
日
記
文
学
か
ら
読
者
が
見
え
な
く
な
る
と
き

『
と
は
ず
が
た
り
』
論
へ
の
序
説

森

田

兼

吉

 
 
 
 
一

 
わ
れ
わ
れ
が
日
記
文
学
と
呼
ん
で
い
る
平
安
時
代
・
鎌
倉
時
代
の
作
品
群

が
、
記
録
と
し
て
の
日
記
と
は
ま
っ
た
く
性
格
の
異
な
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は

今
日
で
は
常
識
に
な
っ
て
き
た
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
日
記
文
学
作
品
が
読

者
を
予
想
し
読
者
の
存
在
と
深
く
関
わ
っ
て
成
立
し
て
い
る
こ
と
も
、
今
更
論

じ
る
ま
で
も
あ
る
ま
い
。
い
ま
私
は
『
と
は
ず
が
た
り
』
に
つ
い
て
論
じ
よ
う

と
し
て
い
る
の
だ
が
、
そ
の
前
段
階
と
し
て
『
土
佐
日
記
』
を
含
め
た
女
流
日

記
文
学
作
品
の
一
つ
一
つ
に
つ
い
て
、
そ
こ
に
予
想
さ
れ
て
い
る
読
者
が
ど
の

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ユ
 

よ
う
な
人
た
ち
で
あ
る
か
を
整
理
し
て
み
よ
う
。

○
『
土
佐
日
記
』

 
紀
貫
之
と
親
し
い
歌
人
・
文
人
た
ち
。
年
少
の
人
た
ち
の
た
め
の
和
歌
の
指

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

導
書
と
し
て
の
性
格
の
説
か
れ
る
こ
と
も
あ
る
が
、
和
歌
の
指
導
、
そ
れ
も

年
少
の
（
実
作
の
経
験
も
乏
し
い
）
者
た
ち
を
対
象
と
し
た
指
導
な
ら
ば
、
別

の
形
の
も
の
が
ふ
さ
わ
し
い
は
ず
で
、
こ
こ
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
、
譜
認
や
風

刺
や
、
女
性
仮
託
が
か
も
し
出
す
お
か
し
み
も
、
年
少
読
者
と
は
無
縁
の
も
の

で
あ
る
。

○
『
か
げ
ろ
ふ
の
日
記
』

 
道
綱
母
は
作
品
の
序
の
中
で
「
天
下
の
人
の
品
高
き
や
と
問
は
む
た
め
し
に

も
せ
よ
か
し
」
と
お
ぼ
ゆ
る
も
と
書
い
て
い
る
。
傍
線
部
は
こ
の
よ
う
に
校
訂

し
て
、
「
こ
の
上
な
い
高
い
身
分
の
人
に
嫁
し
た
女
の
生
活
は
ど
ん
な
も
の
な

の
か
と
尋
ね
る
人
が
い
た
ら
、
そ
の
答
え
の
一
例
」
と
か
「
こ
の
上
も
な
く
高

い
身
分
の
人
と
の
結
婚
の
真
相
は
ど
ん
な
も
の
か
と
尋
ね
る
人
が
い
た
ら
、
そ
 
 
田

の
答
え
の
一
例
」
と
か
訳
す
の
が
普
通
な
の
だ
が
、
「
…
…
と
結
婚
し
た
女
」
 
 
臣

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヨ
 

と
い
う
句
を
補
っ
て
訳
す
と
い
う
無
理
が
あ
る
。
今
西
祐
一
郎
氏
の
よ
う
に

「
こ
の
上
な
く
貴
い
身
分
の
人
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
、
尋
ね
よ
う
と
す
る

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

際
の
一
例
に
も
」
と
訳
す
か
、
室
伏
信
助
氏
の
よ
う
に
「
天
下
の
人
の
品
高
き
、

宿
訪
は
む
た
め
し
」
と
校
訂
し
て
「
摂
籍
の
御
曹
子
が
女
の
宿
を
訪
う
例
」
と

理
解
す
る
か
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
（
私
は
後
者
に
傾
い
て
い
る
）
が
、

い
ず
れ
に
し
て
も
、
上
流
貴
族
社
会
に
関
心
を
も
ち
、
憧
れ
て
い
る
女
性
を
読

者
と
し
て
想
定
し
て
い
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

○
『
和
泉
式
部
日
記
』

 
作
品
の
巻
末
近
く
、
帥
宮
の
心
細
げ
な
こ
と
ば
に
端
を
発
す
る
二
人
の
歌
の

贈
答
が
あ
る
。

 
 
い
か
に
お
ぼ
さ
る
・
に
か
あ
ら
ん
、
心
細
き
こ
と
ど
も
を
の
た
ま
は
せ
て
、

日
記
文
学
か
ら
読
者
が
見
え
な
く
な
る
と
き
 
一
『
と
は
ず
が
た
り
』
論
へ
の
序
説
1



 
 
「
猶
世
の
中
に
あ
り
は
つ
ま
じ
き
に
や
」
と
あ
れ
ば
、

 
 
 
 
呉
竹
の
世
々
の
古
言
お
も
ほ
ゆ
る
昔
語
り
は
わ
れ
の
み
や
せ
ん

 
 
と
聞
こ
え
た
れ
ば
、

 
 
 
 
呉
竹
の
う
き
節
し
げ
き
世
の
中
に
あ
ら
じ
と
そ
思
ふ
し
ば
し
ば
か
り

 
 
 
 
も

 
引
用
に
用
い
た
岩
波
文
庫
本
は
三
条
西
家
本
を
底
本
と
し
て
い
る
が
、
和
泉

式
部
の
歌
の
第
五
句
の
「
わ
れ
」
（
寛
元
本
も
同
じ
）
は
応
永
本
系
諸
本
と
『
和

泉
式
部
蟻
集
』
の
日
記
重
出
歌
聖
と
の
形
「
き
み
」
が
原
形
で
あ
ろ
う
こ
と
は

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ら
 

何
度
も
論
じ
た
こ
と
が
あ
る
。
和
泉
式
部
は
贈
答
歌
を
中
心
と
し
た
二
人
の

恋
を
世
々
を
経
て
語
り
伝
え
ら
れ
て
き
た
古
い
歌
物
語
に
も
相
当
す
る
と
と
ら

え
、
そ
れ
を
長
寿
を
得
た
宮
様
こ
そ
が
昔
語
り
と
し
て
語
り
伝
え
て
ほ
し
い
と

歌
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
帥
宮
は
、
予
感
し
て
い
た
と
お
り
二
十
七
歳

の
若
さ
で
麗
じ
た
。
『
和
泉
式
部
日
記
』
は
帥
宮
が
な
す
こ
と
の
で
き
な
か
っ

た
二
人
の
恋
の
昔
語
り
を
、
宮
に
代
わ
っ
て
和
泉
式
部
が
し
た
と
い
う
性
格
を

も
っ
て
い
る
。
『
栄
花
物
語
』
や
『
大
鏡
』
に
伝
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
な
ス
キ
ャ

ン
ダ
ラ
ス
な
世
語
り
に
対
し
て
、
帥
宮
の
た
め
に
も
真
実
を
伝
え
た
い
と
い
う

思
い
も
あ
っ
た
ろ
う
。
そ
の
読
者
は
和
泉
式
部
周
辺
の
人
た
ち
、
た
と
え
ば
中

宮
彰
子
の
女
房
と
か
、
帥
宮
の
使
っ
て
い
た
硯
を
式
部
に
乞
う
た
り
（
続
集
八

六
詞
書
）
、
見
合
わ
す
べ
き
こ
と
が
あ
る
と
宮
の
し
た
う
つ
（
機
）
を
乞
う
た

り
（
同
一
〇
四
）
し
た
よ
う
な
帥
宮
に
仕
え
て
い
た
人
な
ど
が
考
え
ら
れ
る
。

○
『
紫
式
部
日
記
』

 
道
長
の
依
頼
に
よ
っ
て
成
っ
た
『
敦
成
親
王
誕
生
記
』
と
い
う
よ
う
な
も
の

が
根
底
に
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
が
、
現
存
の
も
の
は
宮
仕
え
希
望
の
あ
る
若
い
女

性
を
特
定
。
い
わ
ゆ
る
消
息
的
な
部
分
も
も
と
も
と
日
記
と
一
続
き
の
も
の
だ

が
、
そ
の
結
び
の
部
分
の
「
御
文
に
え
書
き
つ
づ
け
は
べ
ら
ぬ
こ
と
を
、
よ
き

も
あ
し
き
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
は
べ
る
ぞ
か
し
」
以
下
の
文
な
ど
に
よ
っ
て
も
、
紫
式
部

と
ご
く
親
し
い
、
「
身
の
上
の
う
れ
へ
」
ま
で
も
話
せ
る
よ
う
な
存
在
で
あ
っ

た
こ
と
も
わ
か
る
。
架
空
の
読
者
を
想
定
し
て
、
あ
る
人
に
語
っ
て
い
る
か
の

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

よ
う
な
形
で
書
か
れ
た
と
い
う
説
も
あ
る
が
、
①
印
刷
さ
れ
る
こ
と
の
な
い

こ
の
時
代
、
作
品
は
作
者
か
ら
手
渡
し
の
形
で
読
ま
れ
始
ま
る
こ
と
、
②
自
己

表
白
の
文
学
は
ま
だ
創
造
さ
れ
て
か
ら
日
が
浅
く
、
そ
の
よ
う
な
技
巧
的
な
作

品
が
こ
の
時
代
に
成
立
し
た
と
は
考
え
に
く
い
こ
と
、
現
に
そ
の
よ
う
な
作
品

は
中
古
・
中
世
を
通
し
て
類
例
が
な
い
、
な
ど
の
点
か
ら
し
て
も
認
め
が
た
い
。

○
『
更
級
日
記
』

 
夫
俊
通
や
子
ど
も
た
ち
の
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
書
か
れ
て
い
ず
、
垣
通
へ
の
思

い
が
長
々
と
書
か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
子
ど
も
や
姪
と
い
っ
た
身
内
の
者
を

読
者
に
想
定
し
て
書
か
れ
た
も
の
で
な
い
こ
と
は
わ
か
る
。
孝
標
女
が
予
想
し

た
最
初
の
読
者
は
彼
女
の
書
い
た
物
語
の
読
者
た
ち
で
あ
っ
た
ろ
う
。
程
度
の

差
こ
そ
あ
れ
、
物
語
と
実
人
生
と
を
混
同
・
同
一
視
す
る
物
語
の
読
み
方
は
、

若
い
と
き
の
彼
女
だ
け
の
も
の
で
は
な
く
、
ご
く
一
般
的
で
あ
っ
た
ろ
う
。
そ

ん
な
読
者
た
ち
に
、
物
語
と
現
実
と
の
相
違
を
語
り
、
物
語
と
の
正
し
い
関
わ

り
方
を
知
ら
せ
る
こ
と
も
『
更
級
日
記
』
の
執
筆
意
図
の
中
に
は
あ
っ
た
で
あ

ろ
う
。

○
『
成
尋
阿
閣
梨
母
集
』
（
『
成
尋
阿
閣
梨
母
日
記
』
と
呼
ぶ
に
ふ
さ
わ
し
い
作
品
）

 
 
 
か
き
つ
け
で
も
あ
り
ぬ
べ
き
こ
と
な
れ
ど
、
も
し
お
は
し
た
ら
ば
さ
思

 
 
ひ
け
る
と
も
み
給
へ
か
し
。

と
あ
る
よ
う
に
入
宋
し
て
い
る
昭
々
が
帰
国
し
た
ら
こ
れ
を
読
ん
で
、
母
の
心

（30）



中
を
知
っ
て
ほ
し
い
と
い
う
思
い
が
強
く
、
成
立
を
第
一
の
読
者
に
想
定
し
て

書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、

 
 
よ
に
侍
ら
ず
な
り
侍
な
ん
に
、
な
ち
ら
し
そ
と
い
ひ
を
け
ど
、
そ
れ
も
お

 
．
も
ひ
し
る
人
か
な
ら
ず
し
も
は
べ
ら
じ
。
も
し
あ
は
れ
し
り
給
は
ん
人
は

 
 
あ
は
れ
と
も
お
ぼ
せ
か
し
。

と
も
あ
っ
て
、
八
十
歳
を
過
ぎ
た
宮
島
母
は
、
一
旦
書
い
て
遺
し
た
も
の
は
自

分
の
思
い
に
は
か
か
わ
ら
ず
世
に
広
ま
つ
一
て
い
く
も
の
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
て

お
り
、
そ
う
し
た
後
の
世
の
未
知
な
る
読
者
を
も
予
想
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か

る
。
こ
れ
は
『
土
佐
日
記
』
『
か
げ
ろ
ふ
の
日
記
』
以
下
の
す
べ
て
の
作
品
の

作
者
に
つ
い
て
も
い
え
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

○
『
讃
岐
典
侍
日
記
』

 
作
者
長
子
は
、
下
巻
末
に
、
追
記
の
よ
う
な
形
で
、
読
者
に
つ
い
て
興
味
深

い
考
え
を
述
べ
て
い
る
。
「
わ
が
お
な
じ
心
に
し
の
び
ま
み
ら
せ
、
ん
人
と
、
こ

れ
を
も
ろ
と
も
に
見
ば
や
と
、
思
ひ
ま
は
す
に
」
、
こ
の
条
件
で
は
す
べ
て
の

人
が
あ
て
は
ま
っ
て
し
ま
う
。
「
さ
れ
ど
、
わ
れ
を
あ
ひ
思
は
ざ
ら
ん
人
に
見

せ
た
ら
ば
、
世
に
わ
づ
ら
は
し
く
漏
れ
聞
こ
え
ん
も
、
よ
し
な
し
」
、
ま
た
、

お
互
い
に
好
意
を
も
ち
あ
っ
て
い
る
人
で
も
「
方
人
な
ど
な
か
ら
ん
人
は
、
は

え
な
き
心
地
す
れ
ば
」
と
い
う
三
条
件
を
挙
げ
て
、
そ
れ
に
合
う
人
を
求
め
て
、

常
陸
殿
と
い
う
女
房
に
声
を
か
け
、
自
分
の
家
で
「
日
暮
ら
し
に
語
ら
ひ
暮
ら

し
て
」
と
書
い
て
文
を
結
ん
で
い
る
。
自
分
に
好
意
を
い
だ
い
て
い
な
い
人
だ

と
世
間
に
悪
い
評
判
が
流
れ
る
と
危
惧
し
た
り
、
好
意
を
も
ち
あ
っ
て
い
る
人

で
も
「
方
人
」
1
味
方
が
な
い
人
で
は
つ
ま
ら
な
い
、
と
い
っ
た
り
し
て

い
る
と
こ
ろ
に
は
、
作
品
を
人
に
見
せ
れ
ば
世
間
の
評
判
に
な
る
こ
と
を
知
っ

て
い
て
、
好
意
的
に
読
ん
で
く
れ
る
よ
う
な
人
た
ち
な
ら
ば
そ
れ
を
見
せ
た
い

と
い
う
思
い
ま
で
も
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

○
『
た
ま
き
は
る
』

 
作
者
は
聞
き
手
（
読
者
）
た
ち
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

 
A
…
…
今
さ
ら
よ
し
な
き
古
事
さ
へ
思
出
で
ら
れ
て
、
つ
“
き
も
な
く
言
ふ

 
 
か
ひ
な
き
昔
物
語
を
つ
れ
ぐ
な
る
ま
・
に
底
ひ
過
つ
れ
ば
、
片
端
を
だ

 
 
に
そ
の
世
を
見
ぬ
人
は
、
さ
す
が
に
聞
か
ま
ほ
し
う
す
る
も
あ
り
け
り
。

 
B
 
う
る
さ
く
人
の
聞
か
ま
ほ
し
く
す
れ
ば
、
お
ぼ
え
ぬ
こ
と
ど
も
の
、
四

 
 
十
年
過
ぎ
西
を
書
き
つ
く
れ
ど
、
我
身
の
ほ
か
は
お
ぼ
え
ず
。

 
作
者
は
建
春
門
院
に
八
歳
か
ら
二
十
歳
ま
で
、
八
条
院
に
二
十
七
歳
か
ら
五

十
五
歳
ま
で
仕
え
た
。
八
条
院
時
代
に
は
院
の
養
女
春
華
門
院
に
も
親
し
く
仕

え
て
い
る
。
A
は
作
品
の
序
的
な
部
分
中
の
も
の
で
あ
っ
て
、
作
者
が
語
っ
て

い
る
、
そ
し
て
聞
き
た
い
と
い
う
人
も
あ
る
と
い
う
昔
物
語
と
は
、
建
春
門
院

時
代
を
中
心
に
八
条
院
時
代
を
も
含
め
た
宮
仕
え
の
思
い
出
で
あ
る
。
B
は
作

者
二
十
歳
の
春
の
安
元
御
賀
と
し
て
有
名
な
後
白
河
法
皇
五
十
賀
の
記
事
中
の

も
の
で
、
人
々
が
聞
き
た
が
っ
た
の
は
平
家
の
盛
り
の
時
代
の
華
や
か
な
女
房

た
ち
の
服
飾
に
つ
い
て
で
あ
っ
た
。
作
者
の
語
り
た
い
（
書
き
た
い
）
と
い
う

思
い
と
人
々
の
聞
き
た
い
（
読
み
た
い
）
と
い
う
思
い
が
合
致
し
て
成
っ
た
の

が
『
た
ま
き
は
る
』
で
あ
っ
た
。
八
条
院
に
仕
え
て
い
た
若
い
女
房
た
ち
が
昔

物
語
の
聞
き
手
で
あ
り
、
こ
の
作
品
の
読
者
と
し
て
想
定
さ
れ
て
も
い
た
で
あ

ろ
う
。
『
た
ま
き
は
る
』
は
作
者
が
養
子
の
禅
尼
に
書
か
せ
た
第
一
部
と
、
作

者
の
没
後
弟
定
家
が
反
故
の
中
か
ら
選
ん
で
付
け
加
え
た
第
二
部
と
か
ら
成
っ

て
い
る
。
そ
の
第
一
部
の
末
に
、

 
 
本
云

 
 
 
 
健
保
七
年
三
月
三
日
書
了
。
西
面
に
て
昼
つ
方
、
風
す
こ
し
吹
に
、

日
記
文
学
か
ら
読
者
が
見
え
な
く
な
る
と
き
 
一
『
と
は
ず
が
た
り
』
論
へ
の
序
説
一
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少
納
言
殿
に
読
ま
せ
ま
み
ら
せ
て
、
と
。

と
あ
る
。
『
た
ま
き
は
る
』
を
書
き
終
え
て
ま
ず
こ
の
少
納
言
殿
に
読
ま
せ
た

と
解
す
る
の
が
普
通
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
こ
の
最
初
の
読
者
で
あ
り
、
作
者
が

も
っ
と
も
読
ま
せ
た
か
っ
た
人
（
の
一
人
）
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、

こ
の
奥
書
の
書
き
様
と
、
養
子
の
禅
尼
が
書
き
終
え
た
と
同
時
に
、
作
者
が
読

み
返
し
も
し
な
い
う
ち
に
読
者
が
出
て
く
る
唐
突
さ
な
ど
か
ら
、
わ
た
く
し
は
、

こ
の
奥
書
は
養
子
の
禅
尼
の
手
に
な
る
も
の
で
、
作
者
建
春
門
院
中
納
言
の
草

稿
を
少
納
言
殿
に
読
ま
せ
、
作
者
の
確
認
を
受
け
な
が
ら
禅
尼
が
書
い
て
い
っ

た
こ
と
を
示
し
て
い
る
も
の
と
理
解
し
て
い
る
◎

○
『
う
た
た
ね
』

 
作
者
の
予
想
し
て
い
る
読
者
を
特
に
限
定
し
う
る
句
文
は
見
当
ら
な
い
。
作

者
が
宮
仕
え
生
活
を
送
り
、
尼
に
な
る
た
め
み
ず
か
ら
髪
を
切
っ
て
夜
中
に
そ

の
御
所
を
出
奔
し
た
安
置
門
院
の
女
房
た
ち
で
も
あ
ろ
う
か
。
作
品
の
末
に
付

さ
れ
た
中
務
の
歌
、

 
 
わ
れ
よ
り
は
久
し
か
る
べ
き
跡
な
れ
ど
偲
ば
ぬ
人
は
あ
は
れ
と
も
見
じ

の
「
偲
ば
ぬ
人
」
は
彼
女
か
ら
去
っ
て
い
っ
た
恋
人
を
念
頭
に
置
い
た
も
の
と

は
解
せ
る
が
、
そ
の
人
に
読
ん
で
も
ら
う
た
め
に
こ
の
作
品
を
書
い
た
と
す
る

の
は
無
理
だ
ろ
う
。
「
偲
ば
ぬ
人
」
は
作
者
と
は
無
縁
の
人
と
も
取
れ
、
自
分

の
書
い
た
も
の
が
死
後
ま
で
遺
り
、
自
分
を
偲
ぶ
は
ず
も
な
い
人
々
に
ま
で
読

ま
れ
る
で
あ
ろ
う
と
は
意
識
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
が
、
こ
の
歌
か
ら
推
測

さ
れ
る
。

○
『
十
六
夜
日
記
』

 
為
家
の
遺
領
細
川
庄
を
め
ぐ
る
長
男
為
事
と
阿
仏
と
の
子
臨
調
と
の
相
続
争

い
で
、
訴
訟
の
た
め
阿
仏
が
鎌
倉
に
下
っ
た
と
き
の
道
中
記
と
長
文
の
序
、
そ

れ
と
鎌
倉
滞
在
記
を
中
心
と
す
る
『
十
六
夜
日
記
』
は
、
は
っ
き
り
と
し
た
目

的
意
識
を
持
っ
て
書
か
れ
た
作
品
で
あ
る
。
阿
仏
の
子
ど
も
た
ち
の
紹
介
や
、

彼
女
を
気
遣
っ
て
鎌
倉
に
ま
で
消
息
を
送
っ
て
き
た
人
た
ち
に
つ
い
て
、
た
と

え
ば
「
前
の
右
兵
衛
督
為
教
君
の
女
、
歌
詠
む
人
に
て
、
勅
撰
に
も
度
々
入
り

給
へ
り
し
、
大
宮
の
院
の
中
納
言
と
聞
ゆ
る
人
」
「
又
和
徳
門
院
の
新
中
納
言

の
君
と
聞
ゆ
る
は
、
京
極
の
中
納
言
定
家
の
女
…
…
」
と
、
為
相
の
兄
の
む
す

め
や
定
家
の
む
す
め
な
ど
ま
で
も
紹
介
し
て
説
明
し
て
お
り
、
我
が
子
為
相
や

そ
の
周
辺
の
人
々
を
読
者
に
想
定
し
て
書
い
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
関
東
の

人
々
、
訴
訟
を
有
利
に
展
開
す
る
た
め
に
、
鎌
倉
幕
府
に
関
わ
る
人
々
を
も
視

野
に
入
れ
て
、
自
己
の
主
張
の
正
当
性
を
強
く
訴
え
た
書
な
の
で
あ
ろ
う
。

○
『
弁
内
侍
日
記
』
『
中
務
内
侍
日
記
』

 
こ
の
二
つ
の
作
品
に
つ
い
て
は
一
ま
と
め
に
し
て
書
く
こ
と
に
す
る
。
前
者

は
後
深
草
天
皇
の
女
房
、
後
者
は
伏
見
天
皇
に
春
宮
時
代
か
ら
仕
え
て
い
た
女

房
の
宮
廷
生
活
を
舞
台
に
し
た
作
品
で
あ
る
。
『
弁
内
侍
日
記
』
に
は
宮
廷
生

活
を
離
れ
た
記
事
は
い
っ
さ
い
な
く
、
『
中
務
内
侍
日
記
』
に
は
私
的
な
旅
行

記
を
含
む
と
い
っ
た
よ
う
な
相
違
は
あ
る
が
、
と
も
に
年
号
や
日
付
を
多
く
記

し
、
一
見
日
次
の
日
記
を
思
わ
せ
る
が
、
日
次
の
日
記
な
ど
を
基
に
し
て
の
回

想
記
で
あ
り
、
宮
廷
生
活
を
描
き
な
が
ら
公
的
な
記
録
で
は
な
い
、
と
い
う
共

通
点
を
も
っ
て
い
る
。
同
じ
宮
廷
生
活
の
記
と
い
っ
て
も
『
紫
式
部
日
記
』
や

『
讃
岐
典
侍
日
記
』
『
た
ま
き
は
る
』
な
ど
の
よ
う
な
テ
ー
マ
の
一
貫
性
は
な
く
、

こ
れ
ま
で
に
な
い
新
し
い
形
態
の
作
品
で
あ
る
。
予
想
す
る
読
者
の
存
在
を
示

唆
す
る
よ
う
な
文
も
な
い
。
た
だ
『
弁
内
侍
日
記
』
に
は
、
後
嵯
峨
院
の
御
所

で
あ
る
鳥
羽
殿
へ
の
下
馴
の
行
幸
の
折
、
御
所
の
景
気
に
感
動
し
た
作
者
の
、

 
 
世
々
を
経
て
語
り
伝
へ
ん
こ
と
の
は
や
け
ふ
［
H
］
の
紅
葉
な
み
ら
ん
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（
欠
字
部
分
「
の
み
庭
の
」
「
見
る
庭
の
」
ノ
ド
チ
ラ
カ
）

と
い
う
歌
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
す
ば
ら
し
い
宮
廷
の
華
や
か
な
日
々
と
、

そ
こ
で
縦
横
に
ふ
る
ま
い
、
本
領
を
発
揮
し
て
い
る
自
分
と
妹
少
将
内
侍
と
の

生
活
や
歌
を
後
に
残
し
た
い
と
い
う
思
い
は
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
『
中
務
内
侍

日
記
』
も
、
序
に
続
く
、

 
 
 
た
f
か
・
る
世
の
ぞ
“
ろ
ご
と
の
み
心
に
し
み
て
忘
れ
が
た
き
中
に

 
 
も
、
弘
安
三
年
、
伏
見
殿
の
御
上
法
と
て
、
院
の
御
方
は
御
留
守
な
り
し

 
 
に
：
：
：

と
い
っ
た
書
き
起
こ
し
や
、
そ
の
す
こ
し
後
の
、

 
 
 
世
に
経
れ
ば
何
と
な
く
忘
れ
ぬ
ふ
し
汐
＼
も
多
く
、
袖
も
ぬ
れ
ぬ
べ
き

 
 
こ
と
わ
り
も
知
ら
る
・
こ
そ
、
か
は
ゆ
く
お
ぼ
ゆ
れ
ど
、
こ
と
に
弘
安
六

 
 
年
四
月
十
九
日
号
…

な
ど
の
文
か
ら
、
忘
れ
が
た
い
思
い
出
を
書
き
記
し
て
、
後
の
形
見
と
し
た
い

と
い
う
思
い
は
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
作
品
の
成
立
が
、
作
者
が
女
房
と
し
て
在

任
中
か
退
任
後
か
は
確
認
で
き
な
い
。
し
か
し
、
二
人
と
も
女
房
と
し
て
交
友

は
多
く
、
作
品
を
喜
ん
で
読
ん
で
く
れ
る
者
は
少
な
く
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

 
 
 
 
二

 
こ
こ
で
よ
う
や
く
本
稿
で
論
じ
た
い
『
と
は
ず
が
た
り
』
に
た
ど
り
つ
い
た

の
だ
が
、
こ
の
作
品
も
読
者
を
予
想
し
て
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
確
か

で
あ
る
。
『
と
は
ず
が
た
り
』
と
い
う
書
名
は
、
作
品
中
の
語
に
よ
る
も
の
で

は
な
く
、
読
者
後
深
草
院
二
条
自
身
の
命
名
で
あ
ろ
う
。
問
わ
ず
語
り

問
わ
れ
ず
語
る
、
と
い
う
こ
と
は
、
語
り
か
け
る
読
者
の
存
在
を
意
識
し
た
こ

と
ば
で
あ
る
。
巻
一
の
ペ
ー
ジ
を
ぱ
ら
ぱ
ら
と
く
っ
た
だ
け
で
も
、

 
・
胸
騒
が
し
く
お
ぼ
え
な
が
ら
、
「
常
磐
井
の
准
后
よ
り
」
と
そ
、
つ
れ
な

 
 
く
い
ら
へ
侍
し
。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
P
四
）

 
・
…
…
と
は
何
事
ぞ
と
、
我
な
が
ら
覚
驚
き
。
 
 
 
 
 
 
 
 
（
P
九
）

と
い
っ
た
「
侍
り
」
の
使
い
方
が
目
に
つ
き
、
読
者
を
意
識
し
た
文
体
で
あ
る

こ
と
は
わ
か
る
。
周
知
の
よ
う
に
二
条
の
作
品
執
筆
へ
の
思
い
は
九
歳
の
頃
に

ま
で
さ
か
の
ぼ
る
。

 
 
 
九
の
年
や
、
西
行
が
修
行
の
記
と
い
ふ
絵
を
見
る
に
、
か
た
く
に
深

 
 
き
山
を
描
き
て
、
前
に
は
河
の
流
れ
を
描
き
て
、
花
の
散
り
か
・
る
に
る

 
 
て
、
な
が
む
る
と
て
、

 
 
 
 
風
吹
ば
花
の
白
浪
岩
越
え
て
渡
り
わ
づ
ら
ふ
山
河
の
水

 
 
と
詠
み
た
る
を
描
き
た
る
を
即
し
よ
り
、
う
ら
や
ま
し
く
、
難
行
苦
行
は

 
 
か
な
は
ず
と
も
、
我
も
世
を
捨
て
て
、
足
に
ま
か
せ
て
行
つ
・
、
花
の
も

 
 
と
、
霧
の
情
け
を
も
慕
ひ
、
紅
葉
の
秋
の
散
る
恨
み
を
も
述
べ
て
、
か
・

 
 
る
修
行
の
記
を
書
き
記
し
て
、
亡
か
ら
ん
後
の
形
見
に
も
せ
ぼ
や
と
思
し

 
 
を
、
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
巻
一
 
P
五
二
）

 
か
つ
て
菅
原
孝
聖
女
が
少
女
時
代
に
『
源
氏
物
語
』
に
憧
れ
た
よ
う
に
、
中

世
の
大
納
言
雅
忠
女
は
九
歳
頃
に
西
行
の
修
行
記
の
絵
に
憧
れ
た
の
で
あ
る
。

『
と
は
ず
が
た
り
』
の
巻
末
に
は
、

 
 
…
…
身
の
あ
り
さ
ま
を
一
人
思
ひ
み
た
る
も
飽
か
ず
お
ぼ
え
平
造
、
修
行

 
 
の
心
ざ
し
も
西
行
が
修
行
の
式
、
う
ら
会
し
く
お
ぼ
え
て
社
思
ひ
立
ち
し

 
 
か
ば
、
そ
の
思
ひ
む
な
し
く
な
さ
じ
ば
か
り
に
、
か
様
の
い
た
づ
ら
事
を

 
 
つ
“
け
置
き
侍
こ
そ
。
後
の
形
見
と
ま
で
は
、
お
ぼ
え
侍
ぬ
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
五
 
P
二
四
九
）

と
あ
っ
て
、
前
の
文
章
に
呼
応
す
る
。
前
の
文
章
と
、
「
西
行
が
修
行
の
式
」

日
記
文
学
か
ら
読
者
が
見
え
な
く
な
る
と
き
 
一
『
と
は
ず
が
た
り
』
論
へ
の
序
説
1
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が
う
ら
や
ま
し
く
て
思
い
立
っ
た
修
行
（
そ
れ
は
す
な
わ
ち
旅
で
も
あ
る
）
女

の
だ
か
ら
、
そ
の
思
い
を
空
し
く
な
す
ま
い
と
書
い
た
だ
け
だ
と
い
う
こ
の
文

章
か
ら
は
、
『
と
は
ず
が
た
り
』
の
巻
四
巻
五
の
紀
行
部
分
に
つ
い
て
だ
け
が

浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
の
だ
が
、
傍
線
を
ほ
ど
こ
し
た
部
分
の
、
一
人
思
っ
て

じ
っ
と
し
て
い
る
の
で
は
飽
き
た
り
な
い
身
の
あ
り
さ
ま
と
は
、
巻
三
ま
で
の

愛
欲
に
苦
し
ん
だ
前
半
生
ま
で
を
も
含
む
は
ず
で
、
こ
れ
で
作
品
全
体
が
一
つ

に
束
ね
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
が
読
者
に
向
か
っ
て

の
発
語
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
巻
末
の
文
章
の
「
後
の
形
見
と
ま

で
は
、
お
ぼ
え
侍
ぬ
」
の
「
侍
ぬ
」
は
写
本
ど
お
り
の
形
だ
が
、
こ
れ
が
「
侍

ら
ぬ
」
と
読
む
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
は
諸
注
釈
の
一
致
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

謙
遜
し
た
表
現
で
コ
亡
か
ら
ん
後
の
形
見
に
も
せ
ば
や
し
と
い
う
九
歳
の
頃
の

思
い
は
、
そ
れ
か
ら
四
十
年
も
た
っ
た
（
『
と
は
ず
が
た
り
』
に
は
作
者
四
十

九
歳
の
年
の
記
事
ま
で
が
あ
る
）
執
筆
時
に
も
、
な
お
あ
っ
た
と
読
ま
れ
る
。

自
分
の
亡
く
な
っ
た
後
の
も
人
々
に
読
ま
れ
る
こ
と
を
二
条
は
期
待
し
て
書
い

て
い
る
の
で
あ
る
。

 
し
か
し
死
後
の
読
者
は
別
と
し
て
、
二
条
は
そ
の
周
辺
に
ど
の
よ
う
な
読
者

を
予
想
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
読
者
層
を
限
定
し
う
る
よ
う
な
内
的
資
料
は

何
も
存
在
し
な
い
の
で
あ
る
。

 
『
と
は
ず
が
た
り
』
が
継
承
し
て
い
る
『
か
げ
ろ
ふ
の
日
記
』
『
和
泉
式
部
日

記
』
『
更
級
日
記
』
な
ど
の
自
己
の
半
生
を
描
い
た
身
も
の
が
た
り
的
な
作
品

1
も
っ
と
も
『
と
は
ず
が
た
り
』
に
は
心
延
生
活
の
記
と
い
う
要
素
も
含

ま
れ
て
い
る
一
は
、
読
者
の
限
定
は
ゆ
る
や
か
で
あ
っ
た
。
上
流
貴
族
の

結
婚
生
活
や
社
交
に
関
心
の
あ
る
者
、
和
泉
式
部
と
帥
宮
の
変
調
と
歌
に
興
味

を
も
つ
者
、
孝
標
女
の
物
語
を
愛
読
し
て
い
て
、
そ
の
作
者
に
も
心
を
寄
せ
て

．
い
る
者
、
と
い
う
こ
と
は
わ
か
る
。
『
か
げ
ろ
ふ
の
日
記
』
や
『
和
泉
式
部
日
記
』

の
場
合
は
作
者
の
身
近
な
人
で
、
日
頃
か
ら
心
を
許
し
て
話
し
合
え
る
存
在
で

も
あ
っ
た
ろ
う
。
た
だ
、
時
代
が
下
っ
て
『
う
た
た
ね
』
に
な
る
と
、
こ
う
し

た
ゆ
る
や
か
な
限
定
も
で
き
ず
、
後
の
世
の
読
者
を
も
予
想
し
て
い
る
点
で
『
と

は
ず
が
た
り
』
と
類
似
し
て
い
る
の
だ
が
、
そ
れ
で
も
安
嘉
門
院
四
条
の
場
合

も
、
身
近
に
彼
女
が
語
り
か
け
た
い
よ
う
な
、
そ
し
て
彼
女
の
こ
と
ば
に
耳
を

傾
け
、
作
品
を
熱
心
に
読
ん
で
く
れ
そ
う
な
人
は
い
た
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
二

条
の
場
合
、
そ
の
周
辺
に
自
分
の
身
の
あ
り
さ
ま
や
思
い
を
語
り
か
け
た
い
と

思
う
人
が
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
を
読
ん
で
く
だ
さ
い
と
、
二
条
が
書
き
上

げ
た
『
と
は
ず
が
た
り
』
を
手
渡
し
た
人
は
だ
れ
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
「
作

品
か
ら
そ
う
し
た
読
者
の
顔
は
見
え
て
こ
な
い
し
、
作
者
の
伝
記
的
事
実
一

i
と
い
っ
て
も
そ
れ
は
『
と
は
ず
が
た
り
』
の
記
述
か
ら
そ
う
出
る
こ
と
は

な
い
の
だ
が
一
か
ら
も
想
像
は
し
に
く
い
の
で
あ
る
。
す
で
に
出
家
し
た

二
条
が
二
月
の
二
十
日
余
り
の
月
と
共
に
都
を
立
っ
て
関
東
へ
向
か
っ
た
の
は

正
応
二
年
（
一
二
八
九
）
、
三
十
二
歳
の
年
で
あ
っ
た
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。

元
永
元
年
（
一
一
九
〇
）
二
月
十
六
日
に
亡
く
な
っ
た
西
行
の
百
回
忌
が
過
ぎ

た
こ
ろ
で
、
西
行
に
憧
れ
た
二
条
に
ふ
さ
わ
し
い
時
の
設
定
で
、
意
識
的
に
旅

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

立
ち
の
日
と
し
て
選
択
を
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
巻
四
巻
五
は
こ
の
年
か
ら

二
条
四
十
九
歳
の
徳
治
元
年
（
一
三
〇
六
）
七
月
十
六
日
の
後
深
草
院
の
三
回

忌
の
法
事
ま
で
、
巻
四
と
巻
五
の
問
に
七
、
八
年
の
空
白
は
あ
る
が
、
約
十
八

年
間
の
こ
と
が
描
か
れ
て
い
る
。
執
筆
時
に
は
宮
仕
え
生
活
は
は
る
か
昔
の
こ

と
と
な
っ
て
い
た
。
か
つ
て
の
同
僚
の
女
房
な
ど
を
読
者
と
し
て
考
え
る
こ
と

は
で
き
な
い
。

 
二
条
と
関
わ
り
を
も
っ
た
男
た
ち
も
雪
の
曙
西
園
寺
実
兼
を
除
い
て
は
す
べ
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て
世
を
去
っ
て
い
た
。
西
園
寺
実
義
に
は
後
深
草
院
が
危
篤
の
折
り
に
面
会
を

求
め
て
久
し
ぶ
り
に
対
面
し
、
そ
の
後
何
ら
か
の
形
で
経
済
的
な
援
助
は
受
け

て
い
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
か
つ
て
の
恋
人
に
見
せ
る
よ
う
な
内
容
の
作
品
で

は
な
い
（
後
深
草
院
が
生
き
て
い
た
ら
見
せ
た
か
も
し
れ
な
い
）
。
二
条
の
産

ん
だ
子
ど
も
も
何
人
か
は
生
存
し
て
い
た
ろ
う
。
院
に
隠
れ
て
産
ん
だ
実
兼
と

の
間
の
女
子
は
そ
の
ま
ま
実
兼
が
連
れ
て
い
っ
て
育
て
、
永
福
門
院
か
昭
訓
門

院
か
が
比
定
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
な
人
に
は
見
せ
ら
れ
る
よ
う
な
内
容
．

で
は
な
い
し
、
超
す
べ
き
手
立
て
さ
え
あ
り
え
な
い
。
有
明
の
月
の
第
一
子
は

院
の
は
か
ら
い
で
人
の
手
に
渡
し
、
第
二
子
も
四
十
日
余
り
手
も
と
で
可
愛

が
つ
た
後
山
崎
の
人
に
託
し
た
。
翌
々
年
の
正
月
こ
ろ
に
は
会
っ
て
は
い
る
の

だ
が
、
下
五
で
大
集
経
の
残
り
二
十
巻
を
書
写
す
る
費
用
と
し
て
大
切
な
母
の

形
見
の
品
を
処
分
し
よ
う
と
決
心
す
る
く
だ
り
に
は
「
有
漏
の
宝
、
伝
ゆ
べ
き

子
も
な
き
に
似
た
り
」
（
P
二
三
三
）
と
も
あ
っ
て
、
子
は
な
き
に
等
し
い
。

い
ず
れ
に
し
て
も
我
が
子
に
語
り
か
け
た
い
内
容
で
は
な
い
。

 
巻
四
巻
五
の
間
に
は
十
八
年
も
の
歳
月
の
経
過
が
あ
り
、
当
然
書
か
れ
て
い

な
い
こ
と
が
多
く
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
長
い
旅
に
出
て
い
な
い
と
き
、
二
条

は
多
分
京
都
に
い
た
の
だ
ろ
う
が
、
そ
こ
は
ど
こ
で
、
ど
う
い
う
暮
ら
し
を
し

て
い
た
の
か
。
恐
ら
く
は
久
我
家
の
ゆ
か
り
の
家
で
、
久
我
家
の
援
助
や
、
仕

え
る
召
使
な
ど
も
い
て
仏
道
修
行
を
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
一
人
旅
の
よ
う
に

見
え
る
長
旅
に
も
同
行
し
た
召
使
が
あ
っ
た
と
見
る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
。
だ

が
、
召
使
階
級
の
、
作
品
に
わ
ざ
わ
ざ
書
か
れ
る
こ
と
も
な
い
、
い
わ
ば
陰
の

人
物
な
ど
思
い
を
語
る
相
手
で
は
な
か
っ
た
。

 
と
な
れ
ば
、
二
条
は
、
不
特
定
の
彼
女
自
身
に
も
顔
の
見
え
な
い
読
者
に
向

か
っ
て
問
わ
ず
語
り
を
し
て
い
た
！
『
と
は
ず
が
た
り
』
と
い
う
作
品
を

書
い
て
い
た
、
と
考
え
る
よ
り
他
は
な
い
だ
ろ
う
。
現
代
の
我
々
か
ら
見
れ
ば

当
り
前
の
こ
と
に
思
え
る
か
も
し
れ
な
い
の
だ
が
、
日
記
文
学
の
歴
史
の
申
で

は
、
『
う
た
た
ね
』
あ
た
り
か
ら
そ
の
萌
芽
は
見
え
て
き
た
の
だ
が
、
大
き
な

変
化
で
あ
っ
た
。

 
 
 
 
三

 
 
 
か
く
あ
り
し
時
過
ぎ
て
、
世
の
中
に
い
と
も
の
は
か
な
く
、
と
に
も
か

 
 
く
に
も
っ
か
で
、
世
に
経
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
、
か
う
も
の
の
要
に
も
あ
ら
で
あ
る
も
、
こ
と

 
 
わ
り
と
思
ひ
つ
つ
…
…

 
『
か
げ
ろ
ふ
の
日
記
』
の
こ
の
書
き
出
し
の
「
か
く
あ
り
し
時
過
ぎ
て
」
と

は
ど
の
よ
う
な
時
が
過
ぎ
た
と
い
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
若
か
り
し
日
で
、

夢
見
が
ち
な
少
女
時
代
を
さ
す
と
か
、
幸
福
だ
っ
た
時
も
過
ぎ
去
っ
て
と
見
る

説
か
ら
、
こ
の
よ
う
に
む
な
し
か
っ
た
過
去
半
生
と
す
る
説
ま
で
、
さ
ま
ざ
ま

な
読
み
方
の
あ
る
こ
と
は
、
た
と
え
ば
上
村
悦
子
氏
『
蜻
蛉
日
記
解
釈
大
成
1
』

を
検
ず
れ
ば
一
望
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
最
近
流
行
ら
し
い
意
訳
本
に
な
る
と
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

「
愛
と
憎
し
み
に
揺
れ
動
い
た
長
い
歳
月
も
今
は
遠
く
過
ぎ
去
り
」
と
懇
切
丁

寧
で
あ
り
、
と
き
に
は
最
初
の
一
文
が
「
過
去
に
ま
で
さ
か
の
ぼ
っ
て
兼
家
ど

の
と
の
愛
憎
の
記
録
を
綴
っ
て
み
た
と
こ
ろ
で
、
も
う
今
さ
ら
、
ど
う
な
る
も

 
 
 
 
す
 

の
で
も
な
い
」
と
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
「
か
く
あ
り
し
時
」
が
過
ぎ
去
っ
た

作
者
の
日
々
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
よ
う
も
な
く
、
上
村
氏
が
同
書
で
指
摘
し
て

い
る
よ
う
に
、
そ
れ
を
執
筆
時
現
在
の
生
活
感
情
に
直
接
つ
な
が
る
、
は
か
な

く
悲
し
い
人
生
と
取
る
か
、
過
去
に
は
今
と
違
っ
て
意
に
叶
っ
た
幸
せ
な
日
々

が
あ
っ
た
の
に
そ
れ
が
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
と
嘆
く
気
持
ち
を
重
く
取
る
か

の
、
訳
の
相
違
で
は
あ
る
の
だ
が
、
訳
し
方
に
よ
っ
て
受
け
る
イ
メ
ー
ジ
は
ず

日
記
文
学
か
ら
読
者
が
見
え
な
く
な
る
と
き
 
一
『
と
は
ず
が
た
り
』
論
へ
の
序
説
一
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い
ぶ
ん
異
な
る
。
た
だ
道
綱
母
を
よ
く
知
っ
て
い
た
第
一
次
の
読
者
た
ち
は
、

こ
の
句
か
ら
各
自
が
知
っ
て
い
る
彼
女
の
半
生
に
思
い
を
馳
せ
て
読
み
進
め
る

だ
け
で
、
幸
福
と
か
不
幸
と
か
、
一
語
で
定
義
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
「
か

た
ち
と
て
も
人
に
も
似
ず
」
の
と
こ
ろ
で
は
、
「
お
綺
麗
な
方
な
の
に
、
ご
謙

遜
ね
」
な
ど
と
心
の
中
で
眩
き
な
が
ら
読
ん
で
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
「
柏
木
の

木
高
き
わ
た
り
よ
り
、
か
く
言
は
せ
む
と
思
ふ
こ
こ
ろ
あ
り
け
り
」
と
あ
る
と

こ
ろ
で
も
、
兵
衛
府
の
高
官
は
い
く
ら
も
い
る
し
、
摂
関
家
の
子
弟
が
よ
く
た

ど
る
コ
ー
ス
で
も
あ
る
の
に
、
若
い
時
の
兼
家
と
同
義
語
と
し
て
読
め
る
の
が

当
時
の
読
者
で
あ
っ
た
。
道
綱
母
も
そ
れ
を
承
知
で
書
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

『
和
泉
式
部
日
記
』
の
場
合
を
見
よ
う
。

 
 
 
夢
よ
り
も
は
か
な
き
世
の
中
を
歎
き
わ
び
つ
・
明
か
し
暮
ら
す
ほ
ど

 
 
に
、
四
月
十
余
日
に
も
な
り
ぬ
れ
ば
、
木
の
下
く
ら
が
り
も
て
ゆ
く
。
築

 
 
土
の
上
の
草
青
や
か
な
る
も
、
人
は
こ
と
に
目
も
と
“
め
ぬ
を
、
あ
は
れ

 
 
と
な
が
む
る
ほ
ど
に
、
近
き
透
垣
の
も
と
に
人
の
け
は
ひ
す
れ
ば
、
た
れ

 
 
な
ら
ん
と
思
ふ
ほ
ど
に
、
故
宮
に
候
ひ
し
小
舎
人
童
な
り
け
り
。

 
夢
よ
り
も
は
か
な
い
こ
の
世
の
中
を
嘆
き
俺
び
て
い
る
人
が
和
泉
式
部
で
あ

る
こ
と
を
読
者
は
知
っ
て
い
る
。
そ
し
て
故
宮
と
い
う
と
こ
ろ
に
読
み
至
れ
ば
、

恋
人
の
宮
様
を
喪
っ
て
悲
し
ん
い
る
の
だ
な
、
と
理
解
す
る
。
で
も
、
こ
の
宮

様
は
ど
の
宮
様
だ
ろ
う
、
と
こ
こ
で
読
者
は
多
分
迷
う
。
何
し
ろ
和
泉
式
部
は

兄
弟
二
人
の
宮
と
恋
愛
し
、
そ
の
二
人
と
も
を
喪
っ
た
の
だ
か
ら
。
そ
こ
で
次

に
読
み
進
め
る
。

 
 
あ
は
れ
に
も
の
の
お
ぼ
ゆ
る
ほ
ど
に
来
た
れ
ば
、
「
そ
の
事
と
候
は
で
は
、

 
 
な
れ
く
し
き
さ
ま
に
や
と
つ
・
ま
し
く
候
う
ち
に
、
日
ご
ろ
は
山
寺
に

 
 
ま
か
り
歩
き
て
な
ん
。
い
と
た
よ
り
な
く
つ
れ
み
＼
に
思
ひ
た
ま
へ
ら
る

 
 
れ
ば
、
御
代
り
に
も
見
た
て
ま
つ
ら
ん
と
て
な
ん
、
帥
の
宮
に
参
り
て
候

 
 
ふ
」
と
か
た
る
。

 
こ
こ
で
帥
宮
が
出
て
く
れ
ば
、
前
の
故
宮
が
冷
泉
院
第
三
皇
子
弾
正
サ
為
尊

親
王
、
帥
宮
が
そ
の
同
母
の
弟
大
宰
帥
三
道
親
王
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
小

舎
人
童
の
よ
う
な
階
層
の
者
が
一
人
で
長
い
間
山
寺
歩
き
を
す
る
は
ず
の
な
い

こ
と
を
当
時
の
読
者
は
よ
く
知
っ
て
い
た
の
だ
か
ら
、
小
舎
人
童
は
早
宮
の
供

を
し
て
い
た
の
だ
と
い
う
こ
と
も
わ
か
り
、
こ
の
世
の
無
常
を
嘆
い
て
い
る
和

泉
式
部
同
様
宮
も
物
思
い
に
沈
ん
で
い
る
の
だ
と
も
知
ら
れ
る
。
こ
の
冒
頭
の

短
い
文
章
の
中
で
、
和
泉
式
部
と
二
人
の
宮
、
そ
れ
に
小
舎
人
童
も
加
え
た
人

間
関
係
が
よ
く
わ
か
り
、
男
女
両
主
人
公
の
心
の
中
ま
で
を
語
っ
て
し
ま
う
手

際
は
見
事
だ
が
、
そ
れ
も
和
泉
式
部
の
身
近
に
読
者
が
い
た
か
ら
こ
そ
な
し
う

る
わ
ざ
で
あ
っ
た
。

 
和
泉
式
部
と
為
尊
親
王
と
の
恋
愛
は
な
か
っ
た
か
、
あ
っ
た
と
し
て
も
そ
う

熱
烈
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
と
す
る
説
が
あ
る
。
も
し
な
か
っ
た
と
し
た

ら
、
こ
の
冒
頭
部
分
を
読
ん
だ
最
初
の
読
者
た
ち
は
、
首
を
か
し
げ
て
い
ぶ
か

し
ん
だ
り
、
眉
を
ひ
そ
め
た
り
し
た
だ
ろ
う
。
！
こ
の
故
宮
様
は
弾
正
宮

様
ら
し
い
け
ど
、
和
泉
さ
ん
と
の
問
に
何
か
が
あ
っ
た
な
ん
て
、
そ
ん
な
噂
聞

い
た
こ
と
な
い
わ
。
何
か
変
ね
。
一
こ
う
な
っ
た
ら
工
夫
を
凝
ら
し
た
書

き
出
し
の
効
果
も
無
く
な
り
作
品
に
描
い
た
事
実
の
信
頼
性
も
う
す
れ
て
し
ま

う
の
で
あ
る
。
そ
ん
な
虚
構
の
入
り
込
む
余
地
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
周
知
の

虚
構
の
問
題
は
し
ば
ら
く
後
に
触
れ
る
と
し
て
、
ま
ず
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
の
は
、
『
と
は
ず
が
た
り
』
の
場
合
初
期
の
読
者
た
ち
が
作
者
の
こ
と
を

ほ
と
ん
ど
、
あ
る
い
は
ま
っ
た
く
と
い
っ
て
よ
い
ほ
ど
知
ら
な
か
っ
た
ろ
う
し
、

二
条
も
ま
た
、
自
分
を
知
ら
な
い
人
物
を
読
者
に
想
定
し
て
書
い
て
い
た
ろ
う
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と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
、
二
条
は
自
分
自
身
の
こ
と
を
読
者
に
よ
く

知
っ
て
も
ら
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

 
日
記
文
学
の
中
で
宮
廷
を
舞
台
に
し
た
作
品
も
含
め
て
、
『
と
は
ず
が
た
り
』

ほ
ど
作
者
の
氏
素
姓
が
克
明
に
語
ら
れ
て
い
る
作
品
は
な
い
。
定
家
以
来
の
歌

道
の
継
承
者
で
あ
る
こ
と
を
誇
り
主
張
す
る
『
十
六
夜
日
記
』
に
若
干
そ
れ
に

類
す
る
こ
と
が
み
ら
れ
る
が
、
家
系
や
氏
素
姓
な
ど
に
触
れ
た
作
品
は
な
く
、

『
か
げ
ろ
ふ
の
日
記
』
以
下
の
身
も
の
が
た
り
的
作
品
で
は
自
分
の
作
品
の
名

も
だ
れ
の
娘
で
あ
る
か
も
書
か
れ
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
。
『
と
は
ず
が
た
り
』

に
は
作
者
の
出
自
・
家
に
触
れ
て
い
る
部
分
が
多
い
。
中
に
は
次
の
よ
う
な
極

端
な
例
も
あ
る
。
巻
一
末
、
二
条
十
五
歳
。
二
条
が
後
深
草
院
の
寵
愛
を
受
け

て
い
る
こ
と
を
快
く
お
も
っ
て
い
な
か
っ
た
院
の
正
妃
東
二
条
院
よ
り
、
「
二

条
殿
が
振
る
舞
ひ
の
や
う
、
心
得
ぬ
事
の
み
候
時
に
」
云
々
の
抗
議
の
文
が
届

け
ら
れ
た
と
き
の
、
後
深
草
院
の
返
書
中
の
文
で
あ
る
。

 
 
二
条
が
事
、
い
ま
さ
ら
う
け
給
は
る
べ
き
や
う
も
候
は
ず
。
早
大
納
言
典

 
 
侍
あ
り
、
こ
の
程
、
夜
昼
奉
公
し
候
へ
ば
、
人
よ
り
す
ぐ
れ
て
不
欄
に
お

 
 
ぼ
え
候
し
か
ば
、
い
か
程
も
と
思
し
に
、
あ
へ
な
く
失
せ
候
し
形
見
に
は
、

 
 
い
か
に
も
と
申
置
き
賦
し
に
、
領
掌
申
き
。
故
大
納
言
又
、
最
期
に
申
子

 
 
細
帯
き
。
…
…
四
歳
の
年
、
初
参
の
折
、
「
わ
が
身
、
位
浅
く
候
。
祖
父

 
 
久
我
太
政
大
臣
が
子
に
て
参
ら
せ
候
は
ん
」
と
去
て
、
五
緒
の
車
、
西
窓
、

 
 
二
重
織
物
聴
り
候
ぬ
。
そ
の
ほ
か
又
、
大
納
言
の
典
侍
は
北
山
の
入
道
太

 
 
政
大
臣
の
猶
子
と
し
て
候
し
か
ば
、
次
ゐ
で
こ
れ
も
准
妙
華
猶
子
の
儀
に

 
 
て
…
…
大
納
言
、
二
条
と
い
ふ
名
を
付
き
て
潔
し
を
、
返
し
ま
み
ら
せ
候

 
 
し
事
は
、
世
隠
れ
な
く
候
。
さ
れ
ば
、
呼
ぶ
人
候
は
ず
、
呼
ば
せ
候
は
ず
。

 
 
…
…
久
我
は
村
上
の
前
帝
の
御
子
、
冷
泉
、
円
融
院
の
御
弟
、
第
七
皇
子

 
 
具
平
親
王
よ
り
こ
の
方
、
家
久
し
か
ら
ず
。
…
…
 
 
（
P
六
一
～
三
）

 
新
日
本
古
典
文
学
大
系
本
で
九
〇
〇
字
に
も
余
る
長
文
の
後
深
草
院
の
手
紙

は
、
二
条
は
確
か
に
見
せ
ら
れ
た
の
で
は
あ
ろ
う
が
、
は
っ
き
り
覚
え
ら
れ
る

は
ず
も
な
く
、
書
き
写
す
こ
と
な
ど
で
き
た
わ
け
も
な
い
。
こ
れ
は
執
筆
時
の

二
条
の
創
作
に
近
い
も
の
だ
ろ
う
。
こ
れ
と
、
巻
五
、
父
（
故
大
納
言
）
三
十

三
回
忌
で
墓
前
に
詣
で
た
と
き
の
、

 
 
…
…
さ
て
も
、
こ
の
度
の
勅
撰
に
は
、
漏
れ
給
け
る
こ
そ
悲
し
け
れ
。
我
、

 
 
世
に
あ
ら
ま
し
か
ば
、
な
ど
か
申
入
れ
ざ
ら
む
。
続
古
今
よ
り
こ
の
方
、

 
 
代
々
の
作
者
な
り
き
。
又
、
我
身
の
昔
を
思
ふ
に
も
、
竹
園
八
代
の
古
風
、

 
 
む
な
し
く
絶
え
な
む
ず
る
に
や
と
悲
し
く
…
…
祖
父
久
我
の
太
相
国
は
、

 
 
「
落
ち
葉
が
上
の
露
の
色
づ
く
」
言
葉
を
述
べ
、
我
は
、
「
を
の
が
越
路
も

 
 
春
の
外
か
は
」
と
言
ひ
し
ょ
り
、
代
々
の
作
者
な
り
。
外
祖
父
兵
部
卿
隆

 
 
親
は
、
鷲
尾
の
臨
幸
に
、
「
今
日
こ
そ
花
の
色
は
添
へ
つ
れ
」
と
詠
み
畏
き
。

 
 
い
つ
方
に
つ
け
て
も
、
捨
て
ら
る
べ
き
身
な
ら
ず
。
具
平
親
王
よ
り
こ
の

 
 
方
、
家
久
し
く
な
る
と
い
へ
ど
も
、
和
歌
の
浦
波
絶
え
せ
ず
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
P
二
三
五
～
六
）

と
あ
っ
た
り
す
る
の
と
を
考
え
合
わ
せ
れ
ば
、
こ
れ
は
執
筆
意
図
や
作
品
の
主

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
む

題
と
深
く
関
わ
る
も
の
だ
と
は
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
早
く
松
本
寧
至
氏
は
、
「
雪

の
曙
」
「
有
明
の
月
」
の
人
物
考
証
と
共
に
『
と
は
ず
が
た
り
』
の
方
法
に
つ

い
て
論
じ
た
中
で
、
こ
れ
ら
が
匿
名
に
な
っ
て
い
る
の
に
、
後
深
草
院
が
匿
名

に
な
っ
て
い
な
い
こ
と
を
指
摘
し
、
そ
の
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
後
深
草
院
-

二
条
の
立
場
を
作
者
が
意
識
的
に
と
っ
て
い
る
こ
と
も
読
み
取
っ
て
お
ら
れ

る
。
こ
う
し
た
家
系
や
後
深
草
院
と
の
関
係
は
二
条
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
で

あ
り
、
顔
の
見
え
な
い
、
自
分
の
こ
と
を
知
ら
な
い
読
者
に
対
し
て
は
、
こ
れ

日
記
文
学
か
ら
読
者
が
見
え
な
く
な
る
と
き
 
一
『
と
は
ず
が
た
り
』
論
へ
の
序
説
一

（37）



だ
け
は
押
え
て
お
き
た
い
と
い
う
事
柄
で
も
あ
っ
た
ろ
う
。
私
は
『
か
げ
ろ
ふ

の
日
記
』
と
ル
ソ
ー
の
『
告
白
録
』
な
ど
と
を
比
較
し
て
、
日
記
文
学
と
西
欧

の
自
伝
と
の
類
似
性
に
注
目
し
て
い
る
の
だ
が
、
西
欧
の
古
い
自
伝
の
著
者
た

ち
は
、

 
 
私
は
、
一
七
一
二
年
、
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
で
、
公
民
イ
ザ
ー
ク
・
ル
ソ
ー
と
、

 
 
同
じ
く
公
民
シ
ュ
ザ
ー
ヌ
・
ベ
ル
ナ
ー
ル
と
の
あ
い
だ
に
生
ま
れ
た
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
ル
ソ
ー
）

 
 
さ
て
、
私
は
名
を
ベ
ン
ヴ
ェ
ヌ
ー
ト
・
チ
ェ
ツ
リ
ー
二
と
申
し
、
マ
エ
ス

 
 
ト
ロ
・
ジ
ョ
ヴ
ァ
ン
ニ
・
ダ
ン
ド
ウ
レ
ア
・
デ
ィ
・
ク
リ
ス
ト
フ
ァ
ノ
・

 
 
チ
ェ
ツ
リ
ー
二
の
息
子
で
あ
る
。
母
は
マ
ド
ン
ナ
・
エ
リ
ザ
ベ
ッ
タ
・

 
 
デ
ィ
・
ス
テ
フ
ァ
ノ
・
グ
ラ
ナ
ッ
チ
と
呼
び
、
一
両
人
と
も
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ね
 

 
 
の
出
で
あ
る
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
チ
ェ
ツ
リ
ー
二
）

 
 
父
親
は
フ
ァ
ツ
ィ
オ
と
い
い
、
法
律
家
で
あ
っ
た
。
祖
父
は
ア
ン
ト
ニ
オ
、

 
 
曽
祖
父
は
や
は
り
フ
ァ
ツ
ィ
オ
、
そ
し
て
高
祖
父
は
ア
ル
ド
ー
。
フ
ァ
ツ
ィ

 
 
オ
一
世
の
息
子
と
し
て
は
、
ジ
ョ
ヴ
ァ
ン
ニ
、
ア
ル
ド
ー
二
世
、
そ
し
て

 
 
私
の
祖
父
に
あ
た
る
ア
ン
ト
ニ
オ
が
い
た
。
ア
ン
ト
ニ
オ
に
は
…
…
（
以

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
お
 

 
 
下
略
）
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
カ
ル
ダ
ー
ノ
）

の
よ
う
な
両
親
や
家
系
に
つ
い
て
述
べ
る
の
が
普
通
で
あ
っ
た
。
著
作
は
印
刷

さ
れ
、
著
者
の
名
も
記
さ
れ
て
い
る
が
、
公
刊
さ
れ
た
も
の
だ
け
に
、
読
者
の

ほ
と
ん
ど
が
著
者
を
知
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
身
近
な
読
者
に
手
渡
さ
れ
る

こ
と
か
ら
読
ま
れ
始
め
た
日
本
の
日
記
文
学
と
の
大
き
な
相
違
で
あ
る
。
『
と

は
ず
が
た
り
』
だ
け
が
異
例
な
の
で
あ
る
。

 
読
者
が
見
え
な
い
こ
と
と
、
虚
構
や
朧
化
の
方
法
と
の
関
係
も
考
え
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
雪
の
曙
や
有
明
の
月
を
匿
名
に
し
た
り
、
有
明
の
月
の
没
し
た

年
月
日
等
に
細
工
を
し
て
こ
と
さ
ら
に
誰
だ
か
わ
か
り
に
く
く
し
た
り
と
い
う

こ
と
は
、
予
想
す
る
読
者
が
身
近
に
い
て
も
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
で

は
あ
ろ
う
。
こ
の
二
人
と
の
こ
と
は
ご
く
親
し
い
数
名
？
を
除
け
ば
身
近
な
者

に
も
秘
密
を
守
っ
て
い
た
ろ
う
し
、
最
初
に
予
想
し
た
読
者
を
越
え
て
作
品
が

一
人
歩
き
す
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
二
条
も
知
っ
て
い
た
ろ
う
か
ら
で
あ
る
。
だ

が
、
後
深
草
院
と
の
初
枕
の
こ
と
な
ど
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
二
条
は
こ
れ
を
全

く
思
い
も
か
け
な
か
っ
た
こ
と
だ
っ
た
と
記
す
。
正
月
十
五
日
の
夕
方
、
急
に

自
邸
か
ら
迎
え
の
使
者
が
や
っ
て
き
た
。
不
思
議
に
思
い
な
が
ら
御
所
を
退
出

す
る
と
、
家
は
例
年
よ
り
も
華
や
か
で
、
屏
風
も
畳
も
几
帳
も
引
き
幕
ま
で
格

別
に
し
つ
ら
わ
れ
て
い
る
。
新
年
だ
か
ら
だ
と
思
っ
て
寝
る
と
、
翌
日
は
朝
か

ら
、
院
の
御
食
事
と
か
、
御
供
の
殿
上
人
の
馬
や
公
卿
の
牛
は
ど
こ
へ
っ
な
ご

う
か
な
ど
と
大
騒
ぎ
を
し
て
い
る
。
何
事
か
と
問
う
と
、
今
宵
後
深
草
院
の
方

違
え
の
御
幸
が
こ
こ
に
あ
る
。
あ
な
た
は
そ
の
御
陪
膳
の
役
と
し
て
迎
え
た
の

だ
と
い
う
答
え
。

 
 
「
節
分
に
て
も
な
し
。
何
の
御
方
違
へ
そ
」
と
言
へ
ば
、
「
あ
ら
、
言
ふ

 
 
か
ひ
な
や
」
と
て
、
み
な
人
笑
ふ
。
さ
れ
ど
、
い
か
で
か
知
ら
む
に
、
我

 
 
つ
ね
に
み
た
る
方
に
も
、
な
べ
て
な
ら
ぬ
屏
風
立
て
、
小
几
帳
立
て
な
ど

 
 
し
た
り
、
「
こ
・
さ
へ
晴
れ
に
あ
ふ
べ
き
か
。
か
く
し
つ
ら
は
れ
た
る
は
」

 
 
な
ど
言
へ
ば
、
み
な
人
笑
ひ
て
、
と
か
く
の
事
言
ふ
人
な
し
。

 
 
 
夕
方
に
な
り
て
、
白
き
三
単
衣
、
濃
き
袴
を
着
る
べ
き
と
て
、
お
こ
せ

 
 
た
り
、
空
薫
き
な
ど
す
る
さ
ま
も
な
べ
て
な
ら
ず
、
こ
と
ぐ
し
き
さ
ま

 
 
な
り
。
火
と
も
し
て
後
、
大
納
言
の
北
方
、
あ
ざ
や
か
な
る
小
袖
を
持
ち

 
 
て
来
て
、
「
こ
れ
着
よ
」
と
言
ふ
。
又
し
ば
し
あ
り
て
、
大
納
言
お
は
し
て
、

 
 
御
竿
に
御
衣
掛
け
な
ど
し
て
、
「
御
幸
ま
で
寝
入
ら
で
、
宮
仕
へ
。
女
房

（38）



 
 
は
何
事
も
こ
は
ぐ
し
か
ら
ず
、
人
の
ま
・
に
な
る
が
よ
き
事
な
り
し
な

 
 
ど
言
は
る
・
も
、
何
の
物
教
へ
と
も
心
得
や
り
た
る
方
な
し
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
P
五
～
六
）

 
そ
れ
で
も
寝
入
っ
て
し
ま
っ
て
、
ふ
と
目
覚
め
る
と
そ
ば
に
馴
れ
顔
に
寝
て

い
る
人
が
い
る
。
そ
れ
が
院
で
あ
っ
た
。
1
と
二
条
は
書
く
。

 
し
か
し
、
こ
れ
ほ
ど
の
こ
と
が
あ
っ
て
、
な
お
気
づ
か
な
い
こ
と
な
ど
あ
る

の
だ
ろ
う
か
。

 
作
品
中
何
度
も
書
か
れ
て
い
る
よ
う
に
二
条
の
母
大
納
言
典
侍
は
後
深
草
院

に
と
っ
て
初
枕
の
人
、
い
わ
ば
初
恋
の
人
で
あ
っ
た
。
先
に
引
用
し
た
文
章
に

も
書
か
れ
て
い
る
よ
う
に
、
そ
の
人
が
二
条
の
青
嵐
忠
の
妻
と
な
っ
た
た
め
に

恋
は
続
か
ず
、
し
か
も
早
逝
し
た
た
め
、
そ
の
形
見
と
し
て
二
条
を
四
歳
の
と

き
に
御
所
に
引
き
取
り
、
養
育
し
た
の
で
あ
る
。
無
論
女
房
の
扱
い
で
は
な
か
っ

た
。
好
色
な
後
深
草
院
の
こ
と
で
あ
る
。
ね
び
ま
さ
っ
て
母
の
面
影
を
映
し
た

二
条
を
し
ば
し
ば
女
を
見
る
目
で
み
て
い
た
ろ
う
。
後
深
草
院
の
意
図
は
誰
に

も
見
え
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
退
廃
し
た
後
宮
で
育
ち
、
九
歳
の
頃
西
行
の
修

行
の
絵
を
見
て
憧
れ
、
自
分
も
修
行
記
を
残
し
た
い
と
思
っ
た
ほ
ど
早
熟
で
も

あ
っ
た
。
『
源
氏
物
語
』
を
愛
読
し
て
、
光
源
氏
と
柴
の
上
の
初
枕
に
至
る
経

緯
も
知
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
そ
ん
な
二
条
が
そ
の
夜
の
意
味
に
気
が
つ
か
な

い
は
ず
は
な
か
っ
た
。
こ
の
あ
た
り
は
『
源
氏
物
語
』
の
葵
の
巻
を
下
敷
き
に

し
た
仮
構
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

 
二
条
の
昔
か
ら
の
友
人
な
ど
が
こ
れ
を
読
ん
だ
ら
、
そ
の
お
か
し
さ
に
す
ぐ

気
づ
く
で
あ
ろ
う
。
「
あ
な
た
は
、
後
深
草
院
の
思
い
人
に
な
る
子
だ
っ
た
の
よ
。

あ
な
た
も
そ
う
振
る
舞
っ
て
い
た
の
に
」
と
言
わ
れ
か
ね
な
い
。

 
し
か
し
、
そ
ん
な
心
配
は
な
か
っ
た
，
。
読
者
は
二
条
と
後
深
草
院
と
の
関
係

の
真
実
を
知
る
人
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

読
者
が
見
え
な
く
な
っ
た
こ
と
で
、
二
条
は
何
を
獲
た
の
だ
ろ
う
か
。
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