
更
級
日
記
「
暁
を
」

の
歌
私
解

吉
　
野
　
政

ム
ロ、

７

　
か
へ
る
年
、
睦
月
の
司
召
に
、
親
の
よ
ろ
こ
び
す
べ
き
こ
と
あ
り
し
に
、

か
ひ
な
き
つ
と
め
て
、
同
じ
心
に
思
ふ
べ
き
人
の
も
と
よ
り
、
「
さ
り
と

も
と
思
ひ
っ
つ
、
明
く
る
を
待
ち
っ
る
心
も
と
な
さ
」
と
い
ひ
て
、

　
明
く
る
待
つ
鐘
の
音
に
も
夢
さ
め
て
秋
の
も
も
夜
の
心
地
せ
し
か
な

と
い
ひ
た
る
返
り
ご
と
に
、

　
暁
を
な
に
に
待
ち
け
む
思
ふ
こ
と
な
る
と
も
聞
か
ぬ
鐘
の
音
ゆ
ゑ

　
右
の
文
章
は
『
更
級
日
記
』
の
万
寿
元
年
あ
る
い
は
二
年
春
の
司
召
の
段
で

あ
る
。
最
後
に
あ
る
孝
標
女
の
返
歌
を
中
心
に
、
こ
の
段
全
体
の
解
釈
に
つ
い

て
の
私
見
を
述
べ
た
い
。

返
歌
の

１

「
暁
を
待
つ
」
行
為
の
主
体
に
つ
い
て
、

　
更
級
日
記
「
暁
を
」
の
歌
私
解

三
つ
の
解
釈
が
あ
る
。

　
第
一
は
、
作
者
自
身
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
宮
田
和
一
郎
氏
の
『
更
級
日
記

評
釈
』
・
新
潮
古
典
集
成
本
（
秋
山
慶
氏
校
注
）
・
新
古
典
文
学
大
系
本
一
吉

岡
暖
氏
校
注
）
な
ど
が
こ
の
解
釈
を
と
る
。
た
と
え
ば
、
新
古
典
文
学
大
系
本

で
は
次
の
よ
う
に
訳
さ
れ
て
い
る
。

　
　
暁
を
何
で
こ
ん
な
に
も
待
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
願
い
が
成
就
す
る
と
も
聞

　
　
こ
え
な
い
鐘
の
音
だ
と
い
う
の
に
。

　
第
二
は
、
相
手
と
自
分
と
の
二
人
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
古
典
文
学
全
集
本

（
犬
養
廉
氏
校
注
訳
）
・
講
談
杜
学
術
文
庫
本
（
関
根
慶
子
氏
訳
注
）
・
旺
文

社
文
庫
本
（
池
田
利
夫
氏
訳
注
）
・
玉
井
幸
助
氏
『
更
級
日
記
評
解
（
改
訂

版
）
』
な
ど
が
こ
の
解
釈
を
と
る
。
た
と
え
ば
、
古
典
文
学
全
集
本
で
は
次
の

よ
う
に
訳
さ
れ
て
い
る
。

　
　
お
互
い
に
こ
の
夜
明
け
を
ど
う
し
て
こ
ん
な
に
も
待
っ
て
い
た
の
で
し
ょ

　
　
う
。
思
う
こ
と
が
な
る
と
も
聞
こ
え
な
い
鐘
の
音
だ
と
い
う
の
に
。



　
　
　
　
　
更
級
日
記
「
暁
を
」
の
歌
私
解

　
第
三
は
、
相
手
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
宮
田
和
一
郎
氏
の
『
更
級
日
記
精
講

研
究
と
評
釈
』
（
し
た
が
っ
て
、
宮
田
氏
は
第
一
説
か
ら
こ
の
説
に
変
わ
っ
た

こ
と
に
な
る
）
・
笠
間
選
書
本
（
鈴
木
知
太
郎
・
小
久
保
崇
明
氏
著
）
な
ど
が

こ
の
解
釈
を
と
る
。
た
と
え
ば
、
笠
間
選
書
本
で
は
次
の
よ
う
に
訳
さ
れ
て
い

る
。　

　
暁
を
何
だ
っ
て
（
そ
ん
な
に
）
お
待
ち
に
な
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
予
期
し

　
　
て
い
た
こ
と
が
成
就
す
る
と
も
聞
か
な
い
鐘
の
音
で
あ
り
ま
す
の
に
。

　
本
稿
で
は
、
次
節
以
降
に
述
べ
る
よ
う
に
「
暁
を
な
に
に
待
ち
け
む
」
は
相

手
へ
の
難
詰
の
こ
と
ば
と
考
え
る
の
で
、
第
三
の
解
釈
を
と
る
。
ま
た
、
前
二

説
の
よ
う
な
内
容
の
歌
だ
と
す
る
と
次
の
よ
う
な
違
和
感
が
あ
る
、
と
い
う
よ

う
な
こ
と
も
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
前
二
説
に
従
う
と
、
父
の
任
官
を
信
じ
て
疑

わ
な
か
っ
た
ら
し
い
作
者
が
、
そ
れ
が
成
就
し
な
か
っ
た
と
分
か
る
と
一
転
し

て
冷
め
た
心
理
を
抱
き
、
「
自
潮
に
も
似
た
あ
き
ら
め
の
響
き
」
（
全
集
）
の
あ

る
歌
を
歌
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
作
者
家
族
の
こ
と
を
気
遣
っ
て

く
れ
る
者
へ
の
配
慮
な
ら
ば
別
の
内
容
で
も
こ
と
足
り
る
と
思
わ
れ
る
の
に
、

結
呆
的
に
は
自
分
の
父
親
の
能
力
に
つ
い
て
見
切
り
を
つ
け
る
こ
と
に
な
る
よ

う
な
内
容
の
歌
を
歌
い
、
し
か
も
そ
れ
を
他
人
に
贈
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

い
ず
れ
も
、
日
記
全
体
か
ら
感
じ
取
ら
れ
る
作
者
の
性
格
や
、
作
者
の
父
に
対

す
る
（
ま
た
父
の
作
者
に
対
す
る
）
思
い
を
考
え
あ
わ
す
と
、
す
ぐ
に
は
信
じ

が
た
い
行
為
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

２

二

　
返
歌
の
「
暁
を
待
つ
」
行
為
の
主
体
を
相
手
と
自
分
と
の
二
人
と
す
る
第
二

の
解
釈
は
、
「
同
じ
心
に
思
ふ
べ
き
人
」
と
い
う
語
句
に
対
す
る
解
釈
の
仕
方

と
関
連
す
る
よ
う
で
あ
る
。
学
術
文
庫
本
に
次
の
よ
う
に
あ
る
。

　
　
「
暁
を
な
に
に
待
ち
け
む
」
を
、
相
手
の
「
明
く
る
を
待
ち
っ
る
心
も
と

　
　
な
さ
」
や
「
あ
く
る
待
つ
」
の
歌
に
よ
り
、
「
あ
な
た
は
な
ん
で
暁
を
そ

　
　
ん
な
に
お
待
ち
に
な
っ
た
の
で
し
ょ
う
」
と
解
す
る
こ
と
も
で
き
よ
う
が
、

　
　
せ
っ
か
く
同
じ
心
に
心
配
し
て
く
れ
る
人
に
対
し
て
し
っ
く
り
せ
ず
、
自

　
　
分
も
同
じ
よ
う
な
気
持
ち
で
待
っ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
か
ら
、
口

　
　
訳
の
よ
う
に
「
お
互
い
に
…
…
」
と
し
た
。

右
の
引
用
文
に
「
せ
っ
か
く
同
じ
心
に
心
配
し
て
く
れ
る
人
に
対
し
て
し
っ
く

り
せ
ず
」
と
あ
る
の
は
、
本
文
の
「
同
じ
心
に
思
ふ
べ
き
人
の
も
と
よ
り
」
に

よ
る
の
で
あ
ろ
う
が
（
玉
井
幸
助
氏
『
更
級
日
記
評
解
（
改
訂
版
）
』
も
同
じ
）
、

こ
の
「
同
じ
心
に
思
ふ
べ
き
人
」
は
「
同
じ
心
に
心
配
し
て
く
れ
る
人
」
で
は

な
い
で
あ
ろ
う
。

　
「
べ
し
」
は
当
然
・
予
想
・
適
当
・
可
能
・
義
務
・
決
意
・
命
令
な
ど
の
意

味
に
分
類
さ
れ
る
が
、
そ
の
基
本
義
は
「
周
囲
の
事
情
、
前
後
ゆ
状
況
あ
る
い

は
従
来
の
経
験
な
ど
か
ら
考
え
て
、
ど
う
し
て
も
こ
の
よ
う
に
あ
る
だ
ろ
う
と

推
定
す
る
意
、
当
然
の
気
持
ち
が
強
い
」
（
小
学
館
『
古
語
大
辞
典
』
）
も
の
で



　
　
　
　
　
　
　
○

あ
る
。
中
西
宇
一
氏
は
、
こ
の
当
然
・
必
然
推
定
の
「
べ
し
」
を
、
そ
の
推
定

把
握
の
仕
方
の
違
い
に
よ
っ
て
、
ソ
ウ
ダ
の
意
の
様
相
的
推
定
と
ハ
ズ
ダ
の
意

の
論
理
的
推
定
の
二
系
列
に
大
別
さ
れ
た
が
、
前
者
は
対
象
自
体
に
存
す
る
必

然
の
結
呆
と
し
て
把
握
さ
れ
る
「
現
実
的
・
様
相
的
な
推
定
」
で
あ
り
、
後
者

は
物
事
の
こ
と
わ
り
に
よ
る
必
然
の
帰
結
と
し
て
把
握
さ
れ
る
「
観
念
的
・
論

理
的
な
推
定
」
で
あ
る
。
「
同
じ
心
に
思
ふ
べ
き
人
」
の
「
べ
し
」
を
、
こ
の

説
に
そ
っ
て
限
定
す
れ
ば
、
後
者
「
ハ
ズ
ダ
の
意
の
論
理
的
推
定
」
で
あ
り
、

「
（
私
達
と
）
同
じ
気
持
ち
で
期
待
し
て
く
れ
て
い
る
は
ず
の
人
」
（
旺
文
社
文

庫
）
の
意
味
で
あ
ろ
う
。
「
私
達
と
同
じ
心
に
思
っ
て
く
れ
そ
う
な
人
」
で
も

「
作
者
一
家
と
悲
喜
を
同
じ
く
す
る
よ
う
な
親
し
い
人
」
（
集
成
）
で
も
、
あ
る

い
は
「
私
ど
も
と
同
じ
心
に
浮
き
沈
む
親
し
い
人
」
一
全
集
）
の
意
味
で
も
な

い
は
ず
で
あ
る
（
ち
な
み
に
「
親
の
よ
ろ
こ
び
す
べ
き
こ
と
」
の
「
べ
し
」
も

ま
た
、
「
孝
標
は
し
か
る
べ
き
筋
へ
の
働
き
か
け
」
一
集
成
一
を
し
て
い
た
も
の

と
思
わ
れ
る
か
ら
、
論
理
的
推
定
で
あ
り
、
「
き
っ
と
任
官
す
る
は
ず
だ
」
と

い
う
確
度
の
高
い
推
量
判
断
を
示
し
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
一
。

　
こ
と
さ
ら
に
「
べ
し
」
の
意
味
を
確
認
し
た
の
は
、
「
同
じ
心
に
思
ふ
人
」

で
は
な
く
、
「
同
じ
心
に
思
ふ
べ
き
人
」
と
表
現
さ
れ
た
時
、
当
然
そ
う
あ
る

べ
き
人
が
、
実
際
に
は
そ
う
で
は
な
い
と
い
っ
た
意
味
あ
い
が
含
ま
れ
る
こ
と

が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
場
合
も
ま
た
そ
う
で
あ
る
こ
と
は
、
贈
問
の
詞
と

歌
の
内
容
か
ら
窺
わ
れ
る
よ
う
に
思
う
。

　
　
　
　
　
更
級
日
記
「
暁
を
」
の
歌
私
解

３

　
相
手
の
こ
と
ば
の
最
初
に
見
え
る
「
さ
り
と
も
」
と
い
う
語
は
、
「
現
状
を

不
本
意
な
が
ら
認
め
た
上
で
、
な
お
一
す
じ
の
望
み
を
将
来
に
託
す
る
場
合
に

使
う
」
一
『
岩
波
古
語
辞
典
』
）
と
説
明
さ
れ
る
の
が
妥
当
と
思
わ
れ
る
も
の
で

あ
る
。
『
新
明
解
古
語
辞
典
（
補
注
版
）
』
は
、
「
さ
り
と
も
と
思
ふ
」
の
形
を

特
立
し
て
、
「
悲
観
す
べ
き
状
況
の
中
で
ひ
と
す
じ
の
希
望
を
い
だ
く
場
合
に

用
い
る
語
。
そ
れ
に
し
て
も
な
ん
と
か
な
る
だ
ろ
う
。
全
然
絶
望
す
べ
き
で
も

な
い
だ
ろ
う
」
と
説
明
し
、
こ
の
例
を
一
例
と
し
て
示
す
。

　
と
こ
ろ
が
、
『
更
級
日
記
』
の
注
釈
書
で
こ
の
よ
う
な
理
解
を
し
た
も
の
は
、

西
下
経
一
氏
の
校
注
さ
れ
た
も
の
（
岩
波
文
庫
本
一
九
三
〇
年
・
古
典
文
学
大

系
本
一
九
五
七
年
）
を
例
外
と
し
て
、
管
見
で
は
見
当
た
ら
な
い
。
全
集
本
に

は
「
『
さ
り
と
も
と
…
』
は
、
事
の
成
就
に
大
方
の
比
重
を
か
け
な
が
ら
、
し

か
も
一
抹
の
不
安
を
懸
念
す
る
気
持
」
と
あ
り
、
続
け
て
「
も
っ
と
も
、
こ
の

『
さ
』
の
具
体
的
内
容
が
必
ず
し
も
判
然
と
せ
ず
、
…
『
た
い
て
い
大
丈
夫
』

と
と
る
か
、
閉
『
見
込
み
薄
の
現
状
』
と
と
る
か
に
よ
っ
て
意
味
も
変
わ
っ
て

く
る
が
、
前
文
『
親
の
よ
ろ
こ
び
す
べ
き
こ
と
あ
り
し
…
』
と
あ
る
の
は
、
か

な
り
確
度
の
高
い
期
待
の
よ
う
な
の
で
、
…
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
」
と
あ

っ
て
、
「
い
く
ら
な
ん
で
も
今
度
こ
そ
は
」
と
訳
す
。
こ
の
訳
に
よ
る
と
、
「
さ

り
と
も
」
の
持
つ
意
味
あ
い
は
、
先
引
の
辞
書
の
説
明
と
は
異
な
る
も
の
に
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三



　
　
　
　
　
更
級
日
記
「
暁
を
」
の
歌
私
解

る
が
、
こ
の
全
集
本
の
よ
う
な
理
解
は
、
玉
井
幸
助
氏
校
註
『
更
級
日
記
新

註
」
（
一
九
二
五
年
）
の
「
大
方
は
う
ま
く
ゆ
く
だ
ろ
う
と
思
ひ
な
が
ら
、
な

ほ
少
し
不
安
の
あ
る
心
も
ち
」
と
い
う
「
さ
り
と
も
」
の
語
注
、
曽
沢
太
吉
氏

の
『
更
級
日
記
新
解
』
（
一
九
五
四
年
）
の
「
今
度
は
い
く
ら
な
ん
で
も
」
と

い
う
訳
か
ら
す
で
に
見
ら
れ
、
以
降
、
管
見
で
は
宮
田
和
一
郎
氏
の
『
更
級
日

記
精
講
」
（
一
九
五
八
年
）
・
全
集
本
（
一
九
七
一
年
）
・
学
術
文
庫
本
（
一

九
七
七
年
）
・
旺
文
社
文
庫
本
（
一
九
七
八
年
）
・
笠
間
選
書
本
（
一
九
七
八

年
）
・
集
成
本
（
一
九
八
○
年
）
・
今
井
卓
爾
氏
『
更
級
日
記
課
注
と
評
論
』

（
一
九
八
六
年
）
・
新
古
典
大
系
本
（
一
九
九
一
年
）
と
受
け
継
が
れ
て
き
て

い
る
も
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
全
集
本
（
他
の
注
釈
書
も
同
様
と
推
測
さ
れ
る
）
が
、
そ
の
よ
う

な
理
解
の
根
拠
と
し
た
「
親
の
よ
ろ
こ
び
す
べ
き
こ
と
あ
り
し
…
」
と
い
う
の

は
孝
標
女
側
の
判
断
で
あ
り
、
「
さ
り
と
も
」
の
語
を
用
い
た
相
手
の
判
断
で

は
な
い
。
た
と
え
孝
標
女
側
が
「
同
じ
心
に
思
ふ
べ
き
人
」
と
思
っ
て
い
た
と

し
て
も
、
そ
の
人
が
実
際
に
期
待
ど
お
り
に
恩
っ
て
く
れ
て
い
た
か
ど
う
か
は

分
か
ら
な
い
。
と
す
れ
ば
、
全
集
本
に
言
う
よ
う
に
、
仮
に
「
さ
り
と
も
」
に

…
・
仰
の
二
つ
の
場
合
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
「
さ
り
と
も
と
思
ひ
つ
つ
」
は

他
の
類
例
に
従
っ
て
、
似
の
「
見
込
み
薄
の
現
状
」
と
考
え
て
お
く
方
が
よ
い

の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

　
唯
一
の
例
外
で
あ
る
西
下
氏
の
注
釈
に
は
、
「
さ
り
と
も
と
」
に
「
だ
め
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四

思
い
な
が
ら
、
そ
れ
で
も
」
（
文
庫
本
）
・
「
だ
め
と
思
い
な
が
ら
、
一
綾
の

希
望
を
つ
な
ぐ
語
」
（
大
系
本
）
と
注
し
、
一
首
を
次
の
よ
う
に
訳
し
て
い
る

（
大
系
本
）
。

　
　
だ
め
だ
と
思
い
な
が
ら
、
そ
れ
で
も
と
思
い
な
が
ら
、
吉
報
を
あ
て
に
し

　
　
て
、
夜
の
あ
け
る
の
を
待
っ
た
時
の
た
よ
り
な
さ
よ
。

よ
り
直
訳
に
近
い
形
で
訳
す
れ
ば
、
「
そ
れ
で
も
（
あ
る
い
は
、
任
官
な
さ
る

か
も
し
れ
な
い
）
と
思
い
な
が
ら
」
と
い
う
程
度
の
意
味
に
な
る
言
葉
づ
か
い

の
裏
に
あ
る
心
を
明
瞭
に
言
い
表
わ
せ
ば
、
こ
の
大
系
本
の
訳
の
よ
う
な
こ
と

に
な
る
と
思
う
。
と
す
れ
ば
、
自
分
達
と
同
じ
心
に
、
今
度
こ
そ
任
官
問
違
い

な
し
と
信
じ
て
い
て
く
れ
る
は
ず
の
人
が
、
実
は
そ
う
で
は
な
か
っ
た
こ
と
を
、

孝
標
女
は
こ
の
「
さ
り
と
も
」
の
一
語
に
よ
っ
て
思
い
知
ら
さ
れ
た
こ
と
に
な

る
。

４

　
贈
問
歌
の
内
容
は
、
「
さ
り
と
も
」
の
語
か
ら
窺
い
得
た
相
手
の
本
心
を
裏

づ
け
る
も
の
だ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
「
明
く
る
待
つ
」
の
歌
の
「
夢
さ
め

て
」
は
、
多
く
「
吉
報
の
夢
も
破
れ
て
」
の
意
と
取
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る

が
、
旺
文
社
文
庫
本
で
は
「
平
安
時
代
で
は
、
理
想
や
希
望
、
願
望
を
意
味
す

る
『
ゆ
め
』
の
用
例
が
な
い
よ
う
な
の
で
」
と
し
て
、
一
首
を
次
の
よ
う
に
訳

し
て
い
る
。



　
　
任
官
決
定
の
夜
が
明
け
る
の
を
待
つ
暁
の
鐘
の
声
に
も
、
は
っ
と
夢
か
ら

　
　
さ
め
て
、
こ
の
一
夜
は
秋
の
百
夜
を
す
ご
し
た
気
持
の
し
た
こ
と
で
す
よ
。

平
安
時
代
の
「
ゆ
め
」
の
意
味
用
法
に
つ
い
て
、
旺
文
社
文
庫
本
が
指
摘
す
る

こ
と
の
確
認
調
査
は
い
ま
だ
不
充
分
で
あ
る
が
、
こ
の
時
代
の
「
ゆ
め
」
は
、

は
か
な
い
も
の
・
心
の
迷
い
と
い
う
よ
う
な
方
向
へ
意
味
の
拡
が
り
は
認
め
ら

れ
て
も
、
理
想
・
希
望
・
願
望
の
意
で
使
わ
れ
た
も
の
は
見
当
た
ら
な
い
よ
う

で
あ
る
。
あ
る
い
は
、
そ
れ
は
キ
雷
昌
の
訳
と
し
て
後
世
成
立
し
た
も
の
で
は

な
か
ろ
う
か
。
『
日
本
国
語
大
辞
典
』
で
は
、
そ
の
意
味
の
用
例
に
近
代
の
も

の
を
挙
げ
て
い
る
。
『
更
級
日
記
』
の
他
の
「
ゆ
め
」
の
用
例
も
そ
の
意
味
で

は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
「
夢
さ
め
て
」
を
単
に
「
め
ざ
め
て
」
と
せ
ず
（
こ

の
訳
で
も
良
い
と
思
わ
れ
る
が
）
、
「
夢
」
を
生
か
す
と
す
れ
ば
、
右
に
示
し
た

旺
文
社
文
庫
本
の
よ
う
な
意
と
す
る
の
が
、
現
在
ま
で
の
調
査
で
は
、
も
っ
と

も
穏
当
で
あ
る
と
考
え
る
。
少
し
こ
と
ば
を
補
え
ば
、
お
そ
ら
く
「
御
尊
父
の

任
官
が
め
で
た
く
成
就
す
る
夢
を
見
て
お
り
ま
し
た
が
、
そ
の
夢
か
ら
さ
め

て
」
と
で
も
言
う
の
で
あ
ろ
う
。

　
さ
て
、
こ
の
よ
う
な
意
味
の
歌
で
あ
る
と
す
る
と
、
「
同
じ
心
に
思
ふ
べ
き

人
」
は
、
暁
方
の
除
目
の
発
表
を
一
応
は
気
に
し
つ
っ
も
、
時
折
ま
ど
ろ
ん
で

い
た
こ
と
に
な
り
、
『
枕
草
子
』
二
五
段
の
「
除
目
に
司
得
ぬ
人
の
家
」
に
描

か
れ
て
い
る
よ
う
に
、
一
睡
も
せ
ず
に
吉
報
を
待
ち
詫
び
て
い
た
で
あ
ろ
う
孝

標
一
家
と
は
違
っ
て
い
た
こ
と
に
な
る
わ
け
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
更
級
日
記
「
暁
を
」
の
歌
私
解

　
少
な
く
と
も
今
回
の
除
目
に
関
し
て
は
、
こ
の
程
度
の
関
心
し
か
な
か
っ
た

人
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
贈
問
歌
は
「
す
で
に
不
首
尾
を
知
っ
て
同
情
を
寄
せ
た

も
の
」
（
集
成
）
で
は
な
く
、
儀
礼
的
に
結
果
を
尋
ね
て
き
た
も
の
と
思
わ
れ

る
。
ま
た
、
眠
り
が
浅
い
の
も
「
期
待
の
た
め
」
（
旺
文
社
文
庫
）
で
は
な
い

で
あ
ろ
う
。

　
先
に
「
同
じ
心
に
思
ふ
べ
き
人
」
の
「
べ
し
」
を
論
理
的
推
定
と
し
た
が
、

そ
こ
で
は
何
を
根
拠
と
し
て
「
同
じ
心
に
思
ふ
」
こ
と
が
当
然
と
把
握
さ
れ
て

い
る
の
か
と
問
う
こ
と
を
し
な
か
っ
た
。
そ
れ
を
問
う
こ
と
は
「
同
じ
心
に
思

ふ
べ
き
人
」
が
作
者
一
家
に
と
っ
て
、
ど
う
い
う
関
係
の
人
物
な
の
か
を
問
う

こ
と
と
同
じ
に
な
ろ
う
が
、
そ
れ
は
ま
た
、
こ
の
一
段
を
解
釈
す
る
助
け
と
な

る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
筆
者
は
こ
の
人
物
は
、
具
体
的
に
は
親
族
の

者
で
は
な
い
か
と
想
像
し
て
い
る
。
凡
庸
・
魯
鈍
と
い
う
孝
標
の
評
価
に
つ
い

て
は
池
田
利
夫
氏
の
反
論
が
あ
る
が
（
「
菅
原
孝
標
像
の
再
検
討
」
国
語
と
国

文
学
一
九
七
八
・
七
）
、
同
じ
菅
原
道
真
の
流
れ
で
あ
り
、
文
章
博
士
や
大
学
頭
と
な

っ
て
い
た
輔
正
二
旦
義
・
為
紀
ら
は
、
『
御
堂
関
白
記
』
に
も
比
較
的
頻
繁
に

顔
を
出
し
、
道
長
家
の
栄
華
の
余
沢
に
あ
ず
か
っ
て
い
た
ら
し
い
（
集
成
）
の

に
対
し
、
孝
標
は
菅
家
の
嫡
流
に
生
ま
れ
な
が
ら
、
文
章
博
士
に
も
大
学
頭
に

も
な
れ
ず
、
国
司
と
し
て
も
す
で
に
四
年
の
問
失
業
中
で
あ
り
、
し
か
も
、
約

一
年
前
の
治
安
三
年
の
十
月
に
は
道
真
・
都
良
香
の
真
跡
を
と
ど
め
る
龍
門
寺

方
丈
の
扉
に
仮
名
の
拙
草
を
添
書
し
て
、
道
長
一
行
の
噺
笑
を
浴
び
て
さ
え
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五



　
　
　
　
　
更
級
日
記
「
暁
を
」
の
歌
私
解

る
（
扶
桑
略
記
）
の
は
事
実
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
状
況
の
中
で
、
親
族
の
者

が
孝
標
に
対
し
て
抱
い
て
い
た
感
情
は
、
後
年
漸
く
常
陸
国
介
の
任
を
得
た
時

に
孝
標
が
娘
に
語
っ
た
「
京
と
て
も
、
た
の
も
し
う
迎
へ
と
り
て
む
と
思
ふ

類
・
親
族
も
な
し
」
と
い
う
言
葉
に
反
映
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
ら

で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
れ
ら
の
役
職
に
就
い
て
い
た
親
族
は
京
に
い
た
は
ず

で
あ
り
、
親
族
な
ら
ば
娘
達
を
「
た
の
も
し
う
迎
へ
と
る
べ
き
」
で
あ
り
、
自

分
の
任
官
に
つ
い
て
も
「
同
じ
心
に
思
ふ
べ
き
」
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
か
ら

で
あ
る
。

５

　
贈
問
の
詞
と
歌
と
が
以
上
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
と
す
る
と
、
孝
標
女
の

返
歌
は
「
暁
を
待
つ
」
の
み
な
ら
ず
「
な
る
と
も
聞
か
ぬ
」
の
主
体
も
ま
た
相

手
と
理
解
し
て
、
次
の
よ
う
な
内
容
の
も
の
と
見
る
の
が
自
然
の
よ
う
に
思
え

る
。　

　
暁
な
ど
を
ど
う
し
て
あ
な
た
は
お
待
ち
に
な
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
思
う
こ

　
　
と
が
な
る
と
も
お
聞
き
に
な
ら
な
い
鐘
の
音
な
の
で
す
か
ら
。

父
の
任
官
は
ど
う
せ
望
み
薄
だ
ろ
う
と
思
っ
て
い
ら
し
た
の
で
し
た
ら
、
暁
を

待
つ
こ
と
も
な
い
で
し
ょ
う
に
、
と
相
手
を
な
じ
り
な
が
ら
も
、
こ
の
返
歌
は
、

儀
礼
的
で
あ
っ
た
に
せ
よ
任
官
の
成
否
を
問
う
て
来
た
相
手
へ
の
回
答
も
呆
た

し
て
い
る
こ
と
に
な
る
わ
け
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六

　
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
内
容
で
あ
る
と
す
る
と
、
こ
の
歌
は
恋
の
返
歌
の
類
型

を
踏
ま
え
た
も
の
で
あ
る
可
能
性
が
で
て
く
る
。
た
と
え
ば
『
篁
物
語
』
に
、

　
　
う
ち
と
け
ぬ
も
の
ゆ
ゑ
夢
を
見
て
覚
め
て
あ
か
ぬ
も
の
思
ふ
こ
ろ
に
も
あ

　
　
る
か
な

　
　
　
　
う
ち
と
け
る
機
会
が
な
い
も
の
だ
か
ら
、
あ
な
た
を
夢
に
見
て
は
目

　
　
　
　
覚
め
、
も
の
た
り
な
い
思
い
を
し
て
い
ま
す
。

と
い
う
男
に
対
す
る
女
の
返
歌
に
、

　
　
い
を
寝
ず
は
夢
に
も
見
え
じ
を
逢
ふ
こ
と
の
嘆
く
嘆
く
も
あ
か
し
は
て
し

　
　
を

　
　
　
　
寝
な
け
れ
ば
夢
に
も
現
れ
な
い
で
し
ょ
う
に
。
わ
た
し
は
、
あ
な
た

　
　
　
　
に
逢
え
な
い
の
を
嘆
い
て
、
夜
を
明
か
し
た
も
の
を
。

と
、
自
分
は
一
睡
も
で
き
な
い
で
夜
を
明
か
し
た
の
に
、
あ
な
た
は
寝
て
い
ら

し
た
の
で
す
ね
、
と
な
じ
る
も
の
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
相
手
の
自
分
を
思

う
気
持
ち
が
自
分
の
相
手
を
思
う
気
持
ち
よ
り
薄
い
と
な
じ
り
つ
つ
媚
態
を
示

す
の
は
、
恋
の
掛
け
合
い
で
は
一
類
型
を
な
し
て
い
る
よ
う
だ
が
、
孝
標
女
の

こ
の
返
歌
は
、
状
況
は
異
な
る
も
の
の
「
同
じ
心
に
思
ふ
べ
き
人
」
に
対
し
て
、

こ
の
類
型
を
踏
ま
え
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て

そ
れ
は
お
そ
ら
く
、
贈
ら
れ
て
き
た
歌
の
「
秋
の
も
も
夜
の
心
地
せ
し
か
な
」

の
語
句
か
ら
触
発
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
「
秋
の
百
夜
」
と
い
う
語
句
は

萬
葉
集
の
相
聞
歌
（
４
・
五
四
六
お
よ
び
五
四
八
、
こ
の
二
首
は
古
今
六
帖
に



も
採
ら
れ
て
い
る
）
に
見
ら
れ
、
同
じ
く
孝
標
女
の
作
か
と
言
わ
れ
る
『
浜
松

中
紬
言
物
語
』
一
巻
三
）
に
も
、

　
　
一
声
に
あ
か
ず
と
聞
き
し
短
か
夜
も
秋
の
も
も
夜
の
心
地
こ
そ
す
れ

と
い
う
男
の
後
朝
の
歌
の
中
に
見
ら
れ
る
語
句
だ
か
ら
で
あ
る
。
和
歌
に
お
い

て
は
こ
の
語
句
の
用
例
は
極
め
て
少
な
く
、
右
の
他
に
は
、
更
に
時
代
が
降
る

『
風
雅
和
歌
集
』
（
巻
６
・
五
九
四
、
前
参
議
家
親
）
に
一
例
見
ら
れ
る
だ
け
の

よ
う
で
あ
る
が
、
そ
の
詞
書
に
は
「
伏
見
院
、
万
葉
の
こ
と
ば
に
て
人
々
に
歌

よ
ま
せ
さ
せ
給
ひ
け
る
時
、
秋
の
も
も
よ
と
い
ふ
事
を
」
と
あ
る
。
お
そ
ら
く

孝
標
女
の
時
代
に
お
い
て
も
す
で
に
、
「
万
葉
の
こ
と
ば
」
と
意
識
さ
れ
て
い

た
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
孝
標
女
は
こ
の
語
句
を
そ
の
使
い
方
ま
で
萬
葉
集

一
あ
る
い
は
古
今
六
帖
）
を
踏
襲
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
し
た
が
っ
て
、
こ
の
孝
標
女
の
返
歌
は
「
自
噺
に
も
似
た
あ
き
ら
め
の
響

き
」
で
は
な
く
（
し
た
が
っ
て
、
父
孝
標
の
立
場
も
失
わ
れ
る
よ
う
な
も
の
で

も
な
く
）
、
む
し
ろ
作
者
の
才
知
と
勝
ち
気
な
性
格
を
読
み
取
る
べ
き
で
は
な

か
ろ
う
か
（
こ
の
司
召
の
段
の
す
ぐ
後
に
見
え
る
「
奥
山
の
」
の
返
歌
、
ま
た

「
深
き
夜
に
」
の
返
歌
に
も
同
様
の
作
者
の
性
格
が
窺
え
る
よ
う
に
思
え
る
）
。

岩
波
文
庫
本
（
西
下
経
一
氏
校
注
）
に
次
の
よ
う
な
解
説
が
あ
る
。

　
　
こ
こ
で
作
者
の
素
質
を
考
え
よ
う
。
も
し
作
者
が
現
実
と
妥
協
し
た
り
、

　
　
あ
き
ら
め
た
り
し
て
、
少
し
ず
っ
の
改
善
に
努
力
す
る
型
の
女
性
な
ら
ば

　
　
問
題
は
な
い
が
、
日
記
か
ら
見
る
作
者
は
、
個
性
が
強
く
て
妥
協
な
ど
で

　
　
　
　
　
更
級
日
記
「
暁
を
」
の
歌
私
解

　
　
き
な
い
で
、
現
実
で
得
ら
れ
な
い
も
の
を
、
は
る
か
か
な
た
に
夢
み
た
の

　
　
で
あ
ろ
う
。
か
て
て
加
え
て
、
彼
女
の
心
を
傷
つ
け
悲
し
ま
せ
た
も
ろ
も

　
　
ろ
の
出
来
事
は
、
現
実
を
い
と
わ
し
い
も
の
に
し
、
現
実
に
目
を
そ
む
け

　
　
さ
せ
、
そ
れ
は
自
然
に
、
現
実
の
か
な
た
に
希
望
を
っ
な
が
せ
る
の
で
あ

　
　
る
。

こ
の
文
章
の
筆
者
で
あ
る
西
下
氏
（
岩
波
文
庫
本
・
文
学
大
系
本
）
は
、
こ
の

「
暁
を
な
に
に
待
ち
け
む
」
の
歌
に
は
特
に
訳
は
付
け
ら
れ
て
い
な
い
が
、
「
さ

り
と
も
」
の
理
解
の
仕
方
を
考
え
あ
わ
す
と
、
あ
る
い
は
筆
者
と
同
様
の
理
解

を
さ
れ
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　
た
だ
、
次
の
例
を
考
え
あ
わ
す
と
、
相
手
を
な
じ
る
内
容
は
父
の
代
弁
か
も

し
れ
な
い
。

　
　
朝
倉
や
今
は
雲
居
に
聞
く
も
の
を
な
ほ
木
の
ま
ろ
が
名
の
り
を
や
す
る

こ
の
歌
は
、
継
母
で
あ
っ
た
人
が
、
新
し
い
夫
あ
る
身
で
あ
り
な
が
ら
、
父
の

旧
官
名
に
ち
な
む
「
上
総
大
輔
」
の
名
で
出
仕
し
て
い
た
の
に
対
し
て
、
「
今

は
私
と
遠
く
離
れ
て
宮
中
に
お
仕
え
す
る
身
の
上
と
聞
い
て
い
ま
す
が
、
そ
れ

で
も
ま
だ
私
に
縁
の
あ
る
名
を
用
い
て
お
ら
れ
る
の
で
す
か
」
（
集
成
）
と
、

父
に
代
わ
っ
て
詠
ん
だ
も
の
で
あ
る
。

６

返
歌
の
結
句
「
鐘
の
音
ゆ
ゑ
」
を
前
節
で

「
鐘
の
音
な
の
で
す
か
ら
」

　
　
　
七

と
訳



　
　
　
　
　
更
級
日
記
「
暁
を
」
の
歌
私
解

し
た
の
は
、
次
の
よ
う
な
理
由
か
ら
で
あ
る
。

　
こ
の
「
鐘
の
音
ゆ
ゑ
」
の
「
ゆ
ゑ
」
の
よ
う
に
、
接
続
助
詞
あ
る
い
は
接
尾

辞
的
に
用
い
ら
れ
て
い
る
ユ
ヱ
（
二
）
は
、
漢
文
訓
読
文
や
片
仮
名
混
じ
り
文

な
ど
を
除
き
、
仮
名
文
（
和
歌
・
和
文
）
に
限
っ
て
も
平
安
時
代
に
は
約
百
例

　
　
　
　
　
　

ほ
ど
拾
え
た
が
、
そ
の
す
べ
て
が
順
態
原
因
あ
る
い
は
順
態
理
由
を
示
す
も
の

で
あ
る
。
和
歌
の
中
の
「
修
飾
語
句
十
体
言
十
ユ
ヱ
（
二
）
」
の
形
の
も
の
に

逆
接
性
が
感
じ
ら
れ
る
例
が
い
く
つ
か
あ
る
が
、
そ
れ
は
ユ
ヱ
（
二
）
の
語
と

し
て
の
意
味
で
は
な
く
、
一
首
全
体
の
意
味
か
ら
生
じ
る
余
情
に
す
ぎ
な
い
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

の
と
考
え
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、
次
の
よ
う
な
例
が
そ
う
で
あ
る
。

　
０
招
く
と
て
立
ち
も
止
ま
ら
ぬ
秋
ゆ
ゑ
に
あ
は
れ
片
寄
る
花
薄
か
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
拾
遺
集
・
二
二
二
）

　
＠
深
く
し
も
頼
ま
ざ
る
ら
む
君
ゆ
ゑ
に
雪
踏
み
分
け
て
夜
な
夜
な
ぞ
い
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
詞
花
集
・
三
一
八
）

例
０
と
似
た
構
文
の
歌
に
、

　
惜
し
め
ど
も
散
り
も
止
ま
ら
ぬ
花
ゆ
ゑ
に
春
は
山
辺
を
す
み
か
に
ぞ
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
後
拾
遺
集
・
二
二
二
）

が
あ
る
が
、
こ
の
「
ゆ
ゑ
に
」
は
順
接
に
理
解
す
る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
。
こ

の
「
ゆ
ゑ
に
」
と
例
¢
の
「
ゆ
ゑ
に
」
と
を
区
別
す
る
必
要
は
な
い
と
考
え
る
。

確
か
に
例
Ｑ
の
場
合
は
原
因
と
し
て
示
さ
れ
て
い
る
「
招
く
と
て
立
ち
も
止
ま

ら
ぬ
秋
」
か
ら
一
般
に
予
想
さ
れ
る
結
果
に
沿
わ
な
い
事
態
が
示
さ
れ
て
い
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八

の
で
、
逆
接
性
が
感
じ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
れ
は
表
現
の
背
後
に
あ
る

一
般
的
因
果
関
係
の
意
識
に
照
ら
し
て
生
じ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
和
歌
の
表
現

自
体
は
「
招
く
と
て
立
ち
も
止
ま
ら
ぬ
秋
ゆ
ゑ
に
（
ノ
タ
メ
ニ
）
片
寄
る
花

薄
」
と
い
う
因
果
関
係
を
そ
の
ま
ま
歌
っ
た
も
の
と
見
る
べ
き
で
は
あ
る
ま
い

か
。
例
　
も
同
様
で
あ
り
、
「
必
ず
し
も
私
を
深
く
は
頼
り
に
し
て
い
な
い
で

あ
ろ
う
が
、
そ
の
あ
な
た
に
ひ
か
れ
て
…
」
（
新
古
典
文
学
大
系
本
訳
）
と
い

う
よ
う
に
、
ユ
ヱ
を
契
機
的
原
因
を
示
す
も
の
と
解
し
て
不
都
合
は
な
い
。

　
た
し
か
に
、
問
題
と
す
る
「
鐘
の
音
ゆ
ゑ
」
の
場
合
も
、
右
と
同
じ
よ
う
に

考
え
る
こ
と
も
で
き
る
。
全
集
本
の
「
…
の
た
め
、
…
に
よ
っ
て
の
意
」
と
し

っ
っ
、
「
逆
接
的
な
余
韻
を
含
ん
で
い
る
」
と
し
て
「
思
う
こ
と
が
な
る
と
も

聞
か
な
い
鐘
の
音
だ
と
い
う
の
に
」
と
訳
し
て
い
る
も
の
や
、
松
尾
聡
氏
の

『
校
註
更
級
日
記
』
（
笠
間
書
院
）
の
「
『
鐘
の
お
と
の
た
め
に
』
の
意
で
、
自

然
『
鐘
の
音
で
あ
る
の
に
』
の
意
と
な
る
」
と
説
明
し
て
い
る
の
は
、
こ
の
考

え
方
で
あ
る
。
旺
文
社
文
庫
本
の
「
鐘
の
音
の
た
め
に
」
と
の
み
訳
し
て
い
る

の
も
ま
た
、
余
情
は
余
情
と
し
て
歌
語
の
訳
と
し
て
は
表
現
し
な
か
っ
た
も
の

と
思
わ
れ
、
考
え
方
は
同
じ
だ
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
、
例
○
　
の
よ
う
な
ユ
ヱ

と
「
暁
を
な
に
に
待
ち
け
む
」
の
歌
の
ユ
ヱ
と
は
、
そ
の
用
い
ら
れ
方
が
異
な

っ
て
い
る
よ
う
な
感
じ
が
あ
る
。
大
系
本
に
「
こ
の
『
ゆ
ゑ
』
は
『
も
の
ゆ

ゑ
』
と
同
じ
意
か
。
普
通
に
は
『
た
め
に
』
と
な
る
」
と
あ
る
の
は
、
そ
の
あ

た
り
の
違
い
に
触
れ
た
も
の
か
と
思
わ
れ
る
。
た
し
か
に
、
こ
の
「
鐘
の
音
ゆ



ゑ
」
の
「
ゆ
ゑ
」
は
目
標
・
目
的
の
タ
メ
ニ
で
理
解
し
た
方
が
分
か
り
や
す
い

よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
「
ゆ
ゑ
」
と
あ
る
こ
と
は
動
か
せ
な
い
。

　
　
は
か
な
し
ゃ
人
の
か
ざ
せ
る
あ
ふ
ひ
ゆ
ゑ
神
の
ゆ
る
し
の
今
日
を
待
ち
っ

　
　
　
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
源
氏
・
葵
一

の
例
の
「
ゆ
ゑ
」
も
同
様
で
あ
る
。
「
は
か
な
い
こ
と
で
あ
る
こ
と
よ
。
人
の

か
ざ
し
て
い
る
葵
（
他
の
女
と
同
車
し
て
い
る
人
）
ゆ
ゑ
に
、
私
は
神
の
ゆ
る

し
の
葵
（
逢
ふ
日
）
を
待
っ
た
の
で
あ
っ
た
」
（
古
典
文
学
大
系
本
訳
一
と
通

釈
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
「
ゆ
ゑ
」
も
タ
メ
ニ
（
目
標
・
目
的
一
で
理
解
で
き

そ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
、
葵
の
存
在
を
原
因
と
し
て
今
日
を
待
つ
行

為
が
行
わ
れ
た
と
い
う
因
果
関
係
の
上
に
、
そ
の
葵
が
人
の
か
ざ
す
も
の
と
な

り
、
今
日
を
待
っ
行
為
が
は
か
な
い
も
の
と
な
っ
た
と
い
う
結
果
の
事
態
が
重

層
的
に
表
現
さ
れ
た
、
和
歌
特
有
の
表
現
と
考
え
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
か
と

思
う
。
こ
の
よ
う
な
表
現
に
つ
い
て
は
更
に
詳
し
く
考
え
た
い
と
思
っ
て
い
る

が
、
こ
の
考
え
方
が
正
し
け
れ
ば
、
「
ゆ
ゑ
」
そ
の
も
の
は
や
は
り
順
態
原
因

を
示
す
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
と
も
あ
れ
、
以
上
の
よ
う
に
考
え
て
、
「
鐘
の
音
ゆ
ゑ
」
も
ま
た
順
態
原
因

を
示
す
も
の
で
あ
り
、
余
情
と
し
て
逆
接
性
が
感
じ
ら
れ
る
例
と
処
理
し
て
良

い
よ
う
に
も
思
え
る
の
で
あ
る
が
、
騰
路
す
る
の
は
、
こ
の
歌
の
場
合
の
ユ
ヱ

は
歌
末
に
あ
り
、
上
句
に
は
返
ら
ず
に
言
い
さ
し
た
も
の
で
あ
る
可
能
性
が
あ

る
か
ら
で
あ
る
。
も
し
そ
う
な
ら
、
右
に
挙
げ
た
例
は
す
べ
て
、
こ
の
「
鐘
の

　
　
　
　
　
更
級
日
記
「
暁
を
」
の
歌
私
解

音
ゆ
ゑ
」
の
「
ゆ
ゑ
」
を
的
確
に
説
明
す
る
材
料
と
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

仮
に
「
鐘
の
音
ゆ
ゑ
」
で
言
い
さ
し
た
と
見
た
場
合
、

　
　
暁
を
ど
う
し
て
あ
な
た
は
お
待
ち
に
な
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
思
う
こ
と
が

　
　
な
る
と
も
お
聞
き
に
な
ら
な
い
鐘
の
音
な
の
で
す
か
ら
（
そ
の
必
要
は
な

　
　
い
は
ず
で
し
ょ
う
に
）
。

の
よ
う
に
、
「
…
だ
か
ら
、
…
の
は
ず
だ
」
と
い
う
言
い
方
の
後
半
を
略
し
た

も
の
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
む
し
ろ
こ
の
方
が
前
節
ま
で
に
述
べ
た
文

脈
か
ら
も
自
然
の
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
場
合
「
ゆ
ゑ
」
は
理

由
を
示
す
も
の
と
な
る
。
ユ
ヱ
（
二
）
が
理
由
を
示
す
例
に
は
次
の
よ
う
な
も

の
が
あ
る
。

　
＠
は
な
は
だ
も
降
ら
ぬ
雨
ゆ
ゑ
に
は
た
つ
み
い
た
く
な
行
き
そ
人
の
知
る
べ

　
　
　
く
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
萬
葉
集
・
二
二
七
〇
）

　
　
　
た
く
さ
ん
も
零
ら
な
い
雨
な
ん
だ
か
ら
庭
の
流
れ
水
も
ひ
ど
く
は
行
く

　
　
　
な
。
人
が
知
る
ほ
ど
に
。
（
あ
ん
ま
り
度
々
も
逢
つ
て
は
ゐ
な
い
の
だ

　
　
　
か
ら
、
ひ
ど
く
素
振
り
に
出
し
て
人
に
知
ら
れ
る
や
う
な
事
は
し
な
い

　
　
　
で
ほ
し
い
。
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
澤
潟
注
釈
一

　
　
ゆ
く
川
の
瀬
ご
と
に
踏
ま
む
跡
ゆ
ゑ
に
頼
む
し
る
し
を
い
づ
れ
と
か
見
む

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
後
撰
集
・
六
九
六
一

　
　
　
流
れ
る
水
の
浅
瀬
の
あ
ら
ゆ
る
所
を
千
鳥
が
踏
ん
で
つ
け
る
足
跡
で
あ

　
　
　
り
ま
す
か
ら
、
ど
れ
が
「
頼
む
し
る
し
」
な
の
か
と
思
っ
て
見
る
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九



　
　
　
　
　
更
級
日
記
「
暁
を
」
の
歌
私
解

　
　
　
で
し
ょ
う
よ
。
１
あ
な
た
は
あ
ち
ら
こ
ち
ら
の
女
の
も
と
に
筆
跡
を
残

　
　
　
し
て
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
の
で
、
ど
れ
が
私
と
の
未
来
を
期
待
し
て
い

　
　
　
る
証
拠
か
し
ら
と
思
っ
て
見
る
こ
と
で
し
ょ
う
よ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
新
古
典
文
学
大
系
訳
一

　
＠
は
か
な
く
て
絶
え
な
む
蜘
蛛
の
糸
ゆ
ゑ
に
何
に
か
多
く
か
か
む
と
ぞ
思
ふ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
後
撰
集
・
一
：
二
九
）

　
　
　
あ
な
た
と
私
は
今
に
も
切
れ
て
し
ま
う
蜘
蛛
の
糸
の
よ
う
な
、
は
か
な

　
　
　
い
関
係
に
あ
り
ま
す
ゆ
え
に
、
蜘
蛛
の
巣
が
き
な
ら
ぬ
た
く
さ
ん
の
手

　
　
　
紙
を
、
ど
う
し
て
書
こ
う
と
思
い
ま
し
ょ
う
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
新
古
典
文
学
大
系
訳
一

　
た
だ
、
こ
れ
ら
の
例
は
受
け
部
に
命
令
や
意
志
が
含
ま
れ
る
例
で
あ
り
、
推

量
を
含
む
「
暁
を
な
に
に
待
ち
け
む
」
の
歌
の
場
合
と
は
異
な
る
。
推
量
が
受

け
部
に
含
ま
れ
る
場
合
は
、

　
¢
難
波
江
の
贋
の
か
り
ね
の
一
夜
ゆ
ゑ
身
を
つ
く
し
て
や
恋
ひ
わ
た
る
べ
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
千
載
集
・
八
〇
七
）

　
ゆ
ひ
さ
か
た
の
あ
め
に
し
ほ
る
る
君
ゆ
ゑ
に
月
日
も
知
ら
ず
恋
ひ
わ
た
る
ら

　
　
　
む
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
新
古
今
集
・
八
四
九
）

の
よ
う
に
原
因
を
示
す
場
合
も
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
ユ
ヱ
で
示
さ
れ
る
も

の
が
推
量
の
根
拠
と
な
っ
て
い
る
も
の
は
理
由
を
示
す
と
考
え
ら
れ
る
。
た
と

え
ば
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇

　
　
た
だ
な
ら
じ
と
ば
か
り
た
た
く
水
鶏
ゆ
ゑ
あ
け
て
は
い
か
に
く
や
し
か
ら

　
　
　
ま
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
紫
式
部
日
記
）

の
歌
を
「
そ
の
ま
ま
で
は
す
ま
す
ま
い
と
熱
心
に
戸
を
た
た
く
水
鶏
　
あ
な
た

の
こ
と
ゆ
ゑ
、
戸
を
開
け
で
も
し
た
ら
、
ど
ん
な
に
晦
し
い
こ
と
に
な
っ
た
で

し
ょ
う
」
（
岩
波
文
庫
本
訳
）
と
理
解
し
た
場
合
が
こ
の
例
に
い
る
。

　
「
暁
を
な
に
に
待
ち
け
む
」
の
歌
が
結
句
か
ら
上
句
に
返
る
場
合
で
も
、
前

節
の
始
め
に
示
し
た
よ
う
な
訳
で
、
こ
の
例
ゆ
と
同
様
に
「
ゆ
ゑ
」
を
理
由
を

示
す
も
の
と
見
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　
言
い
さ
し
の
か
た
ち
に
せ
よ
、
上
句
に
返
る
に
せ
よ
、
こ
の
「
ゆ
ゑ
」
が
理

由
を
示
す
も
の
で
あ
れ
ば
、
一
首
の
意
味
に
は
逆
接
性
は
な
い
こ
と
に
な
る
。

注
０
　
中
西
宇
一
氏
「
，
べ
し
』
の
推
定
性
－
様
相
と
推
定
と
意
志
１
」
（
「
萬
葉
」
七
一

　
号
一
九
六
九
・
七
）
・
「
『
べ
し
」
の
意
味
」
（
「
月
刊
文
法
」
一
の
四
一
九
六
九
・
三
）

　
　
調
査
し
た
も
の
は
、
八
代
勅
撰
和
歌
集
・
竹
取
物
語
・
伊
勢
物
語
・
大
和
物
語
・

　
篁
物
語
・
平
中
物
語
・
宇
津
保
物
語
・
落
窪
物
語
・
源
氏
物
語
・
狭
衣
物
語
・
堤
中

　
納
言
物
語
・
浜
松
中
檀
言
物
語
・
夜
の
寝
覚
・
枕
草
子
・
か
げ
ろ
ふ
日
記
・
紫
式
部

　
日
記
・
和
泉
式
部
日
記
・
更
級
日
記
・
い
ほ
ぬ
し
、
ま
た
若
干
の
私
家
集
と
歌
合
集
。

　
　
上
代
の
例
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
こ
と
は
、
拙
稿
「
人
妻
ゆ
ゑ
に
ー
逆
的
に
訳

　
さ
れ
る
ユ
ヱ
に
つ
い
て
ー
」
（
「
萬
葉
」
　
二
二
七
号
一
九
九
〇
・
二
）
で
述
べ
た
。

＠
　
例
¢
の
「
秋
ゆ
ゑ
に
」
は
『
好
忠
集
』
で
は
「
も
の
ゆ
へ
に
」
と
あ
り
、
例
　
は

　
阿
仏
尼
筆
本
の
「
き
み
ゆ
へ
に
」
の
「
き
み
」
の
上
に
「
も
の
」
と
書
い
て
あ
る
よ



し
で
あ
る
一
岩
波
文
庫
本
註
記
一
。
こ
の
よ
う
な
改
変
の
事
実
は
、
例
○
◎
の
ユ
ヱ

ニ
に
逆
接
性
が
感
じ
取
れ
る
こ
と
を
示
す
も
の
生
言
え
る
。
し
か
し
、
「
修
飾
語
句

十
笹
言
十
ユ
ヱ
一
二
）
」
の
場
合
に
感
じ
取
れ
る
逆
接
性
と
接
続
助
詞
モ
ノ
ユ
ヱ

（
二
一
の
逆
接
用
法
と
は
、
表
現
と
し
て
は
区
別
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え

る
。

更
級
日
記
「
暁
を
」

の
歌
私
解
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