
紫
式
部
日
記
の
消
息
文

原
　
　
田

敦
　
　
子

　
従
来
紫
式
部
日
記
に
関
す
る
研
究
は
、
現
存
日
記
は
残
欠
か
否
か
、
現
存
日

記
に
は
果
し
て
消
息
文
が
混
入
し
て
い
る
の
か
、
こ
の
二
点
に
関
す
る
論
議
に

そ
の
多
く
を
費
し
て
き
た
。
こ
れ
ら
形
態
に
関
す
る
問
題
に
っ
い
て
は
、
既
に

論
が
出
っ
く
し
た
感
が
あ
り
、
近
年
は
、
相
拮
抗
し
矛
盾
す
る
説
を
合
理
的
に

統
一
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
論
議
を
収
束
す
る
方
向
に
向
か
っ
て
い
る
よ
う
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ｏ
　
　
　
　
　
＠

あ
る
。
な
か
で
も
消
息
文
混
入
に
関
し
て
今
井
卓
爾
、
秋
山
度
両
氏
に
よ
っ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

主
張
さ
れ
、
曽
沢
太
吉
、
森
重
敏
両
氏
に
よ
っ
て
積
極
的
に
推
進
さ
れ
た
書
簡

体
仮
托
説
は
、
形
態
論
に
創
作
意
識
の
内
奥
か
ら
光
を
あ
て
た
論
と
し
て
、
最

近
と
み
に
有
力
視
さ
れ
る
に
至
っ
た
。
が
、
し
か
し
、
こ
の
説
に
よ
っ
て
す
べ

て
の
問
題
が
氷
解
し
た
訳
で
は
無
論
な
い
。
以
下
の
拙
論
で
は
、
こ
の
書
簡
休

仮
托
説
を
検
討
し
つ
つ
、
消
息
文
の
問
題
に
関
し
て
い
さ
さ
か
の
私
見
を
述
べ

て
、
大
方
の
御
批
判
を
仰
ぎ
た
い
と
思
う
。

紫
式
部
日
記
の
消
息
文

　
現
存
紫
式
部
日
記
が
大
き
く
言
っ
て
ほ
ぼ
左
記
の
よ
う
な
三
つ
の
部
分
に
分

け
ら
れ
る
こ
と
は
、
従
来
諸
家
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
Ｈ
　
冒
頭
か
ら
「
こ
の
次
に
」
以
前
ま
で
の
部
分

　
目
　
「
こ
の
次
に
」
で
始
ま
り
、
「
か
く
世
の
人
ご
と
の
う
へ
を
思
ひ
思
ひ
、

　
　
は
て
に
と
ぢ
め
侍
れ
ば
、
…
…
何
せ
む
と
に
か
侍
ら
む
」
の
一
文
を
も
っ

　
　
て
結
ば
れ
る
、
い
わ
ゆ
る
消
息
文
的
部
分

　
目
　
「
十
一
日
の
暁
」
条
か
ら
末
尾
ま
で
の
部
分

　
目
　
の
区
分
に
つ
い
て
は
、
「
こ
の
次
に
」
の
前
後
の
接
続
が
い
か
に
も
な

め
ら
か
で
叙
述
上
の
切
断
が
見
ら
れ
な
い
た
め
、
「
こ
の
次
に
」
以
下
を
消
息

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

文
的
部
分
と
認
め
る
こ
と
に
は
、
異
論
が
提
出
さ
れ
て
い
る
。
そ
も
そ
も
消
息

文
的
部
分
の
範
囲
を
決
定
す
る
こ
と
は
、
消
息
文
を
い
か
な
る
も
の
と
考
え
る

か
と
い
う
点
に
大
き
く
関
わ
っ
て
来
る
の
で
あ
り
、
当
然
そ
の
中
に
消
息
文
混

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
九
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入
非
混
入
の
問
題
を
合
み
こ
む
こ
と
に
な
る
。
従
っ
て
こ
こ
で
は
消
息
文
的
部

分
の
範
囲
を
予
め
決
定
す
る
こ
と
は
避
け
、
仮
説
と
し
て
、
徒
来
多
く
言
わ
れ

て
き
た
「
こ
の
次
に
」
以
下
を
消
息
文
的
部
分
と
認
め
る
説
を
採
っ
て
お
く
。

な
お
、
以
下
Ｈ
を
日
記
的
部
分
◎
、
目
を
同
◎
、
目
を
消
自
岬
文
的
部
分
と
称
す

る
こ
と
と
す
る
。

消
息
文
的
部
分
の
文
章
を
特
徴
づ
け
て
い
る
の
は
、
「
侍
り
」
の
語
が
多
用

さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
消
息
文
的
部
分
は
、
た
と
え
虚
構
に
も
せ
よ
、
明

ら
か
に
特
定
の
一
個
人
を
相
手
ど
っ
て
書
い
て
ゆ
く
体
を
と
っ
て
お
り
、
従
っ

て
こ
こ
に
用
い
ら
れ
た
「
侍
り
」
は
、
そ
の
相
手
に
対
す
る
筆
者
紫
式
部
の
謙

退
の
辞
で
あ
ろ
う
こ
と
は
疑
い
な
い
。
し
か
し
問
題
は
日
記
的
部
分
に
も
「
侍

り
」
が
散
見
さ
れ
る
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
が
消
息
文
混
入
非
混
入
に
関
す

る
論
議
を
複
雑
な
も
の
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
両
者
の
執
筆
事
情
を

明
ら
か
に
す
る
た
め
に
は
、
ま
ず
日
記
的
部
分
の
「
侍
り
」
の
性
格
を
分
析
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
読
者
を
推
定
す
る
こ
と
よ
り
始
め
ね
ば
な
ら
な
い
。

日
記
的
部
分
地
の
文
に
は
、
三
十
二
例
の
「
侍
り
」
が
見
ら
れ
る
。

　
Ａ
　
自
己
の
体
験
、
行
為
を
述
べ
る
場
合
　
　
　
　
　
　
　
　
　
計
１
５
例

　
Ｈ
　
見
聞
の
体
験
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
９
例

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
ま
た
つ
つ
み
た
る
物
そ
へ
て
な
ど
ぞ
聞
き
侍
り
し
。
く
は
し
く
は
見
侍
ら
ず
。

　
（
寛
弘
五
・
九
・
十
七
）

　
目
　
言
動
、
思
惟
の
体
験
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
４
例

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
〇

「
こ
の
世
に
は
、
か
う
め
で
た
き
こ
と
、
ま
た
見
給
は
じ
」
と
、
い
ひ
侍
り

し
か
ば
、
…
…
（
同
五
・
九
・
十
五
）

酔
ひ
の
ま
ぎ
れ
を
あ
な
づ
り
き
こ
え
、
ま
た
誰
と
か
は
な
ど
思
ひ
侍
り
て
、

は
か
な
き
こ
と
も
い
ふ
に
、
…
…
（
同
五
・
十
一
・
一
）

目
　
自
己
の
行
為
を
注
記
す
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
２
例

か
け
ま
く
も
い
と
さ
ら
な
れ
ば
、
え
ぞ
か
き
っ
づ
け
侍
ら
ぬ
。
（
同
五
・
九

・
十
七
）

お
の
が
じ
し
家
路
と
い
そ
ぐ
も
、
何
ば
か
り
の
里
人
ぞ
は
と
思
ひ
お
く
ら

る
。
わ
が
身
に
よ
せ
て
は
侍
ら
ず
、
…
…
（
同
五
・
十
一
・
十
七
）

Ｂ
　
自
己
の
感
想
、
判
断
を
述
べ
る
場
合
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
１
２
例

宰
相
の
君
の
、
顔
が
は
り
し
給
へ
る
さ
ま
な
ど
こ
そ
、
い
と
め
づ
ら
か
に

侍
り
し
か
。
（
同
五
・
九
・
十
一
）

く
は
し
く
見
知
ら
ぬ
人
々
な
れ
ば
、
ひ
が
ご
と
も
侍
ら
む
か
し
。
　
（
同
・
五

・
九
・
十
六
）

Ｃ
　
第
三
者
の
状
態
、
動
作
に
つ
い
て
い
う
場
合
　
　
　
　
　
　
　
５
例

↑
り
　
…
…
、
「
あ
な
か
し
こ
あ
な
か
し
こ
」
と
、
本
尊
を
ば
お
き
て
、
手
を

　
お
し
す
り
て
ぞ
よ
ろ
こ
び
侍
り
し
。
　
（
同
五
・
九
・
十
五
）

同
　
藤
三
位
を
は
じ
め
に
て
、
侍
従
の
命
婦
：
・
…
な
ど
ぞ
聞
こ
え
侍
り
し
。

　
（
同
五
・
九
・
十
六
）

い
　
た
だ
馬
の
中
将
ぞ
葡
萄
染
を
着
て
侍
り
し
。
　
（
同
五
・
十
．
十
六
）



　
Ｈ
　
源
式
部
は
、
濃
き
に
、
ま
た
紅
梅
の
綾
ぞ
着
て
侍
る
め
り
し
。
　
（
同
七

　
　
・
一
・
十
五
）

　
鮒
　
ざ
れ
給
ふ
め
り
し
は
て
に
は
、
い
み
じ
き
あ
や
ま
ち
の
い
と
ほ
し
き
こ

　
　
そ
、
見
る
人
の
身
さ
へ
ひ
え
侍
り
し
か
。
（
同
）

　
右
の
例
で
「
侍
り
」
は
、
Ａ
Ｂ
に
お
い
て
は
作
者
自
身
に
関
係
し
て
用
い
ら

れ
て
自
己
の
体
験
、
感
想
、
判
断
な
ど
を
あ
ら
わ
し
、
Ｃ
に
お
い
て
は
第
三
者

の
状
態
、
動
作
を
受
け
る
。
こ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
、
こ
の
Ｃ
の
場
合
で
あ

ろ
う
。
ま
ず
↑
り
は
敦
成
親
王
五
日
の
産
養
の
夜
、
夜
屠
の
僧
が
そ
の
盛
儀
を
見

て
感
激
し
か
つ
喜
ぶ
さ
ま
を
叙
し
て
い
る
が
、
「
よ
ろ
こ
び
侍
り
し
」
は
言
う

ま
で
も
な
く
夜
居
の
僧
の
行
為
を
指
し
て
い
る
。
し
か
し
夜
居
の
僧
の
「
よ
ろ

こ
び
」
は
夜
居
の
僧
だ
け
の
も
の
に
終
ら
ず
、
式
部
に
と
っ
て
も
ま
た
喜
び
で

あ
っ
た
。
現
に
式
部
は
「
こ
の
世
に
は
、
か
う
め
で
た
き
こ
と
、
ま
た
見
給

は
じ
」
と
僧
に
言
い
か
け
て
、
こ
の
答
を
得
て
い
る
の
で
あ
り
、
僧
の
喜
び
は

式
部
に
と
っ
て
ま
さ
に
わ
が
意
を
得
た
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
。
右
の
「
侍
り
」

は
、
僧
の
言
動
を
自
分
自
身
に
ひ
き
寄
せ
、
自
己
の
体
験
と
し
て
語
っ
て
い
る

の
で
あ
る
。
向
の
「
聞
こ
え
侍
り
し
」
の
主
語
は
、
藤
三
位
を
は
じ
め
と
す
る

「
う
へ
人
ど
も
」
で
あ
る
が
、
こ
こ
の
叙
述
の
重
点
は
、
公
的
に
称
さ
れ
て
い
る

内
裏
女
房
の
名
を
、
公
的
権
威
に
対
す
る
謙
譲
を
示
し
っ
っ
、
そ
の
よ
う
に
判

断
乃
至
は
推
定
し
た
式
部
の
側
に
あ
る
。
土
伽
門
殿
を
訪
れ
た
内
裏
女
房
の
名

が
ス
ト
レ
ー
ト
に
列
記
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
内
衷
女
房
の
名
が
式
部
に
よ
っ

　
　
　
　
　
　
紫
式
部
日
記
の
消
息
文

て
そ
の
よ
う
に
認
識
さ
れ
た
こ
と
を
示
す
の
が
「
侍
り
」
で
あ
る
。
そ
れ
故
に

次
に
、
「
く
は
し
く
見
知
ら
ぬ
人
々
な
れ
ば
、
ひ
が
ご
と
も
侍
ら
む
か
し
」
と

い
う
弁
解
じ
み
た
注
記
が
出
て
く
る
可
能
性
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
い
は
一
条

帝
行
幸
当
日
妖
を
き
そ
っ
て
居
並
ぷ
女
房
達
の
装
束
を
詳
細
に
わ
た
っ
て
述
べ

た
箇
所
で
、
「
表
着
は
、
お
し
わ
た
し
て
蘇
栃
の
織
物
」
な
る
中
に
、
馬
の
中

将
だ
け
が
葡
萄
染
を
着
て
い
た
と
言
う
。
こ
の
前
後
の
叙
述
の
中
で
個
人
の
装

束
に
つ
い
て
記
し
た
の
は
、
こ
の
箇
所
の
み
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
前
後
と
調

和
を
欠
く
形
で
唐
突
に
馬
の
中
将
の
装
束
を
叙
し
た
の
は
、
他
の
女
房
達
と
異

な
っ
た
装
束
を
つ
け
た
馬
の
中
将
の
心
情
に
、
式
部
自
身
何
か
思
う
と
こ
ろ
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
◎

あ
っ
た
か
ら
で
は
な
い
か
。
こ
の
一
文
は
、
神
田
秀
夫
氏
の
言
わ
れ
る
よ
う
な

後
か
ら
の
加
筆
で
は
あ
る
ま
い
。
日
記
の
借
覧
を
許
し
た
相
手
が
馬
の
中
将
の

服
装
に
関
心
を
持
っ
て
い
た
た
め
の
注
記
と
か
、
式
部
個
人
の
興
味
と
か
を
考

え
る
だ
け
で
は
、
こ
の
一
文
の
前
後
と
著
し
く
調
和
を
欠
く
あ
り
方
や
、
「
た

だ
馬
の
中
将
ぞ
」
と
い
う
異
様
に
吸
引
力
の
あ
る
表
象
へ
の
解
答
と
は
な
り
得

な
い
。
こ
の
表
象
は
、
式
部
の
内
奥
と
馬
の
中
将
の
そ
れ
と
の
か
か
わ
り
合
い

を
示
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
形
で
し
か
表
現
し
え
な
か
っ
た
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
が

は
、
お
そ
ら
く
式
部
の
苦
い
心
　
　
帝
行
幸
と
い
う
晴
の
場
に
、
た
だ
一
人
他

と
か
け
離
れ
た
色
の
装
束
で
列
席
し
た
馬
の
中
将
の
異
和
感
乃
至
は
恥
の
感
情

を
、
式
部
は
ま
た
自
己
の
も
の
と
し
て
所
有
し
痛
み
を
感
じ
た
－
で
あ
っ
た

の
で
は
な
い
か
。
こ
れ
と
よ
く
似
た
箏
情
の
も
と
に
書
か
れ
た
の
が
Ｈ
の
例
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
一
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あ
る
。
敦
良
親
王
御
五
十
日
の
儀
に
お
い
て
、
袖
ぐ
ち
の
あ
は
ひ
の
よ
く
な
い

女
房
を
宰
相
の
君
が
批
判
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
式
部
は
む
き
に
な
っ
て
批
判

さ
れ
た
女
房
を
弁
護
し
、
つ
い
に
は
、

　
織
物
な
ら
ぬ
を
わ
ろ
し
と
に
や
。
そ
れ
あ
な
が
ち
の
こ
と
。
顕
護
な
る
に
し

　
も
こ
そ
、
と
り
あ
や
ま
ち
の
ほ
の
見
え
た
ら
む
そ
ば
め
を
も
え
ら
せ
給
ふ
べ

　
け
れ
、
衣
の
劣
り
ま
さ
り
は
い
ふ
べ
き
こ
と
な
ら
ず
。

と
逆
襲
し
て
い
る
。
こ
こ
に
お
い
て
も
式
部
は
、
装
束
を
批
判
さ
れ
た
女
房
に

同
じ
宮
仕
え
人
と
し
て
の
共
感
を
示
し
、
そ
の
故
に
心
な
い
披
判
を
ま
さ
に
我

が
事
と
し
て
受
取
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
鮒
の
「
見
る
人
の
身
さ
へ
ひ
え
侍
り

し
か
」
の
「
見
る
人
」
と
は
、
式
部
を
含
む
そ
の
場
の
人
々
を
さ
す
。
と
い
う

よ
り
も
む
し
ろ
、
式
部
自
身
に
照
準
が
あ
わ
さ
れ
た
語
と
言
え
よ
う
。
右
大

臣
の
失
策
に
身
を
ひ
や
し
た
の
は
誰
よ
り
も
ま
ず
式
部
で
あ
り
、
従
っ
て
「
侍

り
」
は
「
見
る
人
」
と
式
部
自
身
の
距
離
が
ゼ
ロ
で
あ
る
こ
と
を
示
す
の
で
あ

る
。　

右
の
分
析
に
よ
れ
ば
、
「
侍
り
」
は
い
ず
れ
も
対
象
を
作
者
す
な
わ
ち
話
手

の
側
に
属
す
る
も
の
と
し
て
と
ら
え
、
そ
れ
を
更
に
公
に
表
明
す
る
と
こ
ろ
に

用
い
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
「
公
な
る
も
の
」
と
「
私
な
る
も
の
」
と
の
襲
点
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
¢

「
侍
り
」
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
既
に
阪
倉
篤
義
氏
は
「
侍
り
」
の
性
格
に
つ

い
て
、
「
話
手
の
、
自
ら
謹
し
み
深
く
へ
り
下
る
態
度
に
基
く
、
絶
対
謙
称
に

近
い
表
現
」
と
規
定
さ
れ
、
主
体
の
敬
意
は
漠
然
と
何
か
し
ら
大
き
な
も
の
に
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向
け
ら
れ
て
お
り
、
特
に
限
定
さ
れ
た
聞
手
に
対
す
る
敬
意
と
い
う
こ
と
は
、

必
ず
し
も
直
接
に
は
意
識
に
上
っ
て
い
な
か
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
論

を
更
に
発
展
さ
せ
た
『
紫
式
部
日
記
新
釈
』
（
以
下
『
新
釈
』
と
賂
す
）
の
「
漢

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

然
た
る
公
へ
の
敬
意
と
そ
れ
に
対
す
る
話
手
・
書
手
の
私
的
な
謙
退
」
と
す
る

見
解
は
、
首
肯
さ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
先
に
検
討
し
た
個
々
の
用
法
か
ら
し

て
、
日
記
的
部
分
の
「
侍
り
」
は
、
こ
の
「
侍
り
」
の
本
来
的
な
性
格
を
示
し

て
い
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
「
侍
り
」
は
特
定
の
個
人
を
相
手
ど
っ
て
書

か
れ
た
も
の
で
も
、
ま
た
後
に
加
筆
さ
れ
た
も
の
で
も
な
く
、
当
初
か
ら
日
記

的
部
分
に
存
し
、
こ
の
部
分
が
漠
然
た
る
公
、
す
な
わ
ち
不
特
定
多
数
の
読
者

を
意
識
し
て
書
か
れ
た
こ
と
を
、
用
語
の
面
か
ら
主
張
す
る
の
で
あ
る
。

　
行
事
記
録
を
な
さ
ん
と
す
る
作
者
は
、
当
時
の
手
控
え
と
記
憶
を
も
と
に
し

て
、
往
時
の
盛
儀
の
さ
ま
を
い
き
い
き
と
再
現
し
よ
う
と
す
る
。
御
産
記
事
を

中
心
と
す
る
行
事
記
録
の
緊
張
感
は
、
事
件
当
時
の
事
実
と
、
執
筆
時
の
作
者

の
異
常
な
ま
で
に
強
い
事
実
へ
の
興
味
な
ら
び
に
人
間
へ
の
関
心
が
引
き
合
う

こ
と
に
よ
っ
て
現
出
し
た
。
事
実
の
中
に
没
入
し
て
ゆ
く
と
き
、
作
者
は
事
件

当
時
の
現
在
に
立
ち
、
あ
た
か
も
事
件
の
進
行
と
同
時
に
筆
が
進
捗
し
て
ゆ
く

形
で
叙
述
を
進
め
ね
ば
な
ら
な
い
。
行
事
次
第
の
叙
述
に
現
在
形
が
多
用
さ
れ

る
所
以
で
あ
る
。

　
他
方
、
心
情
告
白
を
な
さ
ん
と
す
る
作
者
は
、
記
憶
の
糸
を
た
ぐ
り
寄
せ
て

当
時
の
心
情
に
立
ち
到
り
そ
の
中
に
没
入
し
っ
つ
、
執
筆
時
点
の
心
情
を
も
か



ら
み
合
わ
せ
て
、
独
自
の
思
念
を
紡
ぎ
出
し
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
従
っ
て
叙
述

は
や
は
り
現
在
形
を
と
る
こ
と
に
な
る
。

　
こ
こ
に
注
目
す
べ
き
は
、
「
侍
り
」
の
語
が
右
の
よ
う
な
行
事
次
第
の
叙
述

の
中
に
も
、
ま
た
自
己
内
面
の
告
白
の
中
に
も
立
ち
あ
ら
わ
れ
て
来
な
い
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
日
記
的
部
分
に
お
い
て
「
侍
り
」
が
用
い
ら
れ
る
の
は
、
む

し
ろ
こ
の
よ
う
な
緊
張
が
弛
緩
し
た
場
所
で
あ
る
。
事
実
の
記
述
あ
る
い
は
心

情
の
告
白
に
一
く
ぎ
り
が
つ
い
て
緊
張
が
弛
緩
し
た
と
き
、
感
想
を
述
べ
て
一

連
の
叙
述
の
ま
と
め
と
し
た
り
、
自
己
の
行
為
に
補
注
を
加
え
た
り
、
執
筆
時

点
か
ら
立
ち
か
え
っ
て
回
想
的
に
体
験
を
記
し
た
り
等
次
、
対
象
に
没
入
し
て

い
た
作
者
が
そ
の
対
象
か
ら
時
間
を
隔
て
た
場
所
に
い
る
自
己
と
、
対
象
と
は

そ
の
自
己
を
隔
て
た
対
処
に
い
る
公
の
読
者
を
意
識
に
上
せ
た
と
き
、
「
侍
り
」

が
用
い
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
三
十
二
に
の
ぼ
る
「
侍
り
」
の
用
例
中
実
に
二
十

一
例
が
下
に
過
去
の
助
動
詞
「
き
」
を
伴
う
こ
と
が
、
こ
の
間
の
事
情
を
よ
く

あ
ら
わ
し
て
い
る
。
周
知
の
よ
う
に
、
「
き
」
は
回
想
・
伝
聞
の
「
け
り
」
と

異
な
り
、
自
己
の
直
接
体
験
を
あ
ら
わ
す
助
動
詞
と
言
わ
れ
て
い
る
。
「
侍
り

き
」
と
は
、
ま
さ
に
自
己
の
体
験
を
私
的
な
も
の
と
し
て
、
公
の
読
者
の
前
に

謙
退
す
る
表
現
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
＠

　
根
来
司
氏
は
、
紫
式
部
日
記
日
記
的
部
分
の
地
の
文
に
お
け
る
「
侍
り
」
と

「
き
」
の
結
合
が
、
消
息
文
的
部
分
や
枕
草
子
・
蜻
蛉
日
記
・
源
氏
物
語
の
会

話
文
中
の
そ
れ
と
比
べ
て
著
し
く
多
い
こ
と
を
指
摘
さ
れ
て
、
こ
の
日
記
の
よ

　
　
　
　
　
　
紫
式
都
日
記
の
消
息
文

う
な
実
録
日
記
を
た
だ
「
き
」
で
記
述
し
て
い
く
と
話
主
で
あ
る
作
者
の
主
観

が
強
く
出
す
ぎ
る
の
で
、
「
侍
り
」
を
添
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
主
観
が
あ
ら
わ

に
出
る
の
を
押
え
た
の
で
あ
ろ
う
と
さ
れ
、
「
作
り
物
語
の
源
氏
物
語
と
は
ち
が

っ
た
実
録
日
記
の
紫
式
部
日
記
に
お
い
て
は
、
話
主
が
作
中
場
面
か
ら
離
脱
し

て
自
分
で
自
分
の
姿
を
な
が
め
る
と
い
う
『
離
れ
』
（
轟
｝
０
弐
Ｏ
｛
変
彗
８
）

が
こ
の
『
侍
り
き
』
式
の
表
現
を
と
ら
せ
、
こ
の
表
現
に
よ
っ
て
語
り
場
面

を
作
っ
て
い
る
」
生
言
わ
れ
た
。
「
侍
り
」
が
語
り
の
場
面
を
作
っ
て
い
る
と

の
根
来
氏
の
御
指
摘
は
当
を
得
た
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
に
は
氏
の
言
わ
れ

る
よ
う
な
主
観
性
客
観
性
の
側
面
の
み
で
は
な
く
、
素
材
と
話
手
、
聞
手
の
公

私
の
関
係
と
、
そ
の
関
係
か
ら
よ
っ
て
来
た
る
尊
敬
、
謙
譲
の
観
念
を
導
入
し

な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
我
が
身
の
上
を
書
き
記
す
こ
と
を
本
旨
と
す
る
日
記
文

学
が
、
い
ず
れ
も
か
な
り
強
い
読
者
意
識
を
も
っ
て
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
っ

い
て
は
、
し
ば
し
ば
論
じ
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
そ
の
中
で
ひ
と
り
紫
式

部
日
記
の
み
が
日
記
的
部
分
地
の
文
に
「
侍
り
」
を
用
い
て
い
る
の
は
、
こ
の
部

分
が
主
家
の
要
請
に
よ
っ
て
そ
の
栄
華
の
記
録
と
し
て
書
き
出
さ
れ
た
準
公
的

　
　
　
　
　
ゆ

な
日
記
で
あ
り
、
そ
れ
が
た
め
に
他
の
作
品
に
比
し
て
よ
り
明
確
に
公
の
読
者

を
意
識
の
中
に
組
み
こ
ま
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
、
と
い
う
執
筆
事
情
と
無
関
係

で
は
あ
る
ま
い
。
日
記
的
部
分
の
「
侍
り
」
こ
そ
は
、
紫
式
部
の
準
公
的
日
記

の
作
者
と
し
て
の
意
識
を
あ
ら
わ
に
し
た
も
の
な
の
で
あ
る
。

九
三



紫
式
部
日
記
の
消
息
文

二

　
『
新
釈
』
は
、
日
記
的
部
分
は
聞
手
、
読
ま
せ
る
べ
き
相
手
が
当
然
公
－

つ
ま
り
特
定
な
ら
ぬ
不
定
の
複
数
者
で
あ
る
限
り
に
お
い
て
、
「
で
あ
る
」
体

で
あ
り
、
消
息
文
的
部
分
は
、
特
定
の
一
個
別
者
を
私
に
　
　
つ
ま
り
閉
鎖
的

に
聞
手
、
読
手
と
し
て
相
手
ど
る
限
り
に
お
い
て
、
一
応
「
で
す
、
ま
す
」
体

に
当
る
と
さ
れ
、
「
侍
り
」
の
公
私
対
立
の
本
来
的
な
敬
語
意
識
で
一
貫
し
う
る

底
の
幅
の
広
さ
が
、
日
記
的
部
分
か
ら
消
息
文
へ
の
移
行
を
容
易
な
ら
し
め
た

と
説
か
れ
た
。
更
に
「
消
息
文
は
、
消
息
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
日
記
的
部
分

に
お
け
る
式
部
個
人
の
感
想
・
見
解
の
行
き
っ
く
べ
き
魂
の
告
白
で
あ
り
、
ほ

と
ん
ど
一
っ
の
遺
書
的
な
性
格
を
さ
え
も
も
つ
」
と
言
い
、
消
息
文
混
入
を
否

定
さ
れ
る
と
共
に
、
こ
の
よ
う
な
内
容
の
赤
裸
々
さ
、
辛
辣
さ
、
深
刻
さ
を
や

わ
ら
げ
よ
う
と
し
て
と
ら
れ
た
の
が
、
消
息
の
形
式
に
仮
托
し
た
書
簡
体
で
あ

る
と
さ
れ
て
い
る
。
「
侍
り
」
の
性
格
に
関
す
る
限
り
、
日
記
的
部
分
か
ら
消

息
文
的
部
分
へ
の
移
行
を
右
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
は
可
能
で
あ
ろ
う
。
が
、

し
か
し
、
作
晶
に
立
ち
向
か
う
作
者
の
基
本
的
姿
勢
が
そ
れ
を
許
す
か
否
か

は
、
自
ら
問
題
が
別
で
あ
る
。

　
た
し
か
に
日
記
的
部
分
と
消
息
文
的
部
分
に
は
、
人
間
観
察
や
自
己
内
心
の

述
懐
に
共
通
点
が
多
く
見
出
さ
れ
る
。
が
、
あ
く
ま
で
準
公
的
な
日
記
で
あ
る

と
の
た
て
ま
え
を
外
に
向
か
っ
て
堅
持
し
っ
つ
、
行
事
記
録
の
間
隙
を
縫
っ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
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そ
の
よ
う
な
表
出
を
行
な
っ
て
ゆ
く
こ
と
と
、
人
物
批
評
や
内
心
の
述
懐
を
正

面
に
す
え
、
そ
の
表
出
を
支
障
な
く
行
な
う
た
め
に
私
信
を
装
う
こ
と
と
の
問

に
は
、
同
じ
く
作
者
内
面
の
告
白
で
あ
り
な
が
ら
、
作
品
へ
の
形
象
化
の
過
程

に
お
い
て
大
き
な
断
層
が
存
す
る
。
消
息
文
的
部
分
は
作
者
の
自
己
を
核
と
し

て
、
自
ら
の
思
念
を
作
者
の
内
面
に
存
す
る
秩
序
に
従
っ
て
随
想
的
に
紡
ぎ
出

し
た
も
の
で
あ
り
、
日
記
的
部
分
が
外
的
世
界
を
そ
の
有
す
る
秩
序
の
も
と
に

記
録
す
る
こ
と
を
旨
と
し
て
い
た
の
と
は
、
作
品
に
立
ち
向
か
う
作
者
の
基
本

的
姿
勢
を
異
に
す
る
の
で
あ
る
。
公
的
行
事
記
録
の
作
者
の
よ
っ
て
立
つ
べ
き

論
理
は
、
何
よ
り
も
ま
ず
外
的
事
実
と
公
の
読
者
の
存
在
に
よ
っ
て
規
制
さ
れ

る
は
ず
で
あ
り
、
公
的
作
者
が
文
章
の
形
と
し
て
は
も
っ
と
も
私
的
な
書
簡
体

を
と
り
つ
っ
、
行
事
記
録
を
傍
に
押
し
や
っ
て
、
自
己
の
内
的
要
求
に
従
っ
た

叙
述
を
展
開
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
同
時
に
ま

た
、
日
記
の
執
筆
を
要
請
し
た
主
家
に
対
す
る
背
反
で
も
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　
ま
た
『
新
釈
』
は
消
息
文
的
部
分
か
ら
日
記
的
部
分
◎
へ
の
移
行
に
つ
い
て
、

第
一
人
称
的
性
各
の
深
化
の
行
き
つ
い
た
消
息
文
の
結
尾
か
ら
ふ
た
た
び
深
化

以
前
の
日
記
的
部
分
に
た
ち
戻
る
と
こ
ろ
は
、
断
層
が
深
す
ぎ
る
と
い
う
止
む

を
え
な
い
形
に
な
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
が
、
果
し
て
そ
う
で
あ
ろ
う
か
。

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

　
ひ
す
て
ぬ
心
の
、
さ
も
深
う
侍
る
べ
き
か
な
。
何
せ
む
と
に
か
侍
ら
む
。

こ
こ
ま
で
自
他
を
批
判
し
追
求
し
て
き
た
以
上
、
最
早
何
を
言
う
こ
と
が
あ
ろ



う
か
。
「
何
せ
む
と
に
か
侍
ら
む
」
は
、
自
己
矛
盾
を
究
極
ま
で
迫
求
し
来
た

っ
た
式
部
が
、
な
お
ま
だ
存
す
る
自
己
矛
盾
を
発
見
し
て
発
し
た
叫
び
で
は
な

か
っ
た
ろ
う
か
。
右
の
消
息
文
的
部
分
末
尾
の
一
文
は
、
ど
う
考
え
て
も
一
連

の
叙
述
を
終
え
る
形
と
し
か
考
え
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
っ
て
、
ふ
た
た
び
日
記

的
部
分
の
行
事
記
録
に
立
ち
帰
る
こ
と
な
ど
は
到
底
許
さ
な
い
、
峻
厳
な
「
は

て
の
と
ぢ
め
」
な
の
で
あ
る
。

　
更
に
書
簡
体
仮
託
の
た
め
に
用
い
ら
れ
た
と
さ
れ
る
虚
構
な
ら
び
に
技
巧
に

つ
い
て
、
付
言
し
て
お
き
た
い
。

　
さ
れ
ど
、
っ
れ
づ
れ
に
お
は
し
ま
す
ら
む
、
ま
た
つ
れ
づ
れ
の
心
を
御
覧
ぜ

　
よ
。
ま
た
、
お
ぼ
さ
む
こ
と
の
、
い
と
か
う
や
く
な
し
ご
と
お
ほ
か
ら
ず
と

　
も
、
書
か
せ
給
へ
。
兄
給
へ
む
。
夢
に
て
も
散
り
侍
ら
ば
、
い
と
い
み
じ
か

ら
む
。
耳
も
お
ほ
く
ぞ
侍
る
。

こ
の
こ
ろ
反
故
も
み
な
破
り
焼
き
う
し
な

　
ひ
、
ひ
ひ
な
な
ど
の
屋
っ
く
り
に
こ
の
春
し
侍
り
に
し
後
、
人
の
文
も
侍
ら

　
刊
、
紙
に
わ
ざ
と
書
か
じ
と
思
ひ
侍
る
ぞ
、
．
パ
、
ど
や
っ
れ
た
合
。
こ
と
わ
ろ

　
き
か
た
に
は
侍
ら
ず
、
こ
と
さ
ら
に
よ
。
御
覧
じ
て
は
疾
う
た
ま
は
ら
む
。

　
え
読
み
侍
ら
ぬ
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
、
文
字
お
と
し
ぞ
侍
ら
む
。
そ
れ
は
、
何
か

　
は
、
御
覧
じ
も
漏
ら
さ
せ
給
へ
か
し
。

　
右
の
文
言
が
『
新
釈
』
の
一
、
、
〕
わ
れ
る
ご
と
く
「
ひ
た
す
ら
に
消
息
の
内
容
を

特
定
の
誰
れ
か
に
だ
け
示
し
、
他
へ
は
秘
匿
す
る
の
だ
と
い
う
形
を
と
っ
た
、

何
と
も
念
入
り
な
虚
構
以
外
の
も
の
で
は
な
い
」
と
す
る
な
ら
ば
、
傍
線
箇
所

　
　
　
　
　
　
紫
式
部
日
記
の
消
息
文

も
虚
構
と
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
が
そ
れ
に
し
て
は
こ
の
部
分
の
記

述
は
リ
ア
リ
テ
ィ
に
富
み
、
か
え
っ
て
虚
構
と
し
て
考
え
る
と
き
、
趣
向
が
過

ぎ
て
余
り
に
も
そ
ら
ぞ
ら
し
く
感
じ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
ま
た
『
新
釈
』
は
、
日
記
全
体
を
通
じ
て
「
聞
え
さ
す
」
「
御
覧
ず
」
「
お
は

し
ま
す
」
「
思
す
」
「
せ
た
ま
ふ
」
「
賜
ふ
」
等
の
敬
語
に
よ
っ
て
遇
さ
れ
る
最

高
尊
貴
者
は
、
い
ず
れ
も
消
息
文
の
相
手
と
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
消
息
文
的
部
分
の
直
接
的
な
消
息
体
表
現
の
箇
所
に
こ
の
よ
う
な

敬
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
の
は
、
式
部
が
こ
の
消
息
体
の
文
章
は
実
は
消
息
で

は
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
暗
示
し
た
も
の
だ
と
言
わ
れ
る
。
し
か
し
会
話
文
や

消
息
文
に
あ
っ
て
は
、
相
手
に
対
す
る
敬
語
が
地
の
文
に
比
し
て
一
段
と
上
位

の
も
の
に
な
る
こ
と
は
同
書
の
指
摘
さ
れ
る
通
り
で
、
書
簡
体
の
敬
意
の
軽
重

と
日
記
的
部
分
地
の
文
の
そ
れ
と
を
同
断
に
扱
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
消
息
文

に
は
、
む
し
ろ
こ
の
よ
う
な
敬
語
の
用
法
が
普
通
だ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う

か
。
た
と
え
ば
蜻
輪
日
記
中
巻
で
は
、
「
な
ま
し
ぞ
く
だ
っ
人
」
か
ら
道
綱
母

へ
の
文
に
「
か
く
て
お
は
し
ま
す
を
み
給
へ
を
き
て
」
、
「
あ
が
き
み
、
ふ
か
く

も
の
お
ぼ
し
み
だ
る
べ
か
め
る
か
な
」
、
下
巻
に
お
い
て
は
右
馬
頭
遠
度
か
ら
甥

の
右
馬
助
道
綱
へ
の
消
息
に
、
「
雨
間
侍
ら
ば
、
た
ち
よ
ら
せ
給
へ
、
き
こ
え
さ

一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
　
一
一
＠

す
べ
き
こ
と
な
ん
あ
る
、
上
に
は
『
：
・
…
』
と
執
り
申
さ
せ
給
へ
」
な
ど
と
、

高
度
の
敬
語
表
現
が
な
さ
れ
て
い
る
。
更
に
「
御
覧
じ
も
漏
ら
さ
せ
た
ま
へ
か

し
」
の
ご
と
き
文
法
上
の
破
格
表
現
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
五



　
　
　
　
　
　
紫
式
部
日
記
の
消
息
文

　
「
お
ぼ
し
立
た
せ
給
へ
る
羨
ま
し
さ
は
、
限
り
な
う
」
（
源
氏
物
語
　
賢
木
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
　
・
　
・
　
・
　
・
　
・
　
・
　
　
　
　
・
　
　
　
　
…
　
＠

　
今
朝
は
、
れ
い
の
や
う
に
、
お
ほ
と
の
ご
も
り
起
ぎ
さ
せ
給
ひ
て
、
…
…

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
同
　
若
菜
上
）

の
ご
と
く
他
に
も
実
在
す
る
の
で
あ
っ
て
、
消
息
文
的
部
分
に
こ
の
よ
う
な
破

格
的
表
現
が
あ
る
こ
と
を
も
っ
て
し
て
、
た
だ
ち
に
実
は
別
に
特
定
の
相
手
の

あ
る
消
息
で
は
な
い
の
だ
と
い
う
仮
託
の
か
ら
く
り
を
示
し
た
の
で
あ
る
、
と

論
断
す
る
こ
と
は
危
険
で
あ
ろ
う
。

三

　
書
簡
体
仮
託
説
に
あ
っ
て
は
、
い
か
に
私
信
に
偽
装
さ
れ
て
い
る
と
は
言

え
、
消
息
文
的
部
分
が
公
開
を
前
提
と
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ

る
。
否
、
公
開
を
予
期
し
て
の
消
息
へ
の
仮
託
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
果
し

て
消
息
文
的
部
分
は
、
公
開
さ
る
べ
き
内
容
の
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
か
。

　
　
　
　
　
　
＠

　
安
川
定
男
氏
は
、
「
斎
院
に
、
申
将
の
君
と
い
ふ
人
侍
る
な
り
」
以
下
の
部

分
の
内
容
の
秘
密
性
と
文
章
の
練
度
の
不
足
と
い
う
こ
と
か
ら
、
こ
の
部
分
以

下
が
消
息
文
で
あ
る
と
さ
れ
た
。
消
息
文
の
範
囲
に
関
す
る
氏
の
御
説
に
は
必

ず
し
も
賛
意
を
表
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、
氏
の
言
わ
れ
る
通
り
消
息
文
的
部

分
の
内
容
は
秘
密
性
に
富
み
、
た
と
え
私
信
を
偽
装
し
た
と
こ
ろ
で
、
そ
の
内

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

容
が
世
に
受
け
入
れ
ら
れ
た
と
は
到
底
思
わ
れ
な
い
。
森
一
郎
氏
は
、
斎
院
中

将
の
手
紙
に
対
す
る
式
部
の
反
駁
が
き
わ
め
て
轄
晦
的
な
文
章
で
書
か
れ
て
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
六

て
、
一
見
双
方
を
公
正
に
批
判
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
そ
の
実
式
部
の
真

の
意
図
は
中
宮
御
所
批
判
に
あ
り
、
斎
院
中
将
の
書
簡
に
対
す
る
反
援
も
、
中

宮
御
所
批
判
の
筆
鋒
の
印
象
を
や
わ
ら
げ
る
た
め
の
く
ら
ま
し
に
過
ぎ
な
い
こ

と
を
鋭
く
っ
い
て
お
ら
れ
る
。
式
部
の
意
図
が
当
初
か
ら
中
宮
批
判
に
あ
り
、

中
将
の
君
の
書
簡
に
対
す
る
反
援
は
、
そ
の
批
判
を
言
い
出
す
た
め
の
導
入
あ

る
い
は
く
ら
ま
し
に
過
ぎ
な
か
っ
た
と
は
考
え
難
い
が
、
そ
れ
に
し
て
も
中
将

の
君
に
対
す
る
反
援
や
斎
院
方
批
判
は
た
て
ま
え
で
あ
り
、
中
宮
方
批
判
が
つ

い
つ
い
洩
ら
し
た
本
音
で
あ
っ
た
こ
と
は
察
知
さ
れ
る
。
さ
り
と
て
式
部
が
所

を
か
え
て
斎
院
方
に
出
仕
し
た
と
し
て
も
、
自
ら
の
才
能
を
発
揮
し
、
水
を
得

た
魚
の
よ
う
に
い
き
い
き
と
し
た
女
房
生
活
が
送
れ
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。

要
す
る
に
式
部
に
と
っ
て
批
判
す
べ
き
は
宮
仕
え
生
活
で
あ
り
、
そ
の
批
判
の

筆
鋒
が
た
ま
た
ま
よ
く
内
情
を
知
っ
て
い
る
彰
子
後
宮
に
向
け
ら
れ
た
に
過
ぎ

な
い
の
で
あ
る
。
が
、
文
面
で
は
式
部
は
明
ら
か
に
自
ら
の
属
す
る
彰
子
後
宮

を
批
判
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
彰
子
の
消
極
的
な
性
格
に
不
満
を
洩
ら
し
て
い

る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
文
章
が
外
に
向
か
っ
て
公
開
さ
れ
た
と
は
思
わ
れ

な
い
。

　
こ
れ
に
続
く
三
人
の
才
女
の
批
評
も
、
和
泉
式
部
、
清
少
納
言
に
つ
い
て
は

相
当
き
び
し
い
批
評
に
終
始
し
、
こ
と
に
清
少
納
言
に
っ
い
て
は
そ
の
悲
惨
な

末
路
ま
で
見
通
し
て
、
い
さ
さ
か
も
手
を
ゆ
る
め
る
こ
と
な
く
過
酷
な
追
求
を

行
な
っ
て
い
る
。
ま
た
そ
の
作
歌
に
つ
い
て
は
穏
当
な
批
評
に
終
始
し
た
赤
染



衛
門
に
関
し
て
も

　
丹
波
の
守
の
北
の
方
を
ば
、
宮
殿
な
ど
の
わ
た
り
に
は
、
匡
衡
衛
門
と
ぞ
い

　
ひ
侍
る
。

と
書
き
起
し
て
、
彼
女
が
宮
・
殿
わ
た
り
で
夫
の
た
め
に
絶
え
ず
猟
官
運
動
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

し
て
い
る
こ
と
を
巧
妙
に
皮
肉
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
当
代
一
流
の
三
人
の
才

女
に
対
す
る
式
部
の
批
評
は
、
そ
の
当
人
に
も
、
ま
た
第
三
者
に
も
聞
か
せ
ら

る
べ
き
内
容
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

　
更
に
消
息
文
的
部
分
に
見
ら
れ
る
二
つ
の
自
讃
談
な
い
し
は
「
才
の
さ
か
し

い
で
」
も
、
こ
の
部
分
の
秘
密
性
を
強
調
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
式
部
は
幼
い

時
兄
惟
規
が
漢
籍
を
習
っ
て
い
る
の
を
傍
で
聞
い
て
い
て
、
兄
よ
り
も
早
く
習

得
し
た
と
い
う
。

　
か
の
人
は
お
そ
う
読
み
と
り
、
忘
る
る
と
こ
ろ
を
も
、
あ
や
し
ぎ
ま
で
ぞ
さ

　
と
く
侍
り
し
か
ば
、
…
：
・

の
文
言
か
ら
は
、
父
を
し
て
「
口
惜
し
う
。
男
子
に
て
持
た
ら
ぬ
こ
そ
幸
な
か

り
け
れ
」
と
嘆
か
せ
た
漢
文
の
素
養
に
対
す
る
自
負
が
、
押
え
よ
う
と
し
て
も

押
え
き
れ
ず
顔
を
出
し
て
い
る
。
こ
の
幼
時
の
思
い
出
は
、
式
部
の
精
神
形
成

に
と
っ
て
単
な
る
自
讃
談
に
と
ど
ま
ら
ず
、
よ
り
深
刻
な
意
味
を
有
し
、
式
部

の
そ
の
後
の
人
生
を
も
決
定
し
た
と
思
わ
れ
る
が
、
　
　
そ
し
て
そ
の
故
に
こ

そ
こ
の
箇
所
に
と
り
あ
げ
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
　
　
し
か
し
こ
の
こ
と
は

こ
の
話
が
自
讃
談
で
あ
る
こ
と
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
よ
う
な
話

　
　
　
　
　
　
紫
式
部
日
記
の
消
息
文

を
公
開
さ
れ
る
こ
と
は
、
官
途
に
あ
る
惟
規
に
と
っ
て
も
名
誉
な
こ
と
で
は
な

く
、
式
部
は
兄
及
び
自
分
自
身
の
処
世
上
の
配
慮
か
ら
、
こ
の
話
を
公
に
す
る

こ
と
は
避
け
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
幼
時
の
回
想
談
は
、
や
は
り
ご
く
親
し
い

者
へ
の
打
ち
あ
け
話
、
懐
旧
談
と
考
え
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
更
に
こ
の
話
は
、
才
の
さ
か
し
い
で
を
避
け
、
「
御
屏
風
の
上
に
書
き
た
る

こ
と
を
だ
に
読
ま
ぬ
顔
を
し
」
つ
つ
、
中
宮
の
希
望
で
、
他
人
に
は
秘
密
に

し
て
楽
府
二
巻
を
進
講
し
て
い
た
話
に
続
く
。
こ
の
秘
密
は
や
が
て
遭
長
、
倫

子
の
知
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
が
、
な
お
か
っ
式
部
は
こ
の
こ
と
が
一
般
に
洩
れ

る
の
を
恐
れ
て
い
た
。
自
分
に
そ
そ
が
れ
る
周
囲
の
好
奇
嫉
視
の
目
を
偉
り
、

こ
の
世
を
「
こ
と
わ
ざ
し
げ
く
憂
き
も
の
」
と
観
ぜ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
式
部

が
、
中
宮
楽
府
進
講
の
話
を
一
般
に
公
開
し
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。

　
消
息
文
的
部
分
は
、
一
に
他
へ
の
厳
し
い
批
判
が
存
す
る
た
め
、
二
に
ひ
た
す

ら
秘
匿
す
べ
き
自
己
の
行
為
や
自
讃
談
を
あ
ら
わ
に
し
て
い
る
た
め
、
二
重
の

秘
密
性
を
有
す
る
。
か
く
し
て
、
日
記
的
部
分
と
消
息
文
的
部
分
は
本
来
的
に

一
連
の
も
の
で
は
あ
り
え
ず
、
前
者
は
準
公
的
な
日
記
、
後
者
は
個
人
に
あ
て
た

私
信
と
し
て
、
両
者
の
間
に
は
明
確
な
一
線
を
画
さ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

四

　
　
　
　
　
＠

安
川
定
男
氏
は
、
消
息
文
の
秘
密
性
に
照
ら
し
て
み
る
と
き
、
「
こ
の
次
に
」

以
下
の
女
房
の
容
姿
批
評
は
、
中
宮
附
女
房
の
申
で
も
容
貌
、
容
姿
の
比
較
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
七



　
　
　
　
　
　
紫
式
部
日
記
の
消
息
文

す
ぐ
れ
て
い
る
人
々
を
と
り
あ
げ
て
大
体
賞
讃
的
に
批
評
し
て
い
て
、
当
人
に

知
れ
て
は
困
る
よ
う
な
暴
露
的
な
批
評
や
非
難
は
さ
し
控
え
て
お
り
、
従
っ
て

消
息
文
の
内
容
に
は
該
当
し
な
い
、
消
息
文
の
内
容
と
し
て
は
、
激
し
い
人
物

批
評
を
行
な
っ
た
り
、
中
宮
の
ご
気
性
に
さ
え
批
判
を
さ
し
は
さ
ん
で
い
る
、

「
斎
院
に
、
中
将
の
君
と
い
ふ
人
侍
る
な
り
」
以
下
が
ふ
さ
わ
し
い
と
言
わ
れ

る
。
し
か
し
「
こ
の
次
に
」
以
下
の
女
房
批
評
と
て
、
す
べ
て
対
象
と
な
っ
た

女
房
を
賞
讃
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
「
す
こ
し
も
か
た
ほ
な
る
は
、
い
ひ

侍
ら
じ
」
と
言
い
つ
っ
も
、
小
大
輔
や
五
節
の
弁
に
っ
い
て
は
、
当
時
の
女
性

に
と
っ
て
容
姿
の
重
要
な
要
素
で
あ
っ
た
髪
を
と
り
あ
げ
て
、
名
指
し
で
そ
の

髪
が
衰
え
た
こ
と
を
述
べ
た
り
、
若
い
女
房
達
に
っ
い
て
は
、
殿
上
人
と
の
恋

愛
関
係
を
ほ
の
め
か
し
た
り
し
て
い
る
こ
と
か
ら
し
て
、
や
は
り
秘
密
性
を
有

し
、
消
息
文
の
枠
内
に
囲
ま
れ
て
し
か
る
べ
き
内
容
と
思
わ
れ
る
。

　
更
に
「
斎
院
に
…
…
」
の
直
前
に
あ
る

　
か
う
い
ひ
い
ひ
て
、
心
ぱ
せ
ぞ
か
た
う
侍
る
か
し
。
そ
れ
も
、
と
り
ど
り

　
に
、
い
と
わ
ろ
き
も
な
し
。
ま
た
す
ぐ
れ
て
を
か
し
う
、
心
お
も
く
、
か
ど

　
ゆ
ゑ
も
、
よ
し
も
、
う
し
ろ
や
す
さ
も
、
み
な
具
す
る
こ
と
は
か
た
し
。
さ

　
ま
ざ
ま
、
い
づ
れ
を
か
と
る
べ
き
と
お
ぼ
ゆ
る
ぞ
お
ほ
く
侍
る
。
さ
も
け
し

　
か
ら
ず
も
侍
る
こ
と
ど
も
か
な
。

の
一
文
は
女
房
の
容
姿
批
評
の
前
に
あ
る

　
こ
の
次
に
、
人
の
か
た
ち
を
語
り
ぎ
こ
え
さ
せ
ば
、
物
い
ひ
さ
が
な
く
や
侍

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
八

　
る
べ
き
。
た
だ
い
ま
を
や
。
さ
し
あ
た
り
た
る
人
の
こ
と
は
、
わ
づ
ら
は

　
し
、
い
か
に
ぞ
や
な
ど
、
す
こ
し
も
か
た
ほ
な
る
は
、
い
ひ
侍
ら
じ
。

と
呼
応
し
て
、
女
房
の
容
姿
批
評
の
し
め
く
く
り
を
す
る
と
共
に
、
容
姿
か
ら

「
心
ば
せ
」
へ
と
関
心
を
転
ず
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
次
の
斎
院
申
将
批
判
へ
の

橋
渡
し
を
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
こ
の
意
味
か
ら
言
っ
て
も
、
「
斎
院
に
、
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

の
直
前
に
構
成
上
の
大
き
な
断
層
を
見
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
。

　
次
に
消
息
文
の
上
限
を
「
大
納
言
の
君
は
：
・
…
」
の
所
ま
で
遡
ら
せ
よ
う
と

す
る
も
の
に
、
西
下
経
一
、
堀
部
正
二
両
氏
の
御
説
が
あ
る
。
堀
部
氏
は
、
こ
の

あ
た
り
の
文
脈
は
御
ま
か
な
ひ
の
大
麹
言
の
君
の
服
装
、
御
楓
刀
持
の
宰
相
の

君
の
服
装
姿
態
、
次
に
大
納
言
の
君
の
姿
態
、
宣
旨
の
君
の
姿
態
と
い
う
順
に

配
列
叙
述
さ
れ
て
い
る
が
、
宰
相
の
君
の
条
に
お
い
て
は
服
装
と
共
に
姿
態
に

っ
い
て
も
；
一
目
し
て
い
る
の
に
拘
ら
ず
、
大
紬
言
の
君
に
っ
い
て
は
何
故
そ
の

姿
態
の
描
写
を
服
装
か
ら
分
離
し
て
宰
相
の
君
の
評
の
次
に
記
し
て
い
る
の
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

と
い
う
疑
問
を
提
出
さ
れ
、
ま
た
西
下
氏
は
、
日
記
体
に
於
け
る
批
判
は
必
ず

そ
の
女
房
が
そ
の
場
に
奉
仕
し
て
出
た
場
合
其
の
他
に
限
ら
れ
て
い
る
の
に
対

し
、
大
納
言
の
君
と
宣
旨
の
君
と
の
は
何
等
か
か
る
関
係
か
ら
で
は
な
い
こ
と

　
　
　
　
　
＠

を
指
摘
さ
れ
た
。
た
し
か
に
こ
の
あ
た
り
の
女
房
の
描
写
は
、
叙
述
が
前
後
錯

綜
し
て
い
る
。
ま
た
一
般
的
に
行
事
記
録
に
お
け
る
女
房
の
批
評
は
、
そ
の
女

房
が
行
事
に
奉
仕
す
る
場
面
に
限
ら
れ
、
そ
の
上
叙
述
も
装
束
や
起
居
振
舞
に

と
ど
ま
っ
て
、
女
房
の
容
姿
を
正
面
切
っ
て
と
り
あ
げ
る
こ
と
は
な
い
。
寛
弘



六
年
正
月
の
若
宮
御
戴
餅
の
儀
の
記
事
が
、
御
欄
刀
持
の
宰
相
の
君
、
陪
膳
役

の
大
納
言
の
君
の
容
姿
を
と
ら
え
た
こ
と
か
ら
し
て
す
で
に
異
例
で
あ
る
し
、

い
わ
ん
や
こ
の
行
事
に
お
け
る
役
割
に
つ
い
て
は
何
ら
言
及
さ
れ
て
い
な
い
宣

旨
の
君
の
容
姿
に
ま
で
筆
が
及
ん
だ
の
は
、
日
記
的
部
分
の
行
事
記
録
の
記
述

態
度
か
ら
大
き
く
逸
脱
す
る
も
の
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
し
か
し
一
方
、
「
大
納
言
の
君
は
」
以
下
を
消
息
文
と
考
え
る
な
ら
ば
、
そ

の
始
ま
り
方
は
い
か
に
も
唐
突
で
あ
り
、
堀
部
氏
の
御
推
定
の
ご
と
く
、
文
首

に
相
当
量
の
文
言
の
侠
損
を
想
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
。
ま
た
中
宮
女

房
の
批
評
を
す
る
に
当
っ
て
、
何
故
に
最
上
席
の
宣
旨
の
君
か
ら
せ
ず
に
大
納

言
の
君
か
ら
始
め
た
の
か
も
疑
問
に
な
る
。
大
納
言
の
君
の
猪
場
は
、
や
は
り

寛
弘
六
年
正
月
三
日
の
若
宮
御
戴
餅
の
儀
に
御
陪
膳
役
を
つ
と
め
た
こ
と
か
ら

の
続
き
と
考
え
ね
ば
な
る
ま
い
。
大
納
言
の
君
の
容
姿
に
作
者
の
筆
が
及
ん
だ

の
は
、
宰
相
の
君
の
描
写
が
御
側
刀
持
の
役
割
か
ら
装
束
へ
、
そ
し
て
そ
の
容

姿
へ
と
及
ん
だ
余
勢
に
よ
る
も
の
と
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
こ
の
よ
う
に
考

え
れ
ば
、
「
大
紬
言
の
君
は
」
以
下
を
そ
の
前
に
位
置
す
る
若
宮
御
戴
餅
の
記

事
か
ら
分
離
し
て
、
別
文
と
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

　
寛
弘
六
年
正
月
若
宮
御
戴
餅
の
記
事
は
、
宰
相
の
君
の
容
姿
批
評
に
筆
が
及

ぷ
あ
た
り
か
ら
行
事
記
録
か
ら
の
逸
脱
を
生
じ
て
、
漸
次
そ
の
逸
脱
の
度
を
高

め
、
次
な
る
消
息
文
的
部
分
へ
の
移
行
を
準
備
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
の
意

味
で
は
宰
相
の
君
、
大
納
言
の
君
、
宣
旨
の
君
の
容
姿
批
評
は
、
潜
在
的
に
消

　
　
　
　
　
　
紫
式
部
日
記
の
消
息
文

息
文
的
部
分
へ
移
行
し
っ
っ
あ
る
過
渡
的
部
分
と
称
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し

か
し
こ
の
段
階
は
ま
だ
公
の
読
者
を
対
象
と
し
た
公
的
行
事
記
録
か
ら
の
〃
逸

脱
〃
で
あ
っ
て
、
日
記
的
部
分
の
申
に
含
み
う
る
内
容
の
も
の
で
あ
る
。
次
な

る
「
こ
の
次
に
…
・
・
」
に
お
い
て
は
、
作
者
は
文
勢
を
一
転
し
、
私
的
な
一
個

人
を
相
手
ど
っ
て
、
こ
れ
ま
で
行
事
記
録
か
ら
の
逸
脱
で
あ
っ
た
も
の
を
逸
脱

で
は
な
く
自
己
の
中
心
テ
ー
マ
に
す
え
直
し
、
自
ら
の
内
な
る
秩
序
に
従
っ
て

書
か
ん
と
す
る
こ
と
を
、
明
瞭
に
自
分
に
ま
た
読
者
に
宣
言
し
て
い
る
の
で
あ

り
、
作
者
の
意
識
と
し
て
は
明
確
に
こ
こ
に
一
線
を
引
い
て
い
る
と
言
う
こ
と

が
で
き
る
。
こ
こ
に
消
息
文
的
部
分
の
上
限
は
、
や
は
り
従
来
の
通
説
通
り

「
こ
の
次
に
…
…
」
で
あ
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
紫
式
部
日
記
の
日
記

的
部
分
と
消
息
文
的
部
分
は
、
そ
の
基
本
的
な
性
格
を
異
に
し
、
対
象
と
す
る

読
者
を
異
に
し
つ
っ
も
、
完
全
に
別
個
の
二
っ
の
作
晶
で
は
な
い
。
そ
の
こ
と

は
、
前
者
か
ら
後
者
へ
の
移
行
に
際
し
て
過
渡
的
部
分
を
有
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
知
ら
れ
る
。

　
更
に
こ
の
両
者
の
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
の
は
、
消
息
文
的
部
分
の
肢
文
で

あ
る
。

　
御
文
に
え
書
き
つ
づ
け
侍
ら
ぬ
こ
と
を
、
よ
き
も
あ
し
ぎ
も
、
世
に
あ
る
こ

　
と
身
の
上
の
う
れ
へ
に
て
も
、
残
ら
ず
聞
こ
え
さ
せ
お
か
ま
ほ
し
う
侍
る
ぞ

　
か
し
。

右
の
文
に
よ
れ
ば
、
消
息
文
的
部
分
は
「
御
文
」
に
書
き
続
け
る
こ
と
が
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
九



　
　
　
　
　
　
紫
式
部
日
記
の
消
息
文

き
な
い
こ
と
を
書
い
た
も
の
だ
と
い
う
。
御
文
と
あ
る
か
ら
に
は
、
こ
の
文
は

一
般
的
な
消
息
文
で
は
あ
る
ま
い
。
現
在
書
い
て
い
る
消
息
文
的
部
分
の
相
手

に
、
別
に
贈
る
か
贈
っ
た
か
し
た
手
紙
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
の
「
御

文
」
を
「
平
生
の
お
手
紙
」
と
か
「
常
々
上
げ
る
御
手
紙
」
と
か
解
す
る
考
え

ゆ
方
も
存
す
る
が
、
前
述
の
よ
う
に
消
息
文
的
部
分
が
日
記
的
部
分
◎
の
逸
脱
箇

所
を
母
胎
に
、
執
筆
姿
勢
を
新
た
に
し
て
書
き
出
さ
れ
た
こ
と
を
考
え
る
な
ら

ば
、
む
し
ろ
目
記
的
部
分
◎
を
こ
れ
に
あ
て
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。
と
す

れ
ば
、
消
息
文
的
部
分
は
、
手
紙
本
文
す
な
わ
ち
日
記
的
部
分
◎
に
書
き
綴
る

こ
と
が
で
き
な
い
内
容
を
書
い
て
、
こ
れ
に
っ
け
た
添
手
紙
の
ご
と
き
も
の
と

考
え
ら
れ
る
。

五

　
日
記
的
部
分
と
消
息
文
的
部
分
が
互
い
に
親
近
性
と
独
立
性
を
有
す
る
こ

ゆ
と
、
前
者
は
公
の
読
者
を
対
象
と
し
た
準
公
的
な
日
記
で
あ
り
、
後
者
は
特
定

の
一
個
人
を
対
象
と
し
た
私
信
で
あ
る
こ
と
、
消
息
文
的
部
分
は
日
記
的
部
分

◎
に
っ
け
た
添
手
紙
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
、
こ
れ
ら
の
諸
条
件
を
満
た
す
も
の

と
し
て
両
者
の
関
係
を
推
定
す
れ
ば
、
ほ
ぼ
次
の
よ
う
な
こ
と
が
言
え
る
の
で

は
な
か
ろ
う
か
、

　
紫
式
部
が
道
長
家
の
要
請
を
う
け
て
書
き
上
げ
た
中
宮
御
産
を
中
心
と
す
る

遣
長
家
栄
華
の
記
録
は
、
そ
の
内
容
た
る
行
事
へ
の
関
心
も
さ
る
こ
と
な
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
〇

ら
、
源
氏
物
語
の
作
者
と
し
て
名
高
い
紫
式
部
の
筆
に
な
る
作
晶
で
あ
る
こ
と

が
評
判
を
よ
ん
で
、
そ
の
出
来
ば
え
が
世
に
贋
伝
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。
式
部

は
あ
る
時
誰
か
親
し
い
友
人
に
こ
の
日
記
の
借
用
を
乞
わ
れ
、
手
も
と
に
あ
る

草
稿
を
清
書
し
て
送
っ
た
。
ち
な
み
に
式
部
が
道
長
家
に
さ
し
出
し
た
日
記

は
、
第
一
部
敦
成
親
王
誕
生
記
、
第
二
部
敦
良
親
王
誕
生
記
よ
り
成
っ
て
お

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

り
、
こ
れ
は
そ
れ
ぞ
れ
日
記
的
部
分
◎
＠
と
重
な
る
。
草
稿
に
従
っ
て
第
一
部

の
末
尾
す
な
わ
ち
寛
弘
六
年
正
月
の
若
宮
御
戴
餅
の
記
事
ま
で
清
書
し
来
た
っ

た
式
部
は
、
仕
事
が
一
段
落
し
た
安
心
感
か
ら
、
御
胴
刀
持
の
宰
相
の
君
の
装

束
を
叙
し
た
後
、
ふ
と
筆
を
走
ら
せ
て
彼
女
の
容
姿
を
描
出
し
た
。
否
、
あ
る

い
は
式
部
は
最
初
か
ら
主
篇
た
る
第
一
部
の
み
を
清
書
し
て
、
相
手
に
贈
る
つ

も
り
で
あ
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
こ
の
小
さ
な
逸
脱
が
次
に
は
大
納
言
の

君
、
宣
旨
の
君
の
容
姿
批
評
へ
と
発
展
し
、
遂
に
は
中
宮
附
の
女
房
の
批
評
を

ま
と
め
て
行
な
う
と
こ
ろ
に
ま
で
、
飛
躍
的
な
成
長
を
と
げ
た
の
で
あ
る
。
こ

こ
に
至
っ
て
は
、
叙
述
内
容
は
も
は
や
行
事
記
録
か
ら
の
逸
脱
と
い
う
域
を
こ

え
て
い
る
。
式
部
は
借
覧
を
申
し
ま
れ
た
道
長
家
栄
華
の
記
録
か
ら
離
脱
し

て
、
こ
こ
に
新
た
に
そ
の
相
手
へ
の
私
信
と
い
う
形
を
と
り
、
テ
ー
マ
を
設
定

し
直
し
て
、
己
れ
の
表
現
欲
の
命
ず
る
ま
ま
に
、
斎
院
方
と
申
宮
方
の
文
明
批

評
か
ら
三
人
の
才
女
の
批
評
へ
、
更
に
は
目
己
の
処
世
上
の
態
度
や
内
面
の
慎

悩
を
告
白
す
る
と
こ
ろ
に
ま
で
、
筆
を
の
ば
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

　
道
長
家
栄
華
の
記
録
と
し
て
出
発
し
た
こ
の
日
記
に
あ
っ
て
は
、
書
く
べ
き



事
実
は
所
与
の
も
の
と
し
て
作
者
の
前
に
あ
り
、
素
材
の
自
由
な
取
捨
選
択
は

詐
さ
れ
な
か
っ
た
。
ま
た
叙
述
の
展
開
も
作
者
の
内
な
る
秩
序
に
従
う
の
で
は

な
く
、
外
的
事
実
の
中
に
存
す
る
時
間
の
秩
序
に
従
わ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ

り
、
式
部
が
作
者
と
し
て
自
由
に
裁
量
し
う
る
範
囲
は
著
し
く
制
限
さ
れ
て
い

た
。
式
部
は
こ
の
よ
う
な
制
約
を
切
り
か
え
し
、
日
記
を
自
己
内
面
の
告
白
の

文
学
と
す
る
た
め
に
、
日
記
的
部
分
の
中
で
眼
前
の
対
象
か
ら
常
に
己
が
内
面

に
回
帰
す
る
と
い
う
思
考
の
パ
タ
ー
ン
を
追
求
し
て
い
る
。
が
、
準
公
的
な
日

記
の
枠
内
で
の
低
抗
に
は
最
初
か
ら
限
界
が
あ
っ
た
。
消
息
文
こ
そ
は
、
こ
の

よ
う
な
式
部
に
と
っ
て
、
日
記
的
部
分
で
満
た
さ
れ
な
か
っ
た
文
学
的
欲
求
を

燃
消
さ
せ
る
最
良
の
方
法
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
「
御
文
に
え
書
き
っ
づ
け
侍
ら
ぬ
こ
と
を
」
以
下
の
肢
文
に
お
け
る
「
御

文
」
と
は
、
こ
の
場
合
「
あ
な
た
の
お
求
め
に
よ
り
差
し
上
げ
る
お
手
紙
」
す

な
わ
ち
式
部
が
本
来
書
く
べ
き
中
宮
御
産
記
録
で
あ
る
。
こ
の
消
息
文
的
部
分

の
践
文
は
、
眼
前
の
栄
華
か
ら
疎
外
さ
れ
つ
っ
、
道
長
家
か
ら
の
要
請
に
よ
っ

て
主
家
繁
栄
の
記
録
を
も
の
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
、
中
宮
女
房
と
し
て
の
自

己
を
一
面
で
厳
し
く
否
定
し
、
準
公
的
な
日
記
に
は
書
け
な
い
、
否
、
日
記
を

書
く
こ
と
に
よ
っ
て
ま
す
ま
す
内
に
向
か
っ
て
蟹
屈
し
て
い
っ
た
自
己
の
胸
中

を
、
こ
こ
に
切
開
し
て
み
せ
よ
う
と
す
る
覚
悟
を
あ
ら
わ
し
た
こ
と
ば
で
あ

る
。
そ
れ
は
ま
た
、
自
己
の
中
宮
女
房
と
い
う
身
分
に
対
す
る
怨
嵯
の
語
で
も

あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
紫
式
部
日
記
の
消
息
文

　
か
く
私
信
の
形
を
も
っ
て
始
ま
り
、
私
信
の
形
を
も
っ
て
終
っ
た
消
息
文
的

部
分
で
あ
る
が
、
筆
が
自
己
の
処
世
上
の
態
度
や
内
面
の
慎
悩
に
及
ぷ
あ
た
り

か
ら
、
式
部
は
そ
の
手
紙
の
相
手
を
も
わ
き
に
押
し
や
っ
て
、
自
己
の
内
な
る

も
う
一
人
の
自
己
に
向
か
っ
て
苛
烈
な
ま
で
の
内
面
告
白
を
始
め
る
の
で
あ

る
。
式
部
は
憂
き
世
か
ら
の
出
離
を
願
い
つ
っ
、
現
世
へ
の
執
着
を
断
ち
き
れ

な
い
己
が
心
の
矛
盾
に
ギ
リ
ギ
リ
ま
で
迫
っ
て
ゆ
く
。
が
、
こ
の
矛
盾
を
究
極

ま
で
追
求
し
た
と
こ
ろ
で
何
の
救
済
が
得
ら
れ
る
わ
け
で
も
な
い
。
矛
盾
は
永

劫
に
自
己
に
回
帰
し
、
彼
女
は
果
て
し
な
い
苦
患
に
身
を
さ
ら
さ
ね
ば
な
ら
な

い
。
傷
つ
き
刷
曲
し
っ
つ
こ
こ
に
至
っ
た
式
部
の
思
考
の
軌
跡
を
、
そ
し
て
彼

女
の
思
考
が
た
ど
り
っ
い
た
と
こ
ろ
に
展
開
さ
れ
る
索
漢
た
る
精
神
風
景
を
、

よ
く
理
解
し
う
る
人
が
い
た
と
は
思
わ
れ
な
い
。
こ
の
意
味
で
消
息
文
的
部
分

は
、
式
部
の
最
初
の
意
図
を
超
絶
し
て
、
ま
さ
に
『
新
釈
』
の
言
わ
れ
る
よ
う

に
、
式
部
に
と
っ
て
「
遺
書
的
な
性
格
を
さ
え
も
も
つ
も
の
」
と
な
っ
た
の
で

あ
る
。

　
が
と
も
か
く
、
日
記
第
一
部
に
添
手
紙
の
つ
け
ら
れ
た
も
の
は
、
当
初
の
約

束
通
り
借
覧
を
乞
う
た
友
人
に
貨
与
さ
れ
た
。
し
か
し
手
紙
の
内
容
が
一
に
他

へ
の
激
烈
な
批
判
と
自
讃
談
を
含
み
、
二
に
作
者
に
よ
る
内
面
告
白
が
他
の
理

解
を
絶
し
た
遺
書
的
な
性
格
に
ま
で
っ
き
進
ん
だ
こ
と
に
よ
っ
て
、
他
見
を
輝

る
も
の
と
な
り
、
式
部
の
希
望
に
従
っ
て
、
一
読
後
は
式
部
に
返
却
さ
れ
た
と

考
ん
ら
れ
る
。
友
人
よ
り
返
却
さ
れ
た
く
日
記
第
一
部
十
添
手
紙
Ｖ
は
、
新
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
一



　
　
　
　
　
　
紫
式
部
日
記
の
消
息
文

に
清
書
さ
れ
た
日
記
第
二
部
と
綴
じ
合
わ
さ
れ
て
、
式
部
の
手
も
と
に
保
管
さ

れ
た
。
こ
れ
が
紫
式
部
日
記
の
第
二
次
成
立
で
あ
る
。
式
部
に
と
っ
て
は
、
こ

れ
こ
そ
真
の
「
紫
式
部
日
記
」
で
あ
っ
た
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
、
消

息
文
的
部
分
の
執
筆
は
、
友
人
か
ら
の
日
記
借
覧
の
申
し
こ
み
と
い
う
外
的
事

情
に
誘
発
さ
れ
た
と
は
言
え
、
式
部
に
と
っ
て
は
必
然
の
所
為
で
あ
り
、
こ
の

意
味
で
消
息
文
的
部
分
は
、
日
記
的
部
分
を
否
定
的
に
発
展
さ
せ
た
と
言
う
こ

と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
準
公
的
な
日
記
と
し
て
一
旦
成
立
し
た
作
晶

の
形
を
、
作
者
自
ら
っ
き
く
ず
さ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
、
ま
さ
に
そ
の
こ
と
こ

そ
、
後
世
の
ず
さ
ん
な
混
入
、
脱
落
を
許
し
、
紫
式
部
日
記
を
今
日
見
る
複
雑

な
形
態
に
変
貌
さ
せ
る
遠
因
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
　
注◎　　＠＠＠¢◎ 　

『
平
安
時
代
日
記
文
学
の
研
究
』
二
六
〇
ぺ
－
ジ

　
日
本
古
典
文
学
大
系
『
紫
式
部
日
記
』
解
説

　
『
紫
式
部
日
記
新
釈
』
「
解
題
に
代
え
て
」

注
＠
＠
＠
参
照

　
以
下
本
文
の
引
用
は
、
池
田
亀
鑑
・
秋
山
度
校
注
岩
波
文
庫
『
紫
式
部

日
記
』
に
よ
る
。

　
「
紫
式
部
日
記
の
『
侍
り
』
と
消
息
文
」
『
国
語
と
国
文
学
』
３
３
巻
ｕ
号

　
「
『
侍
り
』
の
性
格
」
『
国
語
国
文
』
２
１
巻
１
０
号

注
　
に
同
じ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
二

　
　
　
『
平
安
女
流
文
学
の
文
章
の
研
究
』
五
三
之
六
一
ぺ
ー
ジ

＠
　
清
水
好
子
氏
「
紫
式
部
論
」
　
『
日
本
文
学
』
昭
３
５
・
７

　
　
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
い
ず
れ
稿
を
改
め
て
私
見
を
述
べ
た
い
。
な
お

　
『
新
釈
』
も
宮
廷
女
房
と
し
て
の
公
的
な
立
場
を
常
に
意
識
し
て
書
か
れ

　
た
こ
の
作
晶
の
狙
い
が
、
道
長
の
絶
対
的
な
繁
栄
を
約
束
し
た
敦
成
親
王

　
と
敦
良
親
王
の
誕
生
を
中
心
と
し
た
そ
の
栄
華
の
日
を
書
く
こ
と
に
あ
っ

　
た
、
と
の
見
解
を
と
っ
て
お
ら
れ
る
。
　
（
同
書
四
五
一
ぺ
ー
ジ
）

＠
　
本
文
は
川
口
久
雄
校
注
日
本
古
典
文
学
大
系
本
に
よ
る
。

＠
　
本
文
は
山
岸
徳
平
校
注
日
本
古
典
文
学
大
系
本
に
よ
る
。

＠
　
　
「
『
紫
式
部
日
記
』
中
の
消
息
文
に
つ
い
て
」
『
文
学
・
語
学
』
創
刊
号

＠
　
　
「
紫
式
部
日
記
に
お
け
る
生
活
と
文
体
」
『
国
文
学
孜
』
第
３
７
号

　
　
「
紫
式
部
の
宮
仕
え
生
活
と
源
氏
物
語
」
（
『
源
氏
物
語
の
方
法
』
所
収
）

＠
　
岡
一
男
氏
『
源
氏
物
語
の
基
礎
的
研
究
』
三
六
七
ぺ
ー
ジ

＠
　
注
＠
に
同
じ

＠
　
宮
崎
荘
平
氏
「
『
紫
式
部
日
記
』
に
お
け
る
消
息
文
的
部
分
の
検
討
」

　
『
文
学
・
語
学
』
第
４
２
号

＠
　
　
「
紫
式
部
日
記
雑
孜
」
　
（
『
中
古
日
本
文
学
の
研
究
』
所
収
）

＠
　
「
平
安
朝
の
日
記
紀
行
」
（
岩
波
講
座
『
日
本
文
学
』
所
収
）

ゆ
　
永
野
忠
一
氏
『
紫
式
部
日
記
評
釈
』

＠
　
金
子
武
雄
氏
「
紫
式
部
日
記
形
態
論
」
『
国
語
と
国
文
学
』
３
７
巻
１
２
号



＠
　
こ
こ
で
間
題
と
な
る
の
は
、
「
十
一
日
の
暁
…
…
」
の
中
宮
御
堂
詣
の

　
条
と
梅
と
水
鶏
の
贈
答
の
年
時
で
あ
る
が
、
中
宮
御
堂
詣
に
つ
い
て
は
、

　
「
十
一
日
の
暁
」
は
寛
弘
六
年
九
月
十
一
日
で
、
中
宮
が
敦
良
親
王
御
懐

　
妊
中
の
こ
と
と
さ
れ
る
金
子
武
雄
（
「
紫
式
部
日
記
論
考
－
中
宮
御
堂
詣

　
の
段
に
つ
い
て
－
」
『
立
教
大
学
日
本
文
学
』
第
五
号
）
永
井
義
憲
（
「
紫

　
式
部
日
記
に
描
か
れ
た
る
仏
教
－
『
十
一
日
の
暁
』
の
段
の
仏
事
－
」

　
『
仏
教
文
学
研
究
』
第
二
集
）
両
氏
の
御
説
が
妥
当
と
考
え
ら
れ
る
。
ま

　
た
梅
と
水
鶏
の
贈
答
は
、
後
人
の
補
入
と
し
て
別
箇
に
考
え
る
べ
き
で
あ

　
ろ
う
。

紫
式
部
日
記
の
消
息
文

一
〇
三
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