
聞
え
さ
る
さ
ま
、
な
さ
け
な
か
ら
ず
を
か
し
と
お
ぽ
す
。
宮
の
御
さ
ま

い
と
め
で
た
し
。
御
直
衣
に
、
え
な
ら
ぬ
御
衣
、
出
だ
し
桂
に
し
た
ま
へ

る
、
あ
ら
ま
ほ
し
う
見
ゆ
。
目
さ
へ
あ
だ
／
＼
し
き
に
や
と
ま
で
お
ぼ

ゅ
。
（
前
引
）

こ
こ
は
、
情
趣
の
中
に
陶
酔
す
る
二
人
が
、
恋
の
過
程
を
述
懐
し
合
う
よ
う
な
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こ
こ
で
、
終
止
形
の
言
い
切
り
以
外
の
形
容
詞
の
現
れ
方
に
つ
い
て
も
、
い

く
つ
か
採
り
上
げ
て
検
討
し
て
み
よ
う
。
果
た
し
て
、
他
の
現
れ
方
に
つ
い
て

も
、
前
述
の
事
実
と
同
様
の
こ
と
が
指
摘
し
得
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

ま
ず
、
第
二
節
で
挙
げ
た
例
⑭
「
を
か
し
く
て
。
」
に
つ
い
て
見
て
み
る
。

こ
の
「
を
か
し
」
は
、
前
述
の
通
り
連
用
形
で
接
続
助
詞
「
て
」
に
続
く
形
に

な
っ
て
い
る
。
し
か
も
、
⑩
か
ら
⑬
ま
で
の
例
と
異
な
り
、
以
下
の
文
へ
続
く

、
、
、
、
、
、

こ
と
な
く
接
続
助
詞
「
て
」
で
終
止
し
言
い
切
ら
れ
る
、
と
い
う
特
徴
的
文
章

形
式
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
一
種
の
省
略
法
と
考
え
ら
れ
、
こ
こ

に
は
深
い
余
情
．
感
動
が
込
め
ら
れ
る
は
ず
で
あ
る
。
こ
う
し
た
現
象
に
も
、

「
語
り
手
」
の
感
情
表
出
は
認
め
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
。
こ
の
よ
う
な
も
の

五

連
歌
を
互
い
に
交
わ
し
、
共
感
を
求
め
合
う
場
面
で
あ
る
。
深
い
心
で
宮
と
結

び
付
い
て
い
る
と
い
う
愛
の
確
信
の
た
め
か
、
宮
を
見
つ
め
る
女
の
眼
に
は
、

我
が
眼
を
疑
う
ほ
ど
に
「
め
で
た
」
き
宮
の
姿
が
映
る
の
で
あ
る
。
こ
の
場
面

で
も
、
「
語
り
手
」
は
、
愛
の
喜
び
に
浸
る
「
女
」
の
心
と
一
体
化
し
て
「
女
」

の
視
点
か
ら
宮
を
評
す
る
、
と
い
っ
た
語
り
方
を
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

他
の
四
例
を
検
討
し
て
も
、
い
ず
れ
も
同
様
に
、
「
語
り
手
」
が
「
女
」
と

心
情
的
に
同
化
し
て
い
る
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
『
和
泉
式
部
日

記
』
に
於
け
る
情
意
性
形
容
詞
終
止
形
の
言
い
切
り
と
い
う
現
象
は
、
小
山
氏

が
指
摘
さ
れ
た
「
感
じ
手
の
人
称
制
限
」
の
原
則
に
基
づ
い
て
考
え
る
限
り
、

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

『
和
泉
式
部
日
記
』
の
「
語
り
手
」
が
、
「
女
」
に
感
情
移
入
し
そ
の
内
面
を
語

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
逆
に
、
宮
や
他
の
人
物
に
感
情
移
入
す
る
こ
と
は
な
い
、

と
い
う
語
り
の
特
質
を
有
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
た
の
で
あ

る。

は
、
他
に
二
例
見
出
し
得
る
。

0
か
く
て
、
二
日
ば
か
り
あ
り
て
、
夕
暮
に
に
は
か
に
御
車
を
ひ
き
入
れ
て

お
り
さ
せ
給
へ
ば
、
ま
だ
見
え
た
て
ま
つ
ら
ね
ば
、
い
と
は
づ
か
し
う
思

へ
ど
せ
ん
か
た
な
く
。
な
に
と
な
き
事
な
ど
の
給
は
せ
て
帰
ら
せ
給
（
ひ
）

ぬ。
〈
宮
〉
人
は
い
さ
わ
れ
は
忘
れ
ず
ほ
ど
ふ
れ
ど
秋
の
夕
暮
あ
り
し
あ
ふ
こ

と

と
あ
り
。
あ
は
れ
に
は
か
な
く
、
た
の
む
べ
く
も
な
き
か
や
う
の
は
か
な

し
事
に
、
世
の
な
か
を
な
ぐ
さ
め
て
あ
る
も
、
う
ち
お
も
へ
ば
あ
さ
ま
し

{
ノ

、
、
、
、
、
、

こ
の
二
例
は
、
い
ず
れ
も
連
用
形
で
終
止
し
言
い
切
ら
れ
て
お
り
、
述
語
動
詞

が
省
略
さ
れ
た
形
に
な
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
「
語
り
手
」
が
余
韻
を
残
し

て
言
い
さ
し
た
形
に
な
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
し
か
も
こ
の
二
例
は
、
例
⑭

と
同
様
、
「
女
」
の
心
中
表
現
と
考
え
得
る
も
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
現
象
か

ら
も
、
「
語
り
手
」
は
、
や
は
り
「
女
」
に
心
情
的
に
同
化
し
て
い
る
と
言
え

よ
う
。

、、

又
、
前
節
で
説
明
を
保
留
し
た
例
⑨
「
を
か
し
う
見
ゆ
。
」
に
つ
い
て
も
、

こ
こ
で
検
討
し
て
み
る
。
こ
の
「
を
か
し
」
は
、
被
修
飾
語
で
あ
る
述
語
動
詞

「
見
ゆ
」
の
内
容
を
表
わ
し
て
い
る
。
「
見
ゆ
」
は
、
女
の
心
意
作
用
を
表
わ
す

動
詞
で
あ
る
。
⑨
の
例
は
、
基
本
的
で
は
な
い
が
、
女
の
心
中
思
惟
叙
述
と
し

て
扱
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
し
か
し
、
こ
れ
は
述
語
動
詞
が
自
動
詞
で
あ
る

点
、
④
か
ら
⑥
ま
で
の
例
と
は
質
を
異
に
す
る
。
「
思
ふ
」
・
「
見
る
」
と
い
う

他
動
詞
に
比
べ
て
、
自
発
的
意
味
を
含
む
「
お
ぼ
ゆ
」
・
「
見
ゆ
」
な
ど
の
自
動

詞
は
、
よ
り
主
観
的
な
思
考
判
断
を
表
わ
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
す
な
わ

ち
、
「
見
ゆ
」
に
は
、
「
語
り
手
」
自
身
の
思
考
判
断
が
わ
ず
か
な
が
ら
表
出
し

゜
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て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
な
も
の
は
、
他
に

三
例
見
出
し
得
る
。

0
宮
の
御
さ
ま
い
と
め
で
た
し
。
御
直
衣
に
、
え
な
ら
ぬ
御
衣
、
出
だ
し
桂

に
し
た
ま
へ
る
、
あ
ら
ま
ほ
し
う
見
ゆ
。

0
宮
よ
り
御
文
あ
り
。
見
れ
ば
、
〈
宮
〉
「
さ
り
と
も
と
た
の
み
け
る
が
を
こ

な
る
」
な
ど
、
お
ほ
く
の
こ
と
ど
も
の
給
は
せ
で
〈
宮
〉
「
い
さ
し
ら
ず
」

、
、
、

と
ば
か
り
あ
る
に
、
む
ね
う
ち
つ
ぶ
れ
て
、
あ
さ
ま
し
う
お
ぼ
ゆ
。

0
と
し
か
へ
り
て
正
月
一
日
、
院
の
拝
礼
に
、
殿
ば
ら
か
ず
を
つ
く
し
て
参

り
給
へ
り
。
宮
も
お
は
し
ま
す
を
見
ま
い
ら
す
れ
ば
、
い
と
わ
か
う
う
つ

く
し
げ
に
て
、
お
ほ
く
の
人
に
す
ぐ
れ
給
へ
り
。
こ
れ
に
つ
け
て
も
我

、
、
、

（
が
）
身
は
づ
か
し
う
お
ぼ
ゆ
。

こ
の
三
例
は
、
例
⑨
同
様
、
い
ず
れ
も
「
女
」
の
心
中
表
現
と
考
え
得
る
。
こ

う
し
た
現
象
も
、
又
、
「
語
り
手
」
が
心
情
的
に
「
女
」
に
近
い
こ
と
の
あ
ら

わ
れ
と
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
。

以
上
の
用
例
は
、
い
ず
れ
も
形
容
詞
終
止
形
の
言
い
切
り
現
象
に
準
ず
る
扱

い
を
し
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。

更
に
、
次
の
よ
う
な
例
も
あ
る
。

例
④
御
返
し
〈
女
〉
「
い
で
や

〈
女
〉
冬
の
夜
の
目
さ
へ
こ
ほ
り
に
と
ぢ
ら
れ
て
あ
か
し
が
た
き
を
明
か

し
つ
る
か
な

0
 

.

.

 

な
ど
言
ふ
程
に
、
れ
い
の
つ
れ
が
＼
な
ぐ
さ
め
て
す
ぐ
す
ぞ
い
と
は
か
な

ゃ。

き

こ
の
例
は
、
「
ぞ
＋
（
い
と
）
形
容
詞
連
体
形
」
の
係
り
結
び
で
言
い
切
ら
れ

た
表
現
に
、
間
投
助
詞
「
や
」
が
添
え
ら
れ
た
形
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、

形
態
こ
そ
異
な
る
が
、
形
容
詞
終
止
形
の
言
い
切
り
よ
り
も
む
し
ろ
強
い
感
情

が
表
出
さ
れ
る
表
現
と
言
え
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
「
語
り
手
」
の
感
情
が
よ
り

強
く
表
出
さ
れ
る
表
現
形
態
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
も
の

は
、
更
に
も
う
一
例
あ
る
。

例
⑱
上
の
御
方
の
女
房
ゐ
で
い
て
物
見
る
に
、
ま
づ
そ
れ
を
ば
見
で
、
「
こ
の

0
 

.

.

 

人
を
見
ん
」
と
あ
な
を
開
け
さ
は
ぐ
ぞ
い
と
さ
ま
あ
し
き
や
。

例
④
の
「
は
か
な
し
」
は
、
「
女
」
の
自
省
の
気
持
を
表
わ
す
も
の
と
考
え
得

る
が
、
例
⑱
の
「
さ
ま
あ
し
」
は
、
「
語
り
手
」
が
第
三
者
的
立
場
か
ら
客
観

的
に
批
評
し
た
も
の
、
す
な
わ
ち
草
子
地
的
な
も
の
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
。

し
ば
し
ば
「
女
」
と
心
情
的
に
一
体
化
す
る
『
和
泉
式
部
日
記
』
の
「
語
り

手
」
も
、
時
と
し
て
、
例
⑱
の
よ
う
に
、
作
中
場
面
を
離
れ
た
第
三
者
的
立
場

か
ら
作
中
世
界
に
対
し
て
批
評
．
感
想
の
言
葉
を
堀
ら
す
こ
と
も
あ
る
。
し
か

し
、
逆
に
、
宮
や
他
の
人
物
の
心
情
に
同
化
し
て
語
る
例
は
、
や
は
り
一
切
見

ら
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

本
節
で
採
り
上
げ
た
用
例
は
、
い
ず
れ
も
、
『
和
泉
式
部
日
記
』
の
「
語
り

手
」
が
「
女
」
に
感
情
移
入
す
る
と
い
う
前
節
ま
で
の
指
摘
の
補
強
に
な
る
も

の
で
あ
ろ
う
。

以
上
の
考
察
か
ら
、
『
和
泉
式
部
日
記
』
の
「
語
り
手
」
は
、
「
女
」
と
心
情

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

的
に
同
化
し
、
「
女
」
の
眼
と
心
を
通
し
て
作
品
世
界
を
語
っ
て
い
る
こ
と
が

わ
か
っ
た
。
し
か
し
、
前
述
の
通
り
、
『
源
氏
物
語
』
で
は
、
語
り
手
が
特
定

の
作
中
人
物
に
だ
け
感
情
移
入
す
る
こ
と
は
な
い
。
す
な
わ
ち
、
『
和
泉
式
部

日
記
』
の
「
語
り
手
」
は
、
『
源
氏
物
語
』
の
語
り
手
と
は
明
ら
か
に
異
な
る

姿
勢
で
作
品
世
界
を
語
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
『
和
泉
式
部
日
記
』
に
は
、
「
女
」

に
限
ら
ず
、
宮
、
北
の
方
な
ど
幾
人
か
の
人
物
が
登
場
す
る
。
し
か
し
、
こ
の

結

び
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形
容
詞
の
言
い
切
り
と
い
う
現
象
に
着
目
す
る
限
り
、
「
語
り
手
」
は
、
そ
れ

ぞ
れ
の
作
中
人
物
を
常
に
等
し
い
距
離
を
保
ち
つ
つ
語
っ
て
い
る
の
で
は
な

い
。
「
語
り
手
」
は
、
し
ば
し
ば
女
の
心
情
に
接
近
し
、
一
体
化
す
る
。
そ
れ

は
、
「
女
」
が
、
宮
に
対
す
る
募
る
思
い
に
心
を
痛
め
、
宮
か
ら
の
愛
に
心
と

き
め
き
、
共
に
語
ら
う
喜
び
に
う
ち
震
え
る
1

そ
ん
な
時
に
起
こ
る
現
象
な

の
で
あ
る
。
地
の
文
に
於
い
て
客
観
的
叙
述
を
保
ち
き
れ
ず
、
し
ば
し
ば
「
女
」

の
心
の
奥
に
入
り
こ
み
、
そ
の
内
面
感
情
を
吐
露
す
る
『
和
泉
式
部
日
記
』
の

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

「
語
り
手
」
は
、
心
理
的
に
極
め
て
「
女
」
に
近
い
位
置
に
い
る
と
言
え
よ
う
。

こ
う
し
た
語
り
の
特
質
か
ら
考
え
て
み
る
と
、
本
稿
で
想
定
し
た
「
語
り
手
」

な
る
も
の
を
「
作
者
」
と
重
ね
て
考
え
る
な
ら
ば
、
実
に
理
解
し
易
い
よ
う
に

(15) 

思
わ
れ
る
。
現
在
主
流
と
な
り
つ
つ
あ
る
自
作
説
の
立
場
を
と
る
諸
氏
の
ほ
と

ん
ど
も
、
こ
う
し
た
内
部
徴
証
に
、
そ
の
論
拠
を
求
め
て
お
ら
れ
る
。
し
か

し
、
主
人
公
に
対
す
る
思
い
入
れ
が
非
常
に
深
い
第
三
者
の
作
で
あ
る
な
ら
ば

こ
の
程
度
の
叙
述
は
あ
り
得
る
だ
ろ
う
、
と
い
う
反
論
も
認
め
ざ
る
を
得
な

い
。
平
田
喜
信
氏
は
、
『
和
泉
式
部
続
集
』
の
日
次
詠
歌
群
の
方
法
の
延
長
上

(16) 

に
『
和
泉
式
部
日
記
』
を
位
置
づ
け
て
お
ら
れ
る
が
、
そ
う
し
た
外
部
か
ら
の

考
証
と
本
稿
の
内
部
考
証
と
の
接
点
が
見
出
し
得
た
と
き
、
初
め
て
「
作
者
」

に
つ
い
て
の
論
及
が
可
能
に
な
る
に
相
違
な
い
。

(

1

)

大
野
晋
「
基
本
語
彙
に
関
す
る
二
三
の
研
究
ー
日
本
の
古
典
文
学
作
品
に
於

け
る
ー
」
（
『
国
語
学
』
二
四
、
昭
3
1
.
3
)
。

(
2
)
前
掲
の
大
野
氏
論
文
•
第
七
表
〈
古
典
作
品
の
品
詞
別
語
彙
数
と
そ
の
相
互
比

較
一
覧
〉
に
よ
れ
ば
、
形
容
詞
比
率
は
、
土
佐
日
記
六
・
六
％
、
竹
取
物
語
六
・

九
％
、
枕
草
子
六
・
九
％
、
源
氏
物
語
七
・
七
％
、
紫
式
部
日
記
八
・
一
％
、
讃

岐
典
侍
日
記
六
•
五
％
で
あ
る
が
、
安
藝
直
子
「
「
和
泉
式
部
日
記
」
試
論
ー
形

容
詞
・
形
容
動
詞
を
通
し
て
見
た
ー
」
（
『
学
習
院
大
学
国
語
国
文
学
会
誌
』
二
四
、

昭
5
6
.
2
)に
よ
る
と
、
和
泉
式
部
日
記
で
は
一0
•
八
％
に
の
ぽ
る
高
値
を
占

め
て
い
る
。

(
3
)
こ
の
日
記
に
は
、
自
作
•
他
作
に
関
わ
ら
ず
「
物
語
性
」
が
認
め
ら
れ
て
い
る

の
は
周
知
の
こ
と
で
あ
る
。
鈴
木
一
雄
・
円
地
文
子
『
全
講
和
泉
式
部
日
記
改

訂
版
』
（
昭
5
8
.
1
0
、
至
文
堂
）
解
説
。

(

4

)

本
文
は
、
遠
藤
嘉
基
校
注
・
岩
波
古
典
大
系
本
に
よ
る
。
以
下
の
引
用
例
も
同

様
で
あ
る
。

(
5
)

「
あ
か
し
」
は
、
状
態
性
形
容
詞
と
考
え
る
の
が
普
通
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は

「
い
と
」
と
い
う
副
詞
が
冠
せ
ら
れ
て
い
る
。
上
代
に
於
い
て
「
「
イ
と
」
は
、
さ

う
し
た
動
作
・
作
用
の
あ
り
か
た
、
ま
た
‘
―
つ
の
情
態
の
過
当
で
あ
る
こ
と
を

多
少
の
主
観
的
判
断
を
ま
じ
え
て
い
ふ
も
の
で
あ
り
、
さ
ら
に
こ
れ
の
母
音
交
替

形
で
あ
る
「
イ
ト
」
に
い
た
っ
て
は
、
こ
の
主
観
的
な
面
を
さ
ら
に
つ
よ
め
て
、

ひ
と
つ
の
事
態
を
強
調
な
い
し
感
動
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
そ
へ
て
表
現
す
る
に
い
た

っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
」
、
「
平
安
時
代
以
後
の
「
い
と
」
は
、
前
述
の
「
イ
と
」

に
相
当
す
る
意
味
の
も
の
も
ふ
く
ま
れ
て
は
ゐ
る
が
、
し
か
し
そ
の
お
ほ
く
は
、

む
し
ろ
「
イ
ト
」
の
性
格
を
つ
よ
く
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
感
動
詞
に
ち
か
い
場

合
も
あ
る
」
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
（
阪
倉
篤
義
『
語
構
成
の
研
究
』
昭
41
、
角
川

書
店
）
「
あ
か
し
」
は
、
「
い
と
」
が
冠
せ
ら
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
詠
嘆
に
近
い
感

動
の
表
現
、
す
な
わ
ち
、
情
意
に
重
点
が
置
か
れ
た
表
現
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、

情
意
性
形
容
詞
の
範
疇
に
含
め
て
考
え
る
。

(
6
)

諸
注
釈
書
を
見
る
と
、
玉
井
幸
助
・
尾
崎
知
光
・
遠
藤
嘉
基
・
鈴
木
一
雄
・
野

村
精
一
の
諸
氏
が
「
地
の
文
」
説
で
あ
る
の
に
対
し
、
五
十
嵐
カ
・
山
岸
徳
平
・

藤
岡
忠
美
•
清
水
文
雄
・
小
松
登
美
の
諸
氏
が
「
会
話
文
」
説
で
あ
る
。

(

7

)

遠
藤
嘉
基
「
会
話
文
か
地
の
文
か
」
（
所
収
『
新
講
和
泉
式
部
物
語
』
昭
3
7
.

9
、
塙
書
房
）
。

(
8
)

鈴
木
一
雄
・
円
地
文
子
『
全
講
和
泉
式
部
日
記
改
訂
版
』
（
前
掲
）
。

(

9

)

小
山
敦
子
「
「
の
」
「
が
」
「
は
」
の
使
い
分
け
に
つ
い
て
ー
展
成
文
法
理
論
の
日
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本
語
へ
の
造
用
ー
」
（
『
国
語
学
』
六
六
、
昭
4
1
.
9
)
。

(10)

よ
り
一
般
的
に
は
、
「
情
意
性
述
語
に
は
、
情
意
の
主
者
が
常
に
一
人
称
「
我
」

と
し
て
意
味
的
に
潜
ん
で
い
る
」
（
川
端
善
明
「
用
言
」
、
所
収
『
岩
波
講
座
日
本

語
文
法
ー
』
昭
5
1
.
1
2
、
岩
波
書
店
）
と
さ
れ
る
。

(
1
1
)

上
野
英
二
「
物
語
の
言
語
行
為
ー
源
氏
の
も
の
が
た
り
ー
」
（
『
国
語
国
文
』
五

四
巻
八
号
、
昭
6
0
.
8
)
。

(12)

清
水
好
子
『
源
氏
物
語
の
文
体
と
方
法
』
（
昭
55
、
東
京
大
学
出
版
会
）
。

(13)

本
文
は
、
山
岸
徳
平
氏
校
注
・
岩
波
古
典
大
系
本
に
よ
る
。

(14)

藤
岡
忠
美
校
注
・
訳
『
日
本
古
典
文
学
全
集
和
泉
式
部
日
記
』
（
昭
4
6
.
6
、

小
学
館
）
頭
注
。

(15)

鈴
木
一
雄
・
円
地
文
子
『
全
講
和
泉
式
部
日
記
改
訂
版
』
（
前
掲
）
。

(16)

平
田
喜
信
「
和
泉
式
部
日
記
と
続
集
日
次
詠
歌
群
」
（
所
収
『
和
歌
と
中
世
文

学
』
昭
5
2
.
3
、
東
京
教
育
大
学
中
世
文
学
談
話
会
）
。

（
栃
木
県
立
小
山
園
芸
高
校
教
諭
）
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