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わ
が
国
太
古
の
思
想
で
は
、
自
然
的
な
吉
凶
観
と
倫
理
的
な
善
悪
観
と
の
区

別
が
は
っ
き
り
せ
ず
、
む
し
ろ
吉
凶
観
が
善
悪
観
を
覆
う
て
い
た
。
大
陸
か
ら

儒
教
・
仏
教
が
導
入
せ
ら
れ
て
か
ら
は
、
次
第
に
文
化
が
開
け
、
飛
鳥
奈
良
時

代
に
な
る
と
、
倫
理
的
な
善
悪
観
も
発
達
し
、
忠
と
孝
と
の
倫
理
が
大
い
に
尊

重
せ
ら
れ
た
。
そ
れ
に
は
多
分
に
外
来
教
学
の
影
響
が
考
え
ら
れ
る
が
、
な
お

そ
れ
と
共
に
、
天
皇
神
性
の
思
想
、
神
道
の
清
浄
潔
白
を
尚
ぶ
思
想
な
ど
に
基

づ
く
、
わ
が
国
固
有
の
倫
理
思
想
も
根
強
く
存
在
し
た
。
平
安
時
代
に
な
る

と
、
前
代
の
公
的
倫
理
思
想
が
停
滞
し
、
退
潮
す
る
と
共
に
、
個
人
的
な
美
的

主
情
主
義
文
化
に
基
づ
く
倫
理
思
想
が
発
生
し
た
。
そ
れ
は
「
物
の
あ
わ
れ
」

の
文
化
と
も
い
え
る
が
、
平
安
中
期
に
完
成
し
、
源
氏
物
語
に
お
い
て
最
も
円

熟
し
た
も
の
が
み
ら
れ
る
。
 
「
物
の
あ
わ
れ
」
は
当
時
の
文
化
理
想
で
あ
り
、

美
の
理
念
で
あ
る
と
共
に
、
実
践
の
理
念
で
も
あ
っ
た
。
即
ち
優
雅
・
繊
細
な

美
の
理
想
を
表
わ
す
と
共
に
、
優
に
や
さ
し
く
て
、
心
こ
ま
や
か
で
、
人
間
味

豊
か
な
実
践
の
理
想
を
表
わ
す
も
の
で
も
あ
る
。

 
源
氏
物
語
の
倫
理
思
想
と
し
て
特
色
の
あ
る
の
は
、
e
「
物
め
あ
わ
れ
」
を

中
心
と
す
る
も
の
で
は
あ
る
が
、
な
お
口
罪
の
意
識
を
中
心
と
す
る
も
の
、
日

宿
世
の
意
識
を
中
心
と
す
る
も
の
が
あ
る
。
い
ず
れ
も
e
と
関
連
が
あ
り
、
口

と
日
と
も
関
連
が
あ
る
。
の
は
本
誌
の
前
号
で
発
表
し
た
の
で
、
こ
こ
で
は
¢
⇒

を
考
察
す
る
が
、
最
初
に
の
と
口
と
の
関
係
を
簡
単
に
考
え
て
お
く
。
 
「
物
の

あ
わ
れ
」
の
心
に
立
つ
実
践
は
、
人
間
自
然
の
情
感
を
重
ん
ず
る
も
の
で
、
主

情
的
で
純
粋
で
、
本
来
の
性
質
は
善
悪
無
記
で
あ
る
。
従
っ
て
温
か
く
、
心
こ

ま
や
か
な
、
善
美
な
行
動
の
原
理
と
も
な
る
が
、
知
性
や
意
志
の
力
に
欠
け
る

所
が
あ
っ
て
、
情
感
に
流
さ
れ
や
す
く
て
、
や
や
も
す
れ
ば
社
会
的
規
範
か

ら
、
逸
脱
し
や
す
い
一
面
が
あ
る
。
こ
の
欠
点
に
対
す
る
他
か
ら
の
批
判
、
自

己
の
反
省
・
自
責
の
念
な
ど
か
ら
、
罪
の
意
識
が
生
ず
る
。
 
「
物
の
あ
わ
れ
」

の
心
に
立
つ
倫
理
は
、
い
わ
ば
行
動
の
倫
理
で
あ
り
、
罪
の
意
識
の
倫
理
は
、

そ
の
行
動
に
対
す
る
反
省
の
倫
理
で
あ
る
。
前
者
は
行
動
に
対
し
て
、
積
極
的

意
義
を
持
ち
、
後
者
は
省
察
・
自
責
の
消
極
的
意
義
を
持
つ
。
消
極
的
で
あ
る

と
い
っ
て
も
、
そ
の
思
い
の
深
く
て
真
剣
で
あ
る
こ
と
は
、
人
間
と
し
て
の
価

値
を
高
く
す
る
も
の
で
あ
り
、
時
に
は
そ
の
真
剣
な
思
い
が
、
次
の
高
次
の
行

動
の
原
動
力
と
も
な
る
。

 
源
氏
物
語
の
罪
の
意
識
は
甚
だ
多
種
多
様
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
は
仏
教
の
罪

（23）

源
氏
物
語
の
倫
理
思
想
ロ
ー
罪
の
意
誰
を
中
心
と
し
て
ー



の
観
念
の
影
響
が
極
め
て
大
き
い
。
仏
教
の
罪
の
観
念
は
そ
の
教
理
の
上
に
立

っ
て
、
深
奥
・
詳
密
で
あ
り
、
そ
れ
に
は
厳
し
い
応
報
が
考
え
ら
れ
て
い
る
。

罪
悪
・
罪
業
・
罪
障
・
罪
報
・
怪
異
・
罪
垢
な
ど
の
諸
概
念
は
、
そ
れ
を
表
わ

す
。
儒
教
で
は
特
に
君
臣
父
子
の
道
を
尚
び
、
そ
れ
を
破
る
こ
と
は
厳
し
く
答

め
て
、
不
義
・
無
道
と
す
る
。
こ
の
物
語
の
罪
の
意
識
に
儒
教
の
影
響
、
ま

た
は
そ
の
反
映
も
な
い
こ
と
は
な
い
が
、
仏
教
の
影
響
の
方
が
は
る
か
に
大
き

い
。
現
前
の
罪
が
後
世
の
罪
障
と
な
る
こ
と
を
恐
れ
る
思
い
は
、
人
々
の
心
に

浸
透
し
て
い
て
、
そ
れ
が
「
物
の
あ
わ
れ
」
を
深
く
し
て
い
る
。

 
本
来
「
物
の
あ
わ
れ
」
を
知
る
心
と
、
仏
教
の
教
理
と
は
対
立
的
で
あ
る
。

一
方
は
人
間
自
然
の
性
情
を
尊
ぶ
が
、
他
方
は
こ
れ
を
煩
悩
と
し
て
、
そ
の
解

脱
を
求
め
る
。
仏
教
の
思
想
は
当
為
的
で
あ
り
、
高
踏
的
で
あ
る
が
、
「
物
の

あ
わ
れ
」
の
心
情
は
、
自
然
存
在
的
で
あ
り
、
庶
民
的
で
あ
っ
て
、
人
々
の
心

を
動
か
す
現
実
的
な
力
で
あ
る
。
仏
教
は
罪
に
対
す
る
思
い
を
促
が
し
、
そ
れ

を
覚
醒
さ
せ
、
か
つ
深
め
る
上
に
重
要
な
は
た
ら
き
を
す
る
が
、
罪
の
意
識
の

内
容
・
性
質
は
多
．
分
に
「
物
の
あ
わ
れ
」
の
心
で
、
彩
ら
れ
て
い
る
。
仏
教
の

罪
と
「
物
の
あ
わ
れ
」
に
よ
る
現
世
的
倫
理
の
罪
と
は
、
根
本
義
が
違
っ
て

い
る
の
で
、
具
体
的
な
事
例
に
つ
い
て
は
一
致
す
る
こ
と
も
あ
り
、
一
致
し
な

い
こ
と
も
あ
る
。
例
え
ば
密
通
と
か
、
親
不
孝
と
か
は
、
両
者
と
も
罪
と
す
る

が
、
子
女
愛
着
の
罪
と
か
、
宿
世
の
罪
と
か
は
倫
理
に
は
な
く
、
「
物
の
言
い

さ
が
な
き
罪
」
と
か
、
教
養
の
低
さ
、
無
作
法
な
振
舞
な
ど
を
罪
と
す
る
こ
と

は
、
仏
教
の
罪
業
の
意
識
に
は
殆
ど
な
い
。
こ
の
よ
う
な
相
違
は
両
者
の
根
本

的
な
立
場
の
違
い
に
よ
る
。
も
と
も
と
仏
教
は
人
間
の
救
済
を
目
的
と
す
る
か

ら
、
人
間
社
会
の
倫
理
的
規
範
は
尊
重
す
る
が
、
救
済
の
根
本
義
を
果
た
す
た

め
に
、
止
む
を
得
ず
人
間
の
倫
理
と
違
う
道
も
要
請
す
る
。
こ
の
物
語
で
は
仏

教
が
、
従
っ
て
そ
の
罪
の
観
念
も
、
広
く
深
く
人
々
の
心
に
浸
潤
し
て
い
て
、

倫
理
的
な
罪
の
意
識
と
密
接
に
関
連
し
て
い
る
か
ら
、
倫
理
的
な
罪
の
意
識
を

明
ら
か
に
す
る
た
め
に
は
、
仏
教
の
罪
の
意
識
と
比
較
・
考
察
す
る
こ
と
が
必

要
で
あ
る
。

 
罪
に
は
種
々
の
意
味
が
あ
る
が
、
こ
の
物
語
の
罪
は
仏
教
の
罪
と
倫
理
的
な

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
と
が

罪
と
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
罪
を
表
わ
す
語
に
は
、
「
罪
」
 
「
轡
」

あ
や
ま

「
過
ち
」
の
三
種
が
あ
り
、
こ
れ
ら
と
違
う
も
の
に
「
心
の
鬼
」
が
あ
る
。
こ

の
中
「
罪
」
が
基
本
的
で
あ
っ
て
、
最
も
重
要
で
あ
る
。
こ
の
物
語
に
罪
の
語

は
約
百
九
十
あ
り
、
そ
の
中
仏
教
の
罪
は
約
百
、
倫
理
的
な
罪
は
百
三
十
余
で

あ
る
。
 
（
両
者
を
合
せ
た
数
が
四
十
余
多
い
の
は
、
同
一
事
例
で
両
者
の
意
味

の
あ
る
も
の
を
、
両
方
に
算
入
し
た
た
め
で
あ
る
）
。
答
は
約
三
十
あ
り
、
過

ち
は
約
五
十
あ
る
（
動
詞
形
過
つ
に
は
罪
を
意
味
す
る
も
の
が
少
な
い
）
。
答

は
罪
の
意
味
が
極
め
て
軽
く
、
多
く
は
欠
点
・
難
点
・
過
失
な
ど
の
意
で
、
厳

密
な
意
味
で
の
倫
理
的
な
罪
は
甚
だ
少
な
い
。
過
ち
に
は
軽
い
も
の
か
ら
重
大

な
罪
も
あ
っ
て
、
そ
の
意
味
は
こ
の
物
語
全
体
の
罪
の
性
質
に
関
連
す
る
も
の

が
あ
る
。
過
ち
は
通
常
不
用
意
で
、
そ
れ
と
気
づ
か
な
い
で
失
策
し
て
、
罪
を

犯
す
こ
と
を
い
う
が
、
こ
の
物
語
で
は
初
か
ら
意
識
的
に
行
っ
た
こ
と
で
も
、

そ
れ
が
罪
と
な
る
よ
う
な
場
合
に
は
、
過
ち
と
い
う
。
例
え
ば
、
ω
源
氏
が
藤

壺
と
密
通
し
た
こ
と
も
、
②
柏
木
が
女
三
宮
と
密
通
し
た
こ
と
も
、
過
ち
と
思

わ
れ
て
お
り
、
㈲
薫
が
匂
宮
を
中
君
に
手
引
き
し
た
こ
と
も
、
過
ち
と
思
わ

れ
て
い
る
。
い
ず
れ
も
意
識
的
に
し
た
こ
と
で
あ
り
、
特
に
㈲
は
計
画
的
に
謀

っ
た
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
ω
ω
は
初
め
か
ら
罪
で
あ
る
こ
と
は
分
っ
て
お
り
、

㈲
に
し
て
も
よ
く
な
い
こ
と
は
分
っ
て
い
る
。
源
氏
や
柏
木
は
こ
れ
を
再
三
、

過
ち
と
も
罪
と
も
思
っ
て
い
る
。
強
い
て
両
者
を
区
別
す
れ
ば
、
道
に
背
い
た

C24）



行
為
を
ハ
過
ち
は
主
と
し
て
外
面
的
な
行
動
の
面
か
ら
云
い
、
罪
は
内
面
的

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
む
 
 
む
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

な
意
味
の
面
か
ら
い
う
も
の
と
い
え
る
。
 
「
過
ち
し
た
る
心
地
し
て
、
罪
深
か

サ
れ
ば
」
 
（
夢
浮
橋
・
横
川
の
僧
都
の
思
い
）
は
、
よ
く
そ
の
意
味
を
示
し
て

い
る
。
但
し
罪
の
概
念
は
広
汎
多
岐
に
わ
た
る
の
で
、
い
つ
で
も
過
ち
の
意
味

が
あ
る
と
は
い
え
な
い
が
、
過
ち
は
い
つ
で
も
罪
で
あ
る
。

 
意
識
的
に
行
っ
た
行
為
ま
で
が
、
過
ち
と
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
こ
の
物

語
の
罪
の
意
義
。
性
質
を
考
え
る
上
か
ら
、
注
目
す
べ
き
こ
と
で
あ
る
。
「
物

の
あ
わ
れ
」
を
知
る
心
に
基
づ
く
行
動
は
、
お
の
ず
か
ら
感
情
に
流
さ
れ
や
す

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
む
 
 
む
 
 
む
 
 
む

い
。
宣
長
も
「
物
の
あ
わ
れ
」
を
知
る
心
は
、
 
「
か
な
ら
ず
、
あ
だ
な
る
か
た

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
む
 
 
む
 
 
む

に
流
れ
や
す
き
わ
ぎ
な
れ
ば
、
心
に
は
深
く
思
ひ
し
り
て
、
そ
の
よ
き
ほ
ど
を

思
ひ
め
ぐ
ら
し
て
、
顕
は
し
ふ
る
ま
ふ
べ
き
」
 
（
玉
の
小
櫛
）
で
あ
る
と
い

う
。
こ
れ
は
「
物
の
あ
わ
れ
」
を
知
る
心
は
、
感
情
に
流
さ
れ
や
す
い
か
ら
、

知
性
に
よ
る
統
御
が
必
要
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
特
に
男
女
間
の
愛
は
感
情

に
流
さ
れ
や
す
く
、
源
氏
も
柏
木
も
感
情
に
流
さ
れ
て
密
通
の
罪
を
犯
し
た
。

過
ち
の
用
例
五
十
の
中
、
三
十
余
（
罪
の
用
例
で
は
約
百
九
十
の
中
約
五
十
）

が
好
色
・
密
通
の
こ
と
に
関
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
好
色
・
密
通
の
罪
は
過
失

的
に
作
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
の
物
語
で
好
色
・
密
通
の

罪
は
最
も
重
要
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
の
で
、
こ
の
物
語
の
罪
に
は
、
多
分
に

過
失
的
性
質
が
あ
る
こ
と
に
な
る
。
但
し
こ
れ
は
す
べ
て
の
罪
で
は
な
い
が
、

大
部
分
の
》
し
か
も
重
大
な
罪
に
つ
い
て
い
え
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は

こ
の
物
語
で
は
、
罪
に
対
す
る
責
任
の
追
求
が
緩
い
こ
と
を
意
味
し
、
仏
教
の

厳
し
い
罪
と
対
立
し
て
い
る
。

 
以
上
の
罪
・
過
ち
・
轡
の
三
者
は
、
行
為
に
対
す
る
直
接
的
な
思
い
で
あ
る

が
、
 
「
心
の
鬼
」
は
既
に
犯
し
た
罪
過
が
あ
っ
て
、
何
か
事
に
触
れ
て
そ
れ
が

源
氏
物
語
の
倫
理
思
想
ロ
ー
罪
の
意
識
を
中
心
と
し
て
一

思
わ
れ
て
、
う
し
ろ
め
た
い
思
い
を
す
る
こ
と
で
あ
る
。
辞
書
類
で
は
こ
れ
を

省
み
て
や
ま
し
い
心
と
か
、
良
心
の
評
言
と
か
い
う
が
、
既
に
直
接
的
な
思
い

で
な
い
だ
け
に
、
罪
・
過
ち
よ
り
は
思
い
が
宥
恕
さ
れ
て
い
る
。
密
通
な
ど
は

ひ
ど
い
罪
と
も
過
ち
と
も
思
わ
れ
て
、
そ
の
事
例
も
多
い
が
、
心
の
鬼
に
は
十

五
例
の
中
、
そ
れ
が
二
例
し
か
な
い
。
密
通
以
外
で
は
気
が
嘗
め
る
と
か
、
う

し
ろ
め
た
く
思
う
と
か
い
う
意
味
で
、
倫
理
的
な
罪
の
意
識
と
ま
で
は
い
え
な

い
も
の
、
ま
た
は
倫
理
的
な
罪
と
し
て
も
浅
い
も
の
で
あ
る
。
但
し
罪
の
意
識

に
は
深
浅
強
弱
が
あ
る
の
で
、
そ
れ
を
反
映
す
る
心
の
鬼
の
意
識
に
も
、
そ
れ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
な

は
あ
る
が
、
全
般
的
に
い
っ
て
、
罪
・
過
ち
の
よ
う
な
、
直
接
的
な
生
ま
ノ
＼

し
い
思
い
で
は
な
く
、
間
接
的
で
緩
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
点
に
文
芸

的
表
現
と
し
て
は
意
義
が
あ
る
が
、
罪
の
意
識
と
し
て
は
、
殆
ど
新
し
い
意
義

を
加
え
て
い
な
い
。

二

 
こ
の
物
語
の
倫
理
的
な
罪
の
意
識
を
考
察
す
る
た
め
、
先
ず
仏
教
の
罪
と
関

連
す
る
も
の
を
検
討
す
る
。
仏
教
の
罪
は
先
に
発
表
し
た
拙
著
「
源
氏
物
語
の

仏
教
思
想
」
で
、
e
愛
執
の
罪
を
最
も
重
要
な
も
の
と
し
、
口
子
女
愛
着
の
市

日
親
不
孝
の
罪
、
四
他
を
悩
ま
す
罪
、
㈲
仏
事
を
欠
く
罪
、
丙
異
常
死
の
罪
、

㈲
宿
世
の
罪
と
し
た
。
こ
の
罪
の
詳
細
は
前
の
著
書
で
述
べ
た
か
ら
、
再
説
し

な
い
が
、
倫
理
的
な
罪
と
の
比
較
の
た
め
、
必
要
な
点
を
述
べ
る
。
先
ず
e
の

愛
執
の
罪
と
い
う
語
は
横
川
の
僧
都
が
浮
舟
に
送
っ
た
消
息
の
中
に
あ
る
。
愛

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
む

執
の
罪
は
実
は
愛
執
の
念
で
あ
る
が
、
そ
の
念
は
同
時
に
悟
道
を
妨
げ
る
罪
と

 
 
 
 
 
 
 
 
 

な
る
か
ら
、
愛
執
の
罪
と
い
っ
た
の
で
あ
る
。
仏
教
の
立
場
か
ら
は
男
女
間
の

（x 25 ）



愛
情
は
仏
道
を
妨
げ
る
か
ら
、
罪
業
で
あ
り
、
離
脱
す
べ
き
も
の
で
あ
る
が
、

倫
理
的
に
は
そ
れ
が
人
倫
の
道
（
社
会
の
慣
習
・
風
儀
・
規
範
）
に
背
か
な
い

限
り
、
罪
と
は
な
ら
な
い
。
源
氏
は
紫
上
に
対
し
て
、
終
生
変
ら
ぬ
愛
情
を
懐

き
つ
づ
け
た
が
馬
こ
れ
は
少
し
も
罪
で
は
な
い
。
源
氏
は
早
く
か
ら
出
家
の
志

を
持
ち
な
が
ら
、
紫
上
を
愛
し
て
出
家
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
そ
の
死

後
出
家
す
る
心
境
に
な
る
が
、
そ
の
心
境
を
成
就
さ
す
た
め
に
は
、
紫
上
に
対

す
る
愛
執
の
念
を
放
下
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
紫
上
の
死
後
、
源
氏
が
一
年

間
出
家
を
た
め
ら
っ
た
の
は
、
愛
執
の
念
を
絶
つ
た
め
の
心
の
準
備
を
し
た
の

で
あ
る
。
男
女
間
の
愛
情
を
断
つ
こ
と
は
、
人
問
性
の
否
定
で
あ
っ
て
、
容
易

に
行
え
る
こ
と
で
は
な
い
。
ま
し
て
「
物
の
あ
わ
れ
」
の
情
感
に
生
き
が
い
を

感
じ
て
い
る
人
々
に
は
、
甚
だ
困
難
な
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
「
物
の
あ
わ
れ

」
の
主
情
文
化
の
は
か
な
さ
を
知
り
、
仏
道
永
遠
の
救
い
に
憧
れ
を
持
つ
人
々

は
、
現
世
の
愛
欲
を
尽
く
し
て
、
心
残
り
の
な
く
な
っ
た
老
年
に
、
出
家
す
る

と
い
う
妥
協
の
道
を
見
出
し
て
い
る
。
源
氏
も
そ
の
道
を
執
り
、
横
川
の
僧
都

も
浮
舟
に
そ
の
よ
う
な
道
を
す
す
め
て
い
る
。
し
か
し
そ
れ
は
あ
く
ま
で
妥
協

の
道
で
あ
っ
て
、
仏
教
と
し
て
は
始
か
ら
愛
執
の
念
を
断
っ
て
修
行
す
べ
き
も

の
で
、
愛
執
は
罪
で
あ
り
、
そ
れ
を
罪
と
し
な
い
倫
理
的
立
場
と
は
、
真
正
面

か
ら
対
立
し
て
お
り
、
そ
の
こ
と
が
こ
の
物
語
の
「
物
の
あ
わ
れ
」
を
、
深
く

豊
か
に
し
て
い
る
。

 
口
子
女
に
愛
着
す
る
こ
と
が
、
仏
教
の
罪
と
な
る
の
も
、
愛
執
が
罪
と
な
る

の
と
同
じ
で
、
そ
れ
が
悟
道
の
妨
げ
と
な
る
た
め
で
あ
る
。
藤
壺
は
出
家
し

て
、
わ
が
子
冷
泉
院
が
源
氏
の
子
で
あ
る
こ
と
の
秘
密
が
あ
ら
わ
れ
な
い
で
、

そ
の
身
の
上
（
東
宮
・
天
皇
）
が
安
泰
で
あ
る
よ
う
に
と
祈
る
が
、
死
ぬ
前
に

は
冷
泉
院
が
秘
密
を
知
ら
な
い
こ
乏
を
、
 
「
う
し
ろ
め
た
く
結
ぼ
ほ
れ
た
る
こ

と
」
（
薄
雲
）
に
思
っ
て
い
る
。
藤
壺
に
は
密
通
の
罪
の
こ
と
も
あ
る
が
、
死

後
救
わ
れ
な
い
魂
と
な
っ
た
の
は
、
愛
す
る
わ
が
子
に
語
ら
れ
な
い
秘
密
の
あ

る
こ
と
が
、
心
の
わ
だ
か
ま
り
と
な
っ
て
、
こ
の
世
に
執
念
を
残
し
た
こ
と
に

も
よ
る
で
あ
ろ
う
。
宇
治
の
八
宮
も
大
君
と
中
春
と
の
二
人
の
娘
の
た
め
、
出

家
の
素
志
を
は
た
せ
な
い
で
い
た
が
、
死
期
の
近
い
こ
と
を
覚
り
、
意
を
決
し

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
そ
く
ひ
じ
り

て
二
人
の
娘
を
残
し
て
、
山
寺
に
入
っ
て
亡
く
な
る
。
宮
は
俗
聖
と
い
わ
れ
る

ほ
ど
、
常
日
頃
仏
道
に
精
進
し
て
お
り
、
強
い
心
で
娘
を
振
切
っ
て
山
寺
に
入

る
が
、
心
σ
底
で
は
振
切
れ
な
く
て
、
成
仏
で
き
な
か
っ
た
。
藤
壺
も
八
田
も

親
と
し
て
の
愛
情
に
生
き
た
こ
と
が
、
仏
道
の
罪
と
な
っ
て
い
る
。
も
し
そ
の

罪
を
免
れ
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
非
情
の
母
と
な
り
、
非
情
の
父
と
な
ら
ね
ば

な
ら
な
い
。
源
氏
が
紫
上
に
愛
着
し
、
藤
壺
・
八
宮
が
わ
が
子
に
愛
着
し
た
こ

と
は
、
倫
理
的
に
は
美
し
い
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
が
仏
教
の
罪
と
な
る
と
こ
ろ

に
、
仏
教
の
非
情
が
あ
り
、
厳
し
さ
が
あ
っ
て
、
人
間
の
倫
理
と
は
根
本
的
に

違
っ
て
い
る
。

 
日
孝
の
道
は
儒
教
も
仏
教
も
こ
の
物
語
の
倫
理
も
、
共
に
重
ん
じ
て
お
り
、

そ
れ
だ
け
に
不
孝
の
罪
が
重
く
考
え
ら
れ
て
い
る
。
ω
夜
居
の
僧
が
冷
泉
帝
に

帝
の
実
父
が
源
氏
で
あ
る
こ
と
を
奏
上
し
た
の
は
、
帝
が
実
父
を
知
ら
ず
、
不

孝
の
罪
を
犯
し
て
い
る
こ
と
を
恐
れ
た
た
め
で
あ
り
、
ω
薫
が
実
父
を
知
り
た

が
っ
た
の
も
、
同
じ
理
由
に
よ
る
。
㈲
柏
木
は
重
病
と
な
っ
て
、
父
母
に
会
わ

な
く
て
死
ん
で
は
、
不
孝
に
な
る
と
思
っ
て
、
父
母
の
邸
へ
移
っ
て
死
ぬ
る
。

ω
浮
舟
も
入
水
を
決
意
し
た
時
、
母
を
思
っ
て
親
に
先
立
つ
不
孝
の
罪
を
悲
し

む
。
こ
の
中
ω
㈹
に
は
儒
教
の
思
想
（
ω
に
は
特
に
天
人
感
応
の
政
治
思
想
）

が
、
㈲
ω
に
は
仏
教
の
思
想
が
考
え
ら
れ
る
が
、
ω
の
外
は
深
い
思
い
の
よ
う
で

は
あ
っ
て
も
、
理
知
的
・
観
念
的
で
あ
っ
て
感
動
は
弱
い
。
不
孝
の
罪
は
全
般

（26）



的
に
み
て
、
．
恋
情
の
罪
（
特
に
密
通
の
場
合
）
の
よ
う
な
、
心
を
強
く
動
か
す

重
大
な
罪
の
思
い
と
は
な
っ
て
い
な
い
。

 
四
他
を
悩
ま
す
罪
と
は
、
他
人
の
心
を
傷
つ
け
、
悩
ま
し
、
歎
か
す
こ
と
に

よ
っ
て
・
罪
を
作
る
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
 
「
雀
躍
ひ
給
ふ
程
よ
。
罪
得
る
こ

と
そ
」
 
（
若
紫
）
は
、
雀
の
自
由
を
束
縛
す
る
こ
と
が
、
罪
を
作
る
と
す
る
も

の
、
「
何
の
罪
な
る
御
心
地
に
か
、
人
の
歎
き
負
ふ
こ
そ
、
か
く
は
あ
ん
な
れ

」
 
（
総
角
）
は
、
薫
の
願
い
を
拒
否
し
て
歎
か
す
罪
で
、
大
君
が
重
病
に
な
っ

た
の
だ
ろ
う
と
す
る
も
の
で
、
前
者
に
は
、
生
類
万
物
に
及
ぶ
仏
の
慈
悲
の
精

神
が
あ
り
、
後
者
に
は
、
悪
業
に
対
す
る
苦
果
と
い
う
、
仏
教
の
応
報
の
思
想
が

あ
る
。
し
か
し
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
思
う
の
は
、
 
「
物
の
あ
わ
れ
」
を
知
る
こ

ま
や
か
な
心
情
で
な
け
れ
ば
で
き
ま
い
。
源
氏
は
六
条
御
息
所
に
対
し
て
冷
た

か
っ
た
の
で
、
 
「
罪
あ
る
心
地
」
が
し
、
薫
は
浮
舟
を
宇
治
へ
お
い
て
疎
遠
だ

っ
た
の
で
、
 
「
心
苦
し
う
、
罪
あ
る
心
地
」
が
す
る
と
い
う
。
こ
れ
は
愛
人
を

思
い
や
っ
て
、
こ
ま
や
か
な
愛
情
を
注
が
な
か
っ
た
と
い
う
思
い
で
、
罪
の
意

識
が
起
っ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
と
共
に
、
他
を
傷
つ
け
た
と
い
う
、
仏
道
の

罪
の
思
い
も
あ
る
で
あ
ろ
う
。
以
上
の
よ
う
な
罪
の
意
識
の
根
本
に
は
、
仏
道

慈
悲
の
精
神
が
あ
る
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
こ
の
思
い
に
は
、

難
行
・
苦
行
を
積
む
修
行
僧
、
仏
理
の
研
鐙
に
努
め
る
学
問
僧
な
ど
に
は
、
思

い
及
ば
な
い
よ
う
な
、
温
か
く
て
こ
ま
や
か
な
心
情
が
潜
ん
で
い
る
。
要
す
る

に
、
こ
の
罪
の
意
識
は
仏
教
を
中
心
と
し
、
そ
れ
に
「
物
の
あ
わ
れ
」
の
心
情

が
．
加
わ
っ
て
、
生
じ
た
も
の
と
い
え
よ
う
。

 
㈲
仏
事
を
欠
く
罪
と
は
、
斎
宮
・
斎
院
な
ど
が
神
に
仕
え
る
た
め
、
仏
事
を

欠
く
こ
と
を
、
罪
が
あ
る
と
す
る
も
の
で
、
倫
理
的
な
罪
と
は
関
係
が
な
い
。

 
因
異
常
死
の
罪
と
は
、
出
産
と
か
、
自
殺
と
か
の
異
常
な
死
を
、
罪
が
深
い

源
氏
物
語
の
倫
理
思
想
ロ
ー
罪
の
意
識
を
中
心
と
し
て
t

と
す
る
も
の
で
あ
る
。
倫
理
的
に
は
、
こ
の
よ
う
な
死
そ
の
も
の
よ
り
も
、
死

に
至
る
過
程
の
破
倫
・
不
義
が
罪
と
さ
れ
る
。
従
っ
て
そ
の
こ
と
の
な
い
出
産

死
な
ど
は
、
罪
で
は
な
い
。
自
殺
が
そ
の
理
由
を
問
わ
ず
、
仏
教
の
罪
と
さ
れ

る
の
は
、
そ
れ
が
心
身
を
錯
乱
さ
せ
て
、
仏
道
の
成
就
を
不
可
能
に
す
る
た
め

で
あ
ろ
う
。
出
産
死
が
罪
が
深
い
と
さ
れ
る
の
は
、
同
じ
意
味
の
ほ
か
に
、
現

世
の
罪
だ
け
で
な
く
、
宿
世
の
罪
の
意
味
も
あ
る
で
あ
ろ
う
。

 
㈲
宿
世
の
罪
と
は
、
現
世
に
お
け
る
苦
悩
を
、
前
世
で
作
っ
た
罪
業
の
た
め

で
あ
る
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
犯
し
た
罪
の
意
識
が
な
い
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
苦
し
み
や
悲
し
み
が
あ
る
場
合
、
そ
の
解
釈
を
前
世
の
業
の
応
報
に
求

め
た
も
の
で
あ
り
、
特
に
女
は
苦
悩
が
多
い
の
で
、
宿
世
の
罪
が
深
い
も
の
と

せ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
罪
は
現
世
倫
理
の
罪
の
意
識
と
は
関
係
が
な
い
。
儒
教

に
は
こ
れ
に
似
た
天
命
の
思
想
が
あ
る
が
、
こ
の
物
語
に
は
描
い
て
な
い
。

 
以
上
七
種
の
仏
教
の
罪
と
、
倫
理
的
な
罪
と
の
関
係
を
考
察
し
た
が
、
こ
の

こ
と
か
ら
お
の
ず
か
ら
両
者
の
立
場
の
相
違
が
、
明
ら
か
に
な
っ
た
で
あ
ろ

う
。
仏
教
で
は
仏
道
の
成
就
が
理
想
で
あ
り
、
そ
れ
の
障
害
と
な
る
も
の
を
罪

と
し
、
か
つ
生
命
の
過
去
・
現
在
・
未
来
と
い
う
永
遠
の
継
続
を
想
定
し
て
、

そ
の
間
に
業
の
応
報
を
考
え
る
な
ど
、
独
自
の
立
場
か
ら
罪
を
考
え
る
が
、
倫

理
的
に
は
た
だ
現
世
の
倫
理
的
規
範
に
違
背
す
る
こ
と
だ
け
を
罪
と
す
る
。
そ

の
倫
理
的
規
範
と
は
、
仏
教
の
よ
う
に
人
間
性
を
否
定
せ
ず
、
人
間
が
相
互
に

生
を
つ
く
し
て
行
く
こ
と
の
で
き
る
、
社
会
的
な
慣
習
・
風
儀
で
あ
り
、
社
会

を
健
全
に
維
持
す
る
秩
序
で
あ
り
、
規
範
で
あ
る
。
仏
教
も
人
間
の
あ
り
方
に

独
自
の
見
方
は
あ
る
が
、
人
間
そ
の
も
の
は
尊
重
す
る
の
で
、
人
間
の
社
会
的

秩
序
も
尊
重
す
る
が
、
独
自
の
立
場
が
あ
る
た
め
、
そ
の
立
場
を
犯
さ
れ
る
こ

と
は
許
さ
な
い
。
こ
の
た
め
以
上
検
討
し
た
よ
う
な
、
倫
理
と
仏
教
と
の
罪
の
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一
致
と
背
反
と
が
生
ず
る
の
で
あ
る
。

三

 
仏
教
の
罪
は
現
世
苦
と
な
る
だ
け
で
な
く
、
後
世
の
罪
障
と
も
な
る
も
の

で
、
概
し
て
重
く
る
し
い
意
味
が
あ
る
が
、
こ
の
物
語
に
は
こ
れ
と
反
対
に
、

極
め
て
軽
い
意
味
の
罪
も
あ
る
。
そ
の
罪
に
は
、
社
会
生
活
の
風
儀
。
規
範
を

乱
す
と
ま
で
は
い
え
ず
、
殆
ど
罪
と
い
え
な
い
も
の
も
あ
る
。
最
も
軽
微
な

罪
は
、
e
「
物
の
あ
わ
れ
」
の
美
的
情
趣
に
背
く
も
の
で
あ
る
。
例
え
ば
「
人

の
ほ
ど
書
き
ざ
ま
な
ど
に
つ
く
ろ
は
れ
て
、
そ
の
折
は
罪
な
き
こ
と
も
、
云
々

」
 
（
朝
顔
）
の
罪
は
、
文
章
・
筆
跡
な
ど
の
拙
い
こ
と
、
 
「
昔
を
忍
ぶ
ひ
と
り

ご
と
（
言
に
琴
を
か
け
る
）
は
、
さ
て
も
罪
許
さ
れ
て
侍
り
け
り
」
 
（
横
笛

）
の
罪
は
、
夕
霧
が
自
分
の
和
琴
の
独
奏
は
柏
木
の
追
憶
故
、
下
手
で
も
大
目

に
み
て
も
ら
え
る
と
い
う
意
、
「
あ
り
つ
か
ず
、
取
り
繕
ひ
た
る
姿
ど
も
の
、

罪
ゆ
る
さ
れ
た
る
も
な
き
を
、
云
々
」
 
（
総
角
）
の
罪
は
、
古
女
帝
達
の
着
装

っ
て
い
る
容
姿
が
、
み
に
く
く
て
我
慢
で
き
な
い
こ
と
を
い
う
。
筆
蹟
・
琴

の
独
奏
・
容
姿
の
み
に
く
さ
な
ど
に
共
通
す
る
こ
と
は
、
美
で
な
い
こ
と
で
あ

り
、
こ
の
不
美
を
罪
と
す
る
の
は
、
人
に
不
快
感
を
与
え
る
と
い
う
意
味
に
よ

る
の
で
あ
ろ
う
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
む
ら
い

 
口
軽
い
意
味
し
か
な
い
無
作
法
・
無
礼
も
罪
と
す
る
。
例
え
ば
、
 
「
無
礼
の

罪
は
許
さ
れ
な
む
や
」
 
（
常
夏
）
は
、
暑
い
の
で
、
源
氏
が
物
に
寄
り
臥
し
た

時
の
挨
拶
で
あ
り
、
「
い
と
ら
う
が
は
し
き
さ
ま
に
侍
る
罪
、
お
の
つ
か
ら
思

し
許
さ
れ
な
む
」
 
（
柏
木
）
は
、
柏
木
が
重
病
の
た
め
寝
た
ま
ま
で
、
夕
霧
に

会
っ
た
時
の
断
り
で
あ
り
、
「
端
近
な
る
罪
も
、
あ
る
ま
じ
か
め
り
」
 
（
竹

河
）
は
、
人
の
出
入
り
も
な
い
の
で
、
若
い
姫
君
達
が
端
近
に
嘗
て
も
、
人
に

見
ら
れ
る
気
遣
が
な
い
こ
と
を
い
う
。
こ
れ
ら
は
無
作
法
と
い
っ
て
も
、
極
め

て
軽
い
意
味
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
罪
と
す
る
の
も
、
優
に
や
さ
し
く
、
か
つ
心

こ
ま
や
か
な
た
し
な
み
を
尚
ぶ
、
 
「
物
の
あ
わ
れ
」
の
理
想
に
合
わ
な
い
た
め

で
あ
ろ
う
。

 
日
そ
の
人
の
も
つ
欠
点
と
も
い
う
べ
き
も
の
も
罪
と
す
る
。
 
「
御
礼
一
つ
の

浅
か
ら
ぬ
に
、
よ
う
つ
の
罪
許
さ
る
る
な
め
り
」
 
（
夕
顔
）
は
、
源
氏
が
夕
顔

を
深
く
愛
す
る
た
め
、
夕
顔
の
す
べ
て
の
欠
点
が
気
に
な
ら
な
い
意
、
「
罪
か

ろ
く
お
ほ
し
立
て
、
云
々
」
 
（
松
風
）
は
、
明
石
姫
君
を
批
判
さ
れ
る
よ
う
な

欠
点
も
少
な
く
、
立
派
に
養
育
し
た
こ
と
、
 
「
宰
相
の
君
は
よ
う
つ
の
罪
を
も

を
さ
く
た
ど
ら
れ
ず
」
 
（
若
菜
上
）
は
、
柏
木
が
女
三
宮
を
熱
愛
し
て
い
る

の
で
、
宮
の
欠
点
・
短
所
な
ど
に
は
思
い
が
及
ば
な
い
こ
と
を
い
う
。
こ
れ
ら

の
罪
は
、
教
養
と
か
、
振
舞
と
か
、
心
用
い
と
か
の
至
ら
ぬ
こ
と
を
指
す
も
の

で
、
そ
の
入
の
あ
り
方
で
あ
っ
て
、
個
々
の
行
為
に
つ
い
て
い
う
の
で
は
な

い
。
こ
の
よ
う
な
行
為
で
な
い
も
の
を
罪
と
み
る
規
準
は
、
宮
廷
文
化
人
と
し

て
の
教
養
の
勝
劣
に
あ
り
、
こ
れ
も
厳
密
な
意
味
で
は
倫
理
的
な
罪
と
は
い
え

な
い
も
の
で
あ
る
。
こ
の
種
の
罪
は
答
・
過
ち
で
、
多
く
表
わ
さ
れ
て
い
る
。

 
四
は
個
々
の
場
合
の
こ
と
で
、
そ
れ
に
難
点
が
あ
っ
て
多
少
と
も
批
判
さ
る

べ
き
意
味
の
あ
る
も
の
を
罪
と
す
る
。
 
「
物
い
ひ
さ
が
な
き
罪
」
 
（
帯
木
）
は

口
が
悪
い
・
お
し
ゃ
べ
り
が
過
ぎ
る
と
い
う
こ
と
を
い
い
、
「
我
も
人
も
若
や

か
に
罪
許
さ
れ
た
り
し
世
、
云
々
」
 
（
朝
顔
）
は
、
朝
顔
が
自
分
も
源
氏
も
若

く
て
、
源
氏
の
求
愛
を
受
け
容
れ
て
も
、
世
間
か
ら
霞
め
ら
れ
な
か
っ
た
時
の

意
、
 
「
北
の
重
い
と
晴
れ
ぐ
し
う
、
今
め
き
た
る
人
に
て
、
罪
な
く
取
り
な

し
」
 
（
紅
梅
）
は
、
北
の
方
が
女
房
達
の
か
も
し
出
す
い
ざ
こ
ざ
を
、
荒
立
て
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な
い
で
穏
便
に
取
裁
く
こ
と
を
い
う
。
こ
れ
ら
の
罪
の
さ
す
と
こ
ろ
は
、
多
少

非
難
き
る
べ
き
意
味
は
あ
る
に
し
て
も
、
は
し
た
な
い
と
か
、
出
す
ぎ
る
と
か

の
程
度
で
あ
っ
て
、
倫
理
的
に
は
い
ず
れ
も
軽
い
意
味
し
か
な
い
。
以
上
四
種

の
よ
う
な
軽
微
な
罪
の
意
識
は
、
罪
の
意
識
の
一
面
を
表
わ
す
に
す
ぎ
な
い
が
、

そ
れ
に
し
て
も
こ
の
よ
う
な
軽
微
な
も
の
の
あ
る
こ
と
は
、
こ
の
物
語
の
罪
の

意
識
全
体
の
性
質
が
、
い
か
な
る
も
の
で
あ
る
か
を
推
測
さ
す
で
あ
ろ
う
。
本

来
「
物
の
あ
わ
れ
」
に
生
き
る
人
間
は
、
気
分
・
情
調
を
尚
ぶ
の
で
あ
り
、
深

刻
な
思
念
的
罪
悪
観
な
ど
は
懐
き
に
く
い
。
甚
だ
重
大
な
密
通
・
殺
人
の
罪
さ

え
過
ち
と
み
る
の
も
、
そ
の
傾
向
の
表
わ
れ
で
あ
り
、
全
般
的
に
い
っ
て
、
こ

の
物
語
の
罪
の
意
識
は
厳
し
く
な
い
の
で
あ
る
。

 
な
お
こ
の
物
語
唯
一
の
事
例
で
あ
る
無
実
の
罪
の
こ
と
を
付
説
す
る
。
須
磨

へ
退
転
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
源
氏
は
「
八
百
萬
神
業
あ
は
れ

と
思
ふ
ら
む
犯
せ
る
罪
の
そ
れ
と
な
け
れ
ば
」
 
（
須
磨
）
を
始
め
、
「
天
地
こ

と
わ
り
給
へ
。
罪
な
く
て
罪
に
あ
た
り
、
官
位
を
取
ら
れ
、
家
を
離
れ
、
境
を

去
り
て
、
云
々
」
 
（
明
石
〉
「
横
さ
ま
の
罪
に
あ
た
り
て
、
思
ひ
か
け
ぬ
世
界

に
漂
ふ
も
、
云
々
」
 
（
明
石
）
な
ど
と
、
再
三
、
再
四
そ
れ
が
無
実
の
罪
で
あ

る
と
訴
え
て
い
る
。
こ
の
罪
の
意
味
は
は
っ
き
り
し
な
い
が
、
右
大
臣
の
娘
で

朱
雀
帝
の
尚
侍
と
な
っ
て
い
る
朧
月
夜
が
、
源
氏
と
密
通
し
て
い
る
現
場
を
右

大
臣
が
見
つ
け
、
右
大
臣
と
弘
誓
殿
の
女
御
と
が
大
い
に
怒
っ
て
、
「
こ
の
つ

い
で
に
、
さ
る
べ
き
こ
と
ど
も
構
へ
出
で
む
に
よ
き
た
よ
り
」
 
（
男
木
）
と
思

っ
て
、
構
え
出
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
前
の
文
意
で
、
源
氏
が
不
軌
で
も
図

っ
た
か
の
よ
う
に
匂
わ
し
て
あ
る
か
ら
、
菅
原
道
眞
や
源
高
明
が
議
陥
さ
れ
た

よ
う
な
事
例
を
準
拠
と
し
て
描
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
な
お
こ
の
事
件
に
つ
い

て
、
源
氏
も
左
大
臣
も
宿
縁
に
よ
る
の
だ
ろ
う
と
云
っ
て
、
仏
教
思
想
に
よ
る

源
氏
物
語
の
倫
理
思
想
ロ
ー
罪
の
意
識
を
中
心
と
し
て
一

意
味
づ
け
を
し
て
い
る
が
、
さ
ま
で
強
い
思
い
で
は
な
い
。
こ
の
源
氏
の
罪
が

事
実
と
す
れ
ば
、
政
治
上
の
罪
で
あ
る
と
共
に
、
不
臣
不
義
で
倫
理
上
の
罪
悪

で
も
あ
る
が
、
虚
構
で
あ
る
か
ら
そ
の
意
味
を
考
え
る
必
要
は
な
い
。
但
し
源

氏
に
対
し
て
、
朧
月
夜
と
い
う
帝
の
妃
を
犯
し
た
と
い
う
不
義
不
臣
の
罪
を
云

い
立
て
る
こ
と
は
で
き
る
が
、
そ
れ
を
云
い
立
て
る
と
、
右
大
臣
は
わ
が
子
朧

月
夜
に
傷
が
つ
く
の
で
、
政
治
上
の
罪
に
転
化
さ
せ
た
の
で
あ
る
。

四

 
こ
の
物
語
の
罪
の
中
で
最
も
多
く
て
、
最
も
重
大
な
意
味
が
あ
る
の
は
、
男

女
の
恋
情
に
関
す
る
罪
で
あ
る
。
恋
情
そ
れ
自
体
は
善
で
も
悪
で
も
な
い
が
、

そ
れ
に
基
づ
く
行
動
は
社
会
的
規
制
を
受
け
ね
ば
な
ら
な
い
。
社
会
的
規
制
に

、
従
う
正
式
な
結
婚
は
、
物
語
と
し
て
は
感
興
が
乏
し
い
の
で
、
お
の
ず
か
ら
好

色
の
す
さ
び
が
多
く
描
か
れ
る
こ
と
と
な
る
。
こ
の
物
語
で
は
男
女
関
係
が
比

較
的
自
由
で
あ
り
、
か
つ
物
の
あ
わ
れ
を
知
る
主
情
的
な
人
々
が
、
恋
情
に
関

し
て
極
め
て
強
い
関
心
を
持
っ
て
い
る
か
ら
、
そ
の
行
動
は
社
会
的
規
範
か
ら

逸
脱
し
が
ち
と
な
り
、
多
く
の
罪
過
ち
の
意
識
を
発
生
さ
せ
て
い
る
。

 
こ
の
物
語
で
恋
情
に
関
す
る
表
現
が
、
飛
鳥
奈
良
時
代
に
比
べ
て
驚
く
べ
き

発
達
を
し
て
い
る
の
は
、
そ
の
こ
と
の
関
心
が
極
め
て
強
い
こ
と
を
表
す
も
の

で
あ
る
。
前
代
か
ら
の
恋
・
恋
う
・
恋
い
し
な
ど
の
基
本
的
な
も
の
を
継
承

す
る
と
共
に
、
新
ら
し
く
す
く
・
す
き
《
＼
し
・
色
・
色
め
く
・
色
め
か
し
・

色
好
み
・
あ
だ
・
あ
だ
ぐ
し
・
あ
だ
め
く
・
な
ま
め
く
・
な
ま
め
か
し
・
艶

 
・
艶
だ
つ
・
懸
想
・
懸
想
だ
つ
・
懸
想
ぶ
・
懸
想
ば
む
。
け
し
き
ば
む
・
よ
し

ば
む
・
あ
ざ
れ
ば
む
・
あ
ざ
れ
が
ま
し
・
み
だ
り
が
は
し
・
ま
ぎ
れ
歩
く
・
事
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の
ま
ぎ
れ
・
物
の
ま
ぎ
れ
な
ど
、
多
く
の
語
が
発
生
し
て
い
る
。
語
義
・
語
感

に
微
妙
な
違
い
の
あ
る
こ
れ
ほ
ど
多
く
の
語
が
発
生
し
た
の
は
、
恋
情
が
こ
の

物
語
の
主
題
に
か
か
わ
る
も
の
で
あ
る
と
共
に
、
こ
の
物
語
の
世
界
が
繊
細
・

優
雅
な
物
の
あ
わ
れ
の
主
情
文
化
発
達
の
頂
点
に
あ
っ
た
た
め
で
も
あ
る
。
そ

し
て
こ
れ
ら
の
語
は
殆
ど
皆
好
色
の
す
さ
び
、
ま
た
は
そ
れ
に
近
い
語
感
を
持

っ
て
お
り
、
好
色
が
非
難
さ
れ
る
こ
と
と
、
対
応
す
る
意
味
を
持
っ
て
い
る
。

そ
の
非
難
の
意
味
は
決
し
て
強
い
も
の
で
は
な
く
、
う
わ
つ
い
た
恋
・
好
色
の

た
わ
む
れ
が
ふ
ま
め
な
る
心
か
ら
批
判
さ
れ
て
い
る
と
い
う
程
度
の
も
の
で
あ

る
。 

恋
情
は
本
来
善
悪
を
超
越
す
る
は
ず
で
あ
る
が
、
そ
れ
の
発
動
が
一
般
的
に

い
っ
て
替
め
ら
れ
、
か
つ
そ
の
処
口
め
ら
れ
る
程
度
に
も
軽
重
の
差
が
あ
る
の

は
、
い
か
な
る
意
味
に
よ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
問
題
を
分
析
す
る
と
、
e

恋
情
の
本
質
に
か
か
わ
る
意
味
と
、
口
そ
の
発
動
が
社
会
的
規
制
一
人
の
道
一

に
か
か
わ
る
意
味
と
、
日
行
為
者
の
主
体
的
な
心
情
に
か
か
わ
る
意
昧
と
が
考

え
ら
れ
る
。

 
e
恋
情
の
本
質
に
か
か
わ
る
問
題
を
分
け
る
と
、
ω
恋
情
の
本
質
か
ら
、
一

般
的
に
そ
れ
の
発
動
が
轡
め
ら
れ
る
よ
う
な
傾
向
（
罪
悪
視
せ
ら
れ
る
よ
う
な

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
と
が

傾
向
）
が
あ
る
と
い
う
こ
と
と
、
ω
そ
の
本
質
か
ら
罪
・
省
と
み
る
よ
り
も
、

過
ち
と
み
ら
れ
る
傾
向
が
あ
る
と
い
う
こ
と
と
な
る
。
ω
恋
情
に
は
主
我
的
・

盲
目
的
に
自
己
満
足
を
求
め
よ
う
と
す
る
性
質
が
あ
る
た
め
、
往
々
に
し
て
社

会
的
秩
序
を
破
り
、
他
を
傷
つ
け
る
こ
と
と
も
な
る
。
初
か
ら
あ
だ
な
る
恋
は

い
う
ま
で
も
な
い
が
、
た
と
え
ま
め
な
る
恋
で
も
、
そ
の
永
続
性
は
保
証
さ
れ

な
い
の
で
、
恋
情
の
発
動
に
は
一
般
的
に
み
て
、
危
険
性
が
あ
る
た
め
、
一
様

に
警
戒
せ
ら
れ
、
轡
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
即
ち
「
す
き
た
る
罪
お
も
か
る
べ

し
」
 
（
直
木
）
 
「
す
き
-
ぐ
し
き
と
が
を
負
ひ
て
、
世
に
は
し
た
な
め
ら
れ

き
」
 
（
毎
枝
）
 
「
人
知
れ
ぬ
心
に
あ
ま
る
す
き
ぐ
し
き
罪
ば
か
り
こ
そ
、
侍

ら
め
」
 
（
夕
霧
）
 
「
さ
る
ま
じ
き
に
ふ
と
目
と
ま
り
て
、
心
強
か
ら
ぬ
過
ち
は

し
い
つ
る
な
り
け
り
」
 
（
若
菜
下
）
な
ど
と
い
う
よ
う
に
、
罪
と
も
、
過
ち
と

 
 
と
う

も
、
暫
と
も
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
特
に
物
語
で
描
く
恋
情
は
、
正
常
な
男
女

関
係
で
は
慰
興
が
乏
し
い
の
で
、
忍
ぶ
恋
。
道
な
ら
ぬ
恋
が
多
い
た
め
、
お
の

ず
か
ら
讐
め
ら
れ
が
ち
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
こ
の
物
語
の
人
々
は
物

の
あ
わ
れ
に
流
さ
れ
や
す
い
主
情
的
な
人
間
で
あ
る
た
め
、
恋
情
に
よ
る
罪
を

作
り
や
す
く
な
っ
て
い
る
。
．
要
す
る
に
、
こ
の
物
語
に
非
常
に
多
く
描
か
れ
て

い
る
恋
の
す
さ
び
は
、
そ
の
本
質
か
ら
警
戒
さ
れ
、
批
判
さ
れ
、
讐
め
ら
れ
、

罪
せ
ら
れ
る
べ
き
傾
向
を
持
つ
の
で
あ
る
。

 
②
恋
情
の
発
動
を
責
め
る
場
合
、
聖
書
と
い
う
概
念
よ
り
、
過
ち
と
い
う
概

念
が
多
い
の
は
、
注
目
す
べ
き
こ
と
で
あ
る
。
恋
情
の
す
さ
び
1
好
色
1
は
、

盲
目
的
に
自
己
満
足
を
求
め
る
心
情
の
過
ち
な
の
で
あ
る
。
罪
・
答
と
過
ち
と

を
比
較
す
る
と
、
道
に
背
く
こ
と
1
社
会
的
規
範
に
背
く
こ
と
一
を
責
め
る
に

当
っ
て
、
罪
・
答
に
は
道
と
い
う
客
観
的
観
点
か
ら
み
る
意
味
が
あ
る
の
に
対

し
て
、
過
ち
に
は
行
為
者
の
主
観
に
即
し
て
み
る
意
味
が
あ
り
、
こ
こ
に
好
色

の
罪
の
特
色
が
あ
る
。
罪
は
語
数
が
多
い
か
ら
絶
対
数
は
多
い
が
、
全
語
数
に

対
す
る
比
率
か
ら
み
れ
ば
、
罪
は
三
割
弱
で
あ
り
、
過
ち
は
六
割
強
あ
る
。
過

ち
は
罪
の
二
倍
以
上
で
あ
っ
て
、
過
ち
と
い
う
意
識
の
大
部
分
は
、
好
色
に
関

し
て
起
こ
さ
れ
て
い
る
。
 
「
怪
し
か
り
つ
る
ほ
ど
の
過
ち
」
（
紅
葉
の
賀
）
「
若

き
人
々
は
身
に
し
め
て
、
過
ち
も
し
つ
べ
く
め
で
副
ゆ
」
 
（
梶
木
）
 
「
古
へ
の

す
き
は
思
ひ
や
り
な
き
ほ
ど
の
過
ち
」
 
（
薄
雲
）
 
「
心
強
か
ら
ぬ
過
ち
」
 
（
若

菜
下
）
 
「
あ
は
っ
け
さ
の
み
つ
か
ら
の
過
ち
」
 
（
夕
霧
）
 
「
過
ち
も
し
つ
べ
く
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し
づ
め
む
か
た
な
く
」
 
（
竹
河
）
 
「
あ
な
か
し
こ
、
過
ち
ひ
き
撃
つ
な
」
 
（
竹

河
）
「
な
ど
の
過
ち
に
は
、
恋
情
の
す
さ
び
は
制
し
が
た
い
と
い
う
意
味
が
宿
っ

て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
恋
情
に
よ
る
罪
が
、
深
く
替
め
ら
れ
な
い
理
由
の
一
つ

と
も
な
っ
て
罷
る
。
恋
情
の
す
さ
び
は
そ
れ
が
密
通
な
ど
で
な
い
限
り
、
過
ち

と
し
て
大
目
に
見
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

 
口
社
会
的
秩
序
に
か
か
わ
る
と
い
う
問
題
は
、
㈹
相
手
が
独
身
か
、
有
夫
か

と
い
う
身
の
上
に
関
す
る
こ
と
と
、
ω
相
手
が
自
分
よ
り
上
で
あ
る
か
下
で
あ

る
か
と
い
う
身
分
に
関
す
る
こ
と
と
で
あ
る
。
㈹
は
当
時
一
夫
多
妻
が
認
め
ら

れ
て
い
た
た
め
、
女
に
関
し
て
だ
け
起
る
。
盲
目
的
に
発
動
す
る
恋
情
は
、
有

夫
の
女
に
対
し
て
も
発
動
し
、
社
会
的
秩
序
を
破
る
こ
と
が
少
く
な
い
。
源
氏

と
暗
愚
．
空
蝉
・
朧
月
夜
、
柏
木
と
女
三
宮
、
野
宮
と
浮
舟
な
ど
、
極
め
て
重

大
な
事
例
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
が
罪
と
し
て
答
め
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る

こ
と
は
、
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
そ
の
罪
の
軽
重
は
ω
以
下
に
述
べ
る
よ
う

な
、
種
々
の
事
情
で
決
定
す
る
の
で
あ
っ
て
、
一
様
で
は
な
い
。
 
（
密
通
に
関

し
て
は
な
お
後
で
精
し
く
述
べ
る
）

 
ω
自
分
よ
り
身
分
の
重
い
女
と
通
ず
る
場
合
は
、
事
情
に
も
よ
る
が
、
概
し

て
責
任
が
重
く
、
低
い
女
の
場
合
は
責
任
が
軽
い
と
思
わ
れ
て
い
る
。
源
氏
は

父
帝
の
皇
后
藤
壼
に
通
じ
て
、
重
い
罪
を
意
識
す
る
が
、
兄
帝
の
妃
で
も
瀧
月

夜
に
通
じ
て
は
、
そ
れ
が
正
妃
で
な
い
こ
と
も
あ
っ
て
、
 
（
㈲
の
よ
う
な
事
情

も
あ
る
が
）
殆
ど
罪
を
意
識
し
て
い
な
い
。
源
氏
の
正
妻
女
三
の
宮
に
通
じ
た

柏
木
は
、
死
ぬ
ほ
ど
の
罪
を
思
う
が
、
薫
の
愛
人
で
正
妻
で
は
な
い
浮
舟
に
通

じ
た
草
野
に
は
、
全
く
罪
の
意
識
が
な
い
。
下
の
身
分
の
男
が
上
の
身
分
の
女

に
通
じ
た
こ
と
（
柏
木
）
と
、
上
の
身
分
の
男
が
下
の
身
分
の
女
に
通
じ
た
こ

と
（
匂
宮
）
と
で
は
、
罪
の
意
識
が
違
う
。
源
氏
は
軒
端
の
荻
を
一
夜
だ
け
で

源
氏
物
語
の
倫
理
思
想
ロ
ー
罪
の
意
識
を
中
心
と
し
て
一
，

捨
て
て
も
、
罪
を
意
識
し
な
い
が
、
前
東
宮
妃
の
六
条
御
息
所
に
冷
た
く
し
て

は
、
罪
を
意
識
し
て
い
る
。
宇
治
の
八
宮
が
浮
舟
の
母
を
捨
て
た
の
も
、
身
分

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
め
し
う
ど

が
低
い
こ
と
に
か
か
わ
り
が
あ
る
。
当
時
女
房
に
通
じ
て
、
そ
れ
を
召
人
と
し
て

人
な
み
に
か
ず
ま
え
な
か
っ
た
の
も
、
身
分
が
低
い
た
め
で
あ
る
。
ω
密
通
の

罪
も
ω
の
た
め
そ
の
罪
の
意
識
に
軽
重
の
差
が
生
ず
る
。
ω
は
ω
だ
け
に
か
か

わ
る
の
で
は
な
く
、
広
く
一
般
的
な
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
は
人
間
性
よ
り

も
階
級
性
を
優
先
さ
す
思
想
が
あ
る
。

 
日
行
為
者
の
主
体
的
な
心
情
に
か
か
わ
る
問
題
と
は
、
㈲
行
為
者
が
相
手
の

人
が
ら
・
心
用
い
な
ど
が
重
々
し
い
か
、
軽
々
し
い
か
、
と
い
う
よ
う
な
違
い

に
よ
っ
て
感
ず
る
罪
の
意
識
と
、
㈲
行
為
者
自
身
の
人
が
ら
心
用
い
な
ど
に
よ

っ
て
、
自
己
の
恋
情
の
す
さ
び
に
対
し
て
思
う
罪
の
意
識
に
、
軽
重
の
差
が
あ

る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
㈲
例
え
ば
、
身
分
は
低
く
て
も
、
空
蝉
に
は
源
氏

を
拒
む
心
が
あ
っ
た
か
ら
、
「
心
苦
し
き
過
ち
」
と
思
う
が
、
軒
端
の
荻
は
た

易
く
受
入
れ
た
の
で
、
そ
の
思
い
は
な
い
。
ま
た
朧
月
夜
は
右
大
臣
の
娘
で
帝

妃
で
あ
っ
て
、
身
分
は
高
い
が
、
浮
気
女
で
あ
る
た
め
、
全
然
罪
の
意
識
が
な

い
。
藤
壷
は
重
々
し
く
て
、
容
易
に
源
氏
に
擁
か
な
か
っ
た
ら
し
く
、
六
条
御

息
所
も
同
様
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
二
人
に
対
し
て
は
罪
の
意
識
が
あ
り
、
藤
壷

に
は
こ
の
上
に
、
父
帝
の
妃
へ
の
密
通
と
い
う
意
味
が
加
わ
っ
て
、
こ
の
物
語

最
高
の
罪
と
な
っ
て
い
る
。
末
摘
花
そ
の
他
多
く
の
女
に
対
し
て
、
罪
の
意
識

が
な
い
の
は
、
相
手
に
源
氏
を
受
入
れ
る
心
が
あ
っ
た
た
め
で
あ
る
。
同
じ
好

色
の
す
さ
び
で
も
相
手
の
人
が
ら
が
、
思
慮
・
分
別
・
教
養
な
ど
が
あ
っ
て
重

々
し
い
か
、
あ
わ
つ
け
く
て
軽
い
か
、
ま
た
容
易
に
屡
か
な
い
か
、
た
易
く
受

入
れ
る
か
と
い
う
よ
う
な
事
情
に
よ
っ
て
、
感
ず
る
罪
の
意
識
に
軽
重
の
差
が

生
じ
て
い
る
。
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㈲
は
行
為
者
自
身
の
心
の
問
題
で
あ
る
。
源
氏
が
若
い
紫
の
上
を
そ
の
祖
母

に
乞
う
時
、
「
す
き
み
＼
し
き
か
た
に
は
あ
ら
で
、
ま
め
や
か
に
聞
ゆ
る
な

り
」
 
（
若
紫
）
と
い
う
が
、
こ
れ
に
は
恋
情
の
ま
め
や
か
さ
に
は
、
信
頼
が
お

け
る
と
い
う
意
味
が
あ
る
。
あ
だ
な
る
心
を
持
て
ば
、
男
女
と
も
う
し
ろ
め
た

い
が
、
ま
め
な
る
心
で
あ
る
限
り
、
自
分
に
責
め
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
。
男
女
互

に
行
き
ず
り
の
恋
と
自
覚
し
て
の
行
動
に
は
、
そ
の
後
ど
う
な
ろ
う
と
、
相
手

を
答
め
た
り
、
自
分
を
責
め
た
り
す
る
こ
と
は
な
い
。
ま
じ
め
な
心
で
関
係
を

持
ち
な
が
ら
、
後
に
わ
が
心
が
冷
た
く
な
る
時
に
は
、
寝
覚
め
の
悪
い
も
の
で
あ

り
、
多
か
れ
少
な
か
れ
、
罪
の
意
識
が
生
ず
る
。
源
氏
は
六
条
御
息
所
に
冷
た

く
し
て
、
 
「
罪
あ
る
心
地
」
が
し
、
そ
の
償
い
の
意
味
で
そ
の
女
秋
好
中
宮
の

後
見
に
力
を
つ
く
し
て
い
る
。
押
し
立
っ
た
空
蝉
に
対
し
て
も
、
そ
の
老
後
引

取
っ
て
面
倒
を
み
て
、
昔
の
過
ち
の
償
い
を
し
て
い
る
。
罪
を
思
う
べ
き
は
ず

の
軒
端
の
荻
と
朧
月
夜
と
に
は
、
前
に
述
べ
た
よ
う
な
事
情
で
罪
を
思
わ
な

い
。
藤
壼
に
対
し
て
は
深
く
密
通
の
罪
を
思
う
が
、
正
妻
女
三
宮
に
柏
木
が
密

通
し
て
薫
が
生
れ
る
に
及
ん
で
、
順
現
業
の
罪
報
を
感
じ
て
、
罪
が
償
わ
れ
た

よ
う
に
思
っ
て
い
る
。
そ
の
他
末
摘
花
・
紫
の
上
・
花
散
里
・
明
石
の
上
な
ど

に
は
、
そ
れ
み
＼
の
あ
つ
か
い
を
し
て
い
て
、
寝
覚
め
の
悪
い
思
い
は
な
い
。

源
氏
は
女
の
こ
と
で
し
ば
み
＼
罪
を
思
っ
た
が
、
晩
年
ま
で
に
そ
の
償
い
を
し

て
お
り
、
幻
の
巻
で
出
家
の
た
め
の
心
の
準
備
を
し
た
時
も
、
紫
の
上
の
死
に

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
す
き
も
の

対
す
る
無
常
の
感
懐
が
主
で
、
罪
の
意
識
は
残
っ
て
い
な
い
。
好
色
者
源
氏
が

好
色
の
罪
を
残
さ
な
か
っ
た
こ
と
が
、
源
氏
を
す
ぐ
れ
た
人
間
と
し
た
重
要
な

一
因
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
物
語
が
物
の
あ
わ
れ
を
描
く
立
場
か
ら
与
え
た
理
想

性
で
あ
っ
て
、
源
氏
の
罪
に
対
す
る
思
い
は
、
決
し
て
き
び
し
い
も
の
で
は
な

い
。

 
雨
夜
の
品
定
の
話
で
、
左
馬
の
頭
は
自
分
の
浮
気
で
指
食
の
女
を
苦
し
め
た

こ
と
に
責
任
を
感
じ
て
い
る
が
、
藤
式
部
丞
は
博
士
の
娘
を
僅
か
な
こ
と
を
口

実
に
し
て
捨
て
て
、
責
任
を
感
じ
て
い
な
い
。
男
宮
も
多
く
の
女
を
手
に
入
れ

て
は
捨
て
て
、
少
し
も
責
任
感
が
な
い
。
髭
黒
が
玉
髭
に
う
つ
つ
を
ぬ
か
し

て
、
北
の
方
に
冷
た
く
な
っ
た
時
、
北
の
方
は
逆
上
錯
乱
し
て
、
三
人
も
子
供

が
あ
る
の
に
実
家
へ
引
上
げ
る
が
、
語
漏
は
己
の
責
任
は
多
少
意
識
し
て
も
、

そ
れ
以
上
に
妻
の
軽
々
し
い
行
動
を
轡
め
る
心
持
で
あ
る
。
夕
霧
は
亡
友
柏
木

の
未
亡
人
落
葉
の
宮
に
心
を
傾
け
て
、
妻
の
雲
井
の
雁
を
苦
し
め
る
が
、
雲
井

の
雁
に
対
し
て
変
ら
ぬ
愛
情
を
持
っ
て
い
た
か
ら
、
罪
・
答
の
意
識
を
起
こ
し

て
い
な
い
。
浮
舟
が
匂
宮
と
通
じ
て
、
身
の
処
置
に
窮
し
て
入
水
自
殺
し
た
と

思
っ
た
薫
は
、
浮
舟
を
宇
治
の
山
里
に
か
く
し
て
置
い
て
、
あ
ま
り
に
疏
遠
に

し
て
い
た
た
め
で
あ
る
と
思
い
、
浮
舟
を
慰
め
る
よ
り
も
、
自
己
の
緩
怠
の
過

ち
を
思
っ
て
い
る
。
髭
黒
の
場
合
が
薫
な
ら
、
も
っ
と
自
己
を
責
め
た
で
あ
ろ

う
し
、
薫
の
場
合
が
髭
歪
な
ら
、
殆
ど
自
己
を
責
め
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
㈲

の
場
合
の
罪
の
意
識
は
自
己
に
省
み
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
以
上
に
あ
げ
た
よ

う
に
、
人
に
よ
っ
て
違
う
。
恐
ら
く
当
時
は
藤
式
部
丞
や
匂
宮
の
よ
う
な
者
が

多
く
、
源
氏
や
薫
に
は
作
者
の
理
想
が
寄
せ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

 
以
上
三
ケ
条
六
項
目
に
分
け
て
、
恋
情
の
す
さ
び
に
よ
る
罪
を
検
討
し
た
。

そ
の
中
ω
ω
は
恋
情
の
す
さ
び
が
罪
と
せ
ら
れ
る
所
以
と
、
そ
の
罪
の
性
質
に

関
す
る
も
の
で
あ
り
、
㈲
以
下
は
罪
の
意
識
発
生
と
、
そ
れ
の
軽
重
に
関
す
る

も
の
で
あ
る
。
同
じ
好
色
の
罪
で
も
、
㈲
ω
㈲
㈲
の
よ
う
な
条
件
に
よ
っ
て
、

さ
ま
《
＼
に
評
価
さ
れ
て
軽
重
の
差
が
生
ず
る
が
、
単
な
る
好
色
の
す
さ
び
で

あ
る
限
り
は
、
概
し
て
深
く
讐
め
ら
れ
ず
、
人
に
よ
っ
て
は
こ
れ
を
肯
定
す
る

よ
う
な
こ
と
も
あ
る
。
青
年
の
源
氏
は
「
す
き
給
は
ざ
ら
む
も
な
さ
け
な
く
、
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さ
う
ぐ
し
か
る
べ
し
」
（
夕
顔
）
と
い
わ
れ
、
右
大
臣
は
朱
雀
帝
に
奉
る
は
ず

の
朧
月
夜
に
、
源
氏
が
通
じ
た
の
を
怒
っ
た
が
、
な
お
「
人
が
ら
に
よ
う
つ

罪
を
許
し
て
」
 
（
野
木
）
、
源
氏
に
め
あ
わ
せ
て
も
よ
い
と
も
思
っ
た
の
で
あ

る
。
斉
院
を
退
い
て
、
源
氏
に
再
び
い
い
寄
ら
れ
た
朝
顔
は
、
「
わ
れ
も
人
（

源
氏
）
も
若
や
か
に
、
罪
許
さ
れ
た
り
し
世
だ
に
」
 
（
朝
顔
）
と
、
以
前
の
こ

と
を
回
想
し
て
お
り
、
若
々
し
く
ね
び
整
っ
た
夕
霧
に
は
、
「
す
き
画
し
給
ふ

と
も
、
人
の
も
ど
く
べ
き
さ
ま
も
し
給
は
ず
」
 
（
夕
霧
）
と
い
わ
れ
て
い
る
。

身
分
が
高
く
て
、
若
々
し
く
て
、
美
し
い
男
女
の
す
き
事
は
、
大
目
に
見
ら
れ

て
い
る
が
、
こ
れ
は
唯
美
的
価
値
観
が
極
め
て
強
く
て
、
実
践
的
価
値
観
を
圧

倒
し
た
も
の
と
い
え
る
。
こ
の
よ
う
に
恋
情
の
す
さ
び
が
答
め
ら
れ
な
い
も
の

も
あ
る
が
、
こ
れ
が
例
外
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
点
か
ら
、
こ
の
こ
と
の
反
面

に
、
一
般
に
は
答
め
ら
れ
て
い
る
意
味
が
あ
る
。

 
恋
情
の
す
さ
び
が
答
め
ら
れ
罪
と
せ
ら
れ
る
理
由
は
、
㈹
ω
㈲
㈲
に
分
析
し

た
が
、
具
体
的
な
場
で
は
こ
の
中
の
二
ま
た
は
三
が
合
し
て
、
意
味
を
複
合
さ

す
こ
と
が
あ
る
。
例
え
ば
、
源
氏
が
藤
壼
と
朧
月
夜
と
に
通
じ
て
も
㈲
、
二
人

の
身
分
に
違
い
が
あ
る
こ
と
ω
、
人
が
ら
が
違
う
こ
と
㈲
、
な
ど
か
ら
源
氏
の

罪
の
意
識
は
こ
れ
ら
複
合
の
上
に
成
立
し
て
い
る
。
分
析
の
反
対
に
、
も
し
綜

合
的
に
考
え
る
な
ら
ば
、
社
会
的
規
制
に
背
く
こ
と
と
、
相
手
を
傷
つ
け
る
こ

と
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
密
通
は
前
者
の
代
表
的
な
も
の
で
甚
だ
重
く
、
浮
気
は

後
者
の
代
表
的
な
も
の
で
甚
だ
多
い
。
密
通
は
社
会
的
に
早
め
ら
れ
る
と
共
に

藤
壼
・
源
氏
・
女
三
宮
・
柏
木
・
浮
舟
な
ど
に
み
る
よ
う
に
（
朧
月
夜
・
匂
宮

は
違
う
が
）
多
く
は
当
事
者
を
ひ
ど
く
傷
つ
け
る
の
で
、
自
他
か
ら
責
め
ら
れ

る
最
も
重
い
罪
で
あ
る
。

源
氏
物
語
の
倫
理
思
想
ロ
ー
罪
の
意
識
を
中
心
と
し
て
一

五

 
密
通
も
そ
の
本
質
は
「
す
き
た
る
罪
」
で
あ
り
、
 
「
過
ち
」
で
あ
る
が
、
単

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
む
 
 
 
 
 
 

な
る
過
ち
で
は
な
い
。
厳
し
い
外
的
条
件
が
伴
う
の
で
、
「
心
苦
し
き
過
ち
」

 
 
 
 
 
 
 
 
 
む
 
 
む
 
 
む
 
 
む
 
 
む
 
 
む
 
 
む
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
む
 
 
む
 
 
む
 
 
 

（
帯
木
）
、
「
怪
し
か
り
つ
る
ほ
ど
の
過
ち
」
 
（
紅
葉
賀
）
、
「
思
ひ
や
り
な

む
 
 
む
 
 
む
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
む
 
 
む
 
 
む
 
 
む

き
ほ
ど
の
過
ち
」
 
（
若
菜
下
）
、
 
「
い
み
じ
き
過
ち
」
 
（
若
菜
下
と
柏
木
）
、

 
む
 
 
む
 
 
む
 
 
む
 
 
む
 
 
む
 
 
む
 
 
む
 
 
む
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
む
 
 
む
 
 
む
 
 
む

「
恐
ろ
し
く
あ
る
ま
じ
き
過
ち
」
 
（
全
盤
）
、
「
さ
る
ま
じ
き
過
ち
」
 
（
柏
木

）
で
あ
っ
て
、
重
大
な
過
ち
で
あ
る
。
密
通
の
罪
に
対
し
て
は
、
反
省
・
自
責

の
念
も
甚
だ
強
く
て
、
仏
教
の
罪
の
意
識
も
伴
い
、
こ
の
物
語
に
お
け
る
最
も

深
刻
な
罪
の
意
識
と
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
罪
の
意
識
は
現
世
倫
理
の
そ

れ
を
超
え
て
、
仏
教
の
罪
業
・
罪
障
の
思
い
と
も
結
ん
で
い
る
。
そ
の
好
適
例

が
、
源
氏
に
み
ら
れ
る
。
そ
の
場
合
現
実
的
な
倫
理
的
な
罪
の
思
い
は
、
仏
教

の
因
果
応
報
の
罪
業
観
の
中
に
深
め
ら
れ
て
融
合
し
、
罪
業
観
の
中
に
解
消
し

で
い
る
さ
ま
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
深
め
ら
れ
た
極
致
の
心
境
の
こ
と
で
あ

っ
て
、
そ
こ
へ
到
る
ま
で
の
過
程
で
は
、
或
程
度
両
者
の
罪
の
意
識
を
た
ど
る

こ
と
も
で
き
る
。
ま
た
意
識
的
に
は
、
仏
教
の
罪
の
思
い
が
深
刻
な
よ
う
で
あ

っ
て
も
、
意
識
下
の
主
体
的
心
情
で
は
、
む
し
ろ
「
物
の
あ
わ
れ
」
の
現
実
的

意
欲
が
生
動
し
て
い
て
、
仏
教
の
罪
の
思
い
は
強
い
力
と
な
っ
て
い
な
い
。
し

か
し
そ
れ
は
究
極
の
意
義
で
あ
っ
て
、
意
識
的
事
実
と
し
て
は
、
大
い
に
仏
教

の
罪
を
恐
れ
て
い
る
。

 
源
氏
は
北
山
で
僧
都
の
説
教
を
聞
い
て
、
「
わ
が
御
罪
（
藤
壼
と
の
密
通
の

罪
）
の
ほ
ど
怖
ろ
し
う
、
あ
ぢ
き
な
き
こ
と
に
心
を
し
め
て
、
生
け
る
限
り
こ

れ
を
思
ひ
な
や
む
べ
き
な
め
り
。
ま
し
て
後
の
世
い
み
じ
か
る
べ
き
を
、
お
ぼ

し
つ
づ
け
て
、
云
々
」
 
（
若
紫
）
と
、
罪
を
恐
れ
る
よ
う
で
は
あ
る
が
、
実
は
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こ
れ
は
こ
の
場
で
の
感
傷
で
あ
っ
て
、
す
ぐ
昼
間
見
た
若
い
紫
上
の
こ
と
が
気

に
な
っ
て
、
そ
の
素
性
を
問
う
。
そ
れ
に
し
て
も
こ
の
時
十
八
才
の
若
い
源
氏

で
は
あ
る
が
、
早
く
も
倫
理
的
な
罪
の
思
い
も
、
仏
教
の
罪
の
思
い
も
懐
い
て

お
り
、
こ
の
後
の
罪
の
意
識
の
基
本
線
が
引
か
れ
て
い
る
。
須
磨
へ
の
退
転
を

余
儀
な
く
さ
れ
て
、
政
治
的
な
無
実
を
再
三
再
四
主
張
し
な
が
ら
、
な
お
か
つ

罪
を
失
わ
う
と
精
進
す
る
が
、
そ
れ
は
こ
の
罪
の
思
い
を
意
味
す
る
で
あ
ろ

う
。
藤
壼
が
死
ん
だ
後
で
は
、
「
恐
ろ
し
う
罪
深
き
か
た
」
 
（
薄
雲
）
で
、
思

慮
の
足
り
な
い
過
ち
で
あ
っ
た
と
反
省
し
て
い
る
。
後
年
正
妻
女
三
宮
に
柏
木

が
通
じ
て
、
薫
が
生
れ
る
に
及
ん
で
、
 
「
思
へ
ば
、
そ
の
世
の
こ
と
こ
そ
は

（
藤
壼
と
の
こ
と
）
、
い
と
怖
ろ
し
く
、
あ
る
ま
じ
き
過
ち
な
り
け
れ
」
 
（
若

菜
下
）
と
思
う
が
、
そ
れ
で
も
憤
り
と
悩
み
は
如
何
と
も
す
る
こ
と
が
で
き
ず

こ
れ
を
順
現
業
の
苦
報
と
思
っ
て
、
後
世
の
罪
も
軽
く
な
る
だ
ろ
う
と
、
み
ず

か
ら
慰
め
る
。
 
「
あ
る
ま
じ
き
過
ち
」
に
は
、
現
世
倫
理
の
罪
の
思
い
が
あ
る

が
、
そ
れ
は
同
時
に
仏
道
の
罪
で
も
あ
っ
て
、
順
現
業
の
苦
報
を
思
う
の
で
あ

る
。 

源
氏
は
意
識
的
に
は
倫
理
的
な
罪
、
ま
た
仏
教
の
罪
の
思
い
を
深
く
し
て
い

る
が
、
そ
れ
は
心
の
底
深
く
、
そ
の
心
魂
ま
で
徹
し
た
も
の
で
は
な
い
。
こ
れ

と
対
立
す
る
「
物
の
あ
わ
れ
」
の
人
間
的
意
欲
が
、
．
無
意
識
の
う
ち
に
生
動
し

て
、
そ
の
心
魂
を
動
か
し
て
い
る
。
父
帝
の
后
妃
を
犯
し
て
生
ま
せ
た
不
義
の

子
の
秘
密
保
持
に
努
め
、
秘
密
の
ま
ま
で
天
皇
に
な
っ
た
こ
と
を
喜
び
、
ま
た

そ
れ
に
よ
っ
て
準
太
上
天
皇
の
殊
遇
を
受
け
て
喜
ぶ
な
ど
、
到
底
仏
教
の
厳
し

い
罪
業
観
に
徹
し
て
い
る
と
は
い
え
な
い
。
三
十
二
歳
の
時
「
古
の
す
き
は
思

ひ
や
り
少
き
程
の
過
ち
に
て
、
仏
神
も
許
し
給
ひ
け
む
」
 
（
薄
雲
）
と
思
う
の

は
、
自
己
を
甘
や
か
す
こ
と
甚
だ
し
い
。
か
り
に
そ
の
「
す
き
」
は
若
さ
の
過

ち
と
し
て
も
、
思
慮
分
別
も
十
分
出
来
た
後
で
、
不
義
の
子
を
擁
立
し
て
、
栄

花
を
図
る
に
至
っ
て
は
、
決
し
て
「
思
ひ
や
り
少
き
程
の
過
ち
」
で
す
ま
さ

れ
る
こ
と
で
は
な
い
。
過
ち
の
責
任
を
と
ら
ず
、
そ
の
結
果
を
喜
ん
で
い
る
の

は
、
真
の
過
ち
の
自
覚
に
徹
し
な
い
も
の
で
あ
る
。
既
に
順
現
業
で
後
世
の
罪

の
軽
減
を
思
っ
て
か
、
出
家
を
前
に
し
た
心
境
に
も
、
こ
の
密
通
に
対
す
る
罪

障
消
滅
の
思
い
は
少
し
も
な
く
、
専
ら
紫
上
を
失
っ
た
無
常
の
思
い
に
ひ
た
っ

て
い
る
。

 
藤
壷
も
源
氏
と
同
罪
で
あ
る
。
不
義
の
子
を
秘
密
の
ま
ま
に
帝
位
に
つ
け
た

く
、
秘
密
の
暴
露
を
お
そ
れ
て
、
源
氏
を
遠
ぎ
け
る
た
め
出
家
す
る
が
、
そ
の

出
家
は
罪
業
に
対
す
る
自
責
を
動
機
と
は
せ
ず
、
わ
が
子
の
安
泰
を
第
一
義
と

し
て
い
る
。
秘
密
を
負
う
わ
が
子
の
上
に
思
い
が
と
ど
ま
っ
て
、
死
後
も
迷
え

る
魂
と
な
り
、
自
分
を
苦
し
め
た
と
、
源
氏
を
恨
ん
で
い
る
。
藤
壼
は
早
く
出

家
し
、
源
氏
も
時
に
罪
を
思
い
、
晩
年
出
家
の
心
境
と
な
る
が
、
二
人
と
も
決

し
て
仏
教
の
罪
業
の
思
い
に
、
深
く
徹
し
て
い
る
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
「

物
の
あ
わ
れ
」
の
心
情
に
生
き
て
い
る
。

 
藤
壼
も
源
氏
も
意
識
的
に
は
深
く
仏
教
の
罪
を
思
う
が
、
意
識
下
の
意
欲
が

力
強
く
生
動
し
て
、
そ
の
思
い
を
拒
ん
で
い
る
。
わ
が
子
わ
が
身
の
上
を
念
と

す
る
人
間
的
「
あ
わ
れ
」
の
上
に
生
き
て
お
り
、
仏
道
の
峻
厳
な
罪
の
意
識
に

生
き
て
は
い
な
い
。
二
人
と
も
も
と
ノ
～
「
物
の
あ
わ
れ
」
に
生
き
る
人
間
と

し
て
、
造
型
さ
れ
て
お
り
、
深
い
罪
の
思
い
な
ど
に
、
徹
し
得
る
人
間
で
は
な

い
。
も
し
そ
の
思
い
に
徹
し
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
鋭
く
深
い
知
性
、
厳
し
い

道
義
の
念
、
強
い
意
志
を
持
つ
人
間
と
な
ら
ね
ば
な
ら
ず
、
そ
れ
は
も
早
や
藤

壼
で
も
源
氏
で
も
あ
り
得
な
い
。
ま
た
そ
れ
は
こ
の
物
語
が
庶
幾
す
る
人
間
像

で
は
な
い
。
こ
の
物
語
の
「
物
の
あ
わ
れ
」
に
生
き
る
人
間
で
あ
る
限
り
、
峻
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烈
な
罪
業
の
苛
責
に
苦
悩
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
源
氏
や
藤
壼
の
よ
う
に
、
観

念
的
に
は
罪
を
思
っ
て
も
、
主
体
的
な
心
情
は
そ
れ
に
従
わ
ず
、
人
間
的
な
「

あ
わ
れ
」
の
心
情
が
主
動
的
と
な
る
。
こ
の
物
語
で
最
も
深
刻
な
密
通
の
罪
で

さ
え
も
、
根
元
に
こ
の
よ
う
な
限
界
が
あ
っ
て
、
決
し
て
深
く
は
撤
し
な
い
の

で
あ
る
。

 
密
通
の
罪
の
意
識
は
源
氏
や
藤
里
に
よ
っ
て
、
こ
の
物
語
の
基
本
路
線
が
示

さ
れ
て
い
る
が
、
柏
木
と
浮
舟
と
の
場
合
は
か
な
り
違
っ
て
い
る
。
柏
木
は
秘

密
を
源
氏
に
知
ら
れ
て
、
源
氏
を
揮
り
恐
れ
る
思
い
が
強
く
、
も
は
や
宮
廷
へ

の
出
仕
も
で
き
な
い
身
と
な
っ
た
と
、
苦
し
み
悩
ん
で
、
死
を
望
ん
で
つ
い
に

死
ぬ
る
。
そ
の
心
境
は
罪
に
対
す
る
深
い
反
省
と
い
う
よ
り
は
、
源
氏
の
権
威

を
冒
し
た
こ
と
に
対
す
る
恐
れ
で
あ
り
、
憎
伏
で
あ
る
。
帝
王
の
后
妃
を
犯
す

ほ
ど
、
 
「
し
か
い
ち
じ
る
き
罪
に
は
当
ら
ず
と
も
、
こ
の
院
（
源
氏
）
に
目
を

そ
ば
め
ら
れ
奉
ら
む
こ
と
は
、
い
と
怖
ろ
し
く
、
恥
か
し
く
覚
ゆ
」
 
（
若
菜

下
）
と
言
い
、
ま
た
「
さ
し
て
重
き
罪
に
は
当
る
べ
き
な
ら
ね
ど
、
身
の
い
た

づ
ら
に
な
り
ぬ
る
心
地
す
れ
ば
、
さ
れ
ば
よ
と
、
か
つ
は
わ
が
心
も
い
と
つ
ら

く
覚
ゆ
」
 
（
全
上
）
と
い
う
。
こ
れ
は
罪
そ
の
も
の
に
対
し
て
自
責
・
悔
恨
し

て
い
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
こ
と
か
ら
く
る
身
の
窮
追
を
悲
し
む
の
で
あ
る
。

こ
の
後
試
楽
の
夜
、
源
氏
に
皮
肉
な
当
て
こ
す
ゆ
を
い
わ
れ
て
、
い
よ
／
＼
出

仕
も
で
き
な
い
と
思
っ
て
死
を
期
す
る
。
柏
木
は
密
通
は
自
分
が
引
き
お
こ
し

た
こ
と
で
馬
誰
を
恨
む
べ
き
で
も
な
い
と
い
う
責
任
を
（
但
し
こ
れ
も
前
世
の

因
縁
だ
ろ
う
と
は
思
う
が
）
自
覚
し
、
源
氏
の
よ
う
に
若
気
の
過
ち
な
ど
と
、

良
己
弁
護
は
し
な
い
。
そ
し
て
そ
の
罪
は
さ
ま
で
重
い
も
の
と
は
思
わ
な
い
。

そ
れ
は
死
ん
で
償
わ
ね
ば
な
ら
な
い
ほ
ど
の
も
の
で
は
な
い
が
、
源
氏
に
対
す

る
恐
れ
の
た
め
、
身
の
窮
追
を
感
じ
、
源
氏
に
対
す
る
罪
は
死
に
よ
っ
て
清
算

源
氏
物
語
の
倫
理
思
想
ロ
レ
罪
の
意
識
を
中
心
と
し
て
一

さ
れ
る
と
思
っ
て
い
る
。
死
後
の
罪
障
の
思
い
な
ど
は
な
く
、
死
ぬ
ま
で
女
三

宮
へ
の
愛
執
を
す
て
ず
、
極
め
て
現
実
的
な
人
間
と
な
っ
て
い
る
。
柏
木
は
あ

く
ま
で
地
上
の
人
で
あ
り
、
密
通
の
罪
も
現
実
的
に
受
け
と
め
る
だ
け
で
、
源

氏
の
よ
う
な
精
神
的
な
深
さ
、
豊
か
さ
は
な
い
。
源
氏
に
比
べ
て
こ
の
人
間
的

な
未
熟
さ
が
、
却
っ
て
心
情
を
素
純
に
し
、
思
い
を
一
徹
に
し
て
死
ん
だ
の
で

あ
り
、
結
果
的
に
は
密
通
の
責
任
を
、
最
も
重
く
受
取
っ
た
こ
と
と
な
る
。
女

三
宮
も
柏
木
同
様
に
源
氏
を
恐
れ
る
思
い
が
強
く
て
出
家
す
る
が
、
そ
の
心
境

は
精
し
く
は
描
い
て
な
い
。

 
浮
舟
が
匂
宮
に
対
し
て
、
多
少
と
も
心
を
傾
け
て
い
た
時
は
、
浮
薄
で
あ
だ

め
い
た
女
の
さ
ま
で
あ
っ
た
が
、
薫
と
匂
宮
と
の
間
に
は
さ
ま
れ
て
身
の
処
置

に
窮
し
、
投
身
自
殺
を
図
っ
て
助
け
ら
れ
て
か
ら
は
、
人
柄
が
一
変
す
る
。
強

い
現
世
離
脱
の
念
を
懐
き
つ
づ
け
、
「
限
り
な
く
．
憂
き
身
な
り
け
り
と
、
見
果

て
し
命
さ
へ
、
あ
さ
ま
し
う
長
く
て
、
い
か
な
る
さ
ま
に
さ
す
ら
ふ
べ
き
な

ら
む
。
ひ
た
ぶ
る
に
無
き
も
の
と
、
人
に
見
聞
き
捨
て
ら
れ
て
も
、
や
み
な
ば

や
」
（
手
習
）
と
思
う
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
身
の
上
と
な
っ
た
の
も
、
匂
宮
の

た
め
で
あ
る
か
ら
、
「
思
ひ
も
て
ゆ
け
ば
、
宮
を
す
こ
し
も
あ
は
れ
と
思
ひ
聞

え
け
む
心
ぞ
、
い
と
け
し
か
ら
ぬ
」
 
（
全
上
）
と
、
自
分
を
責
め
る
と
共
に
宮

は
う
と
ま
し
く
、
薫
は
好
ま
し
く
、
か
つ
恥
ず
か
し
く
思
う
。
助
け
て
く
れ
た

横
川
の
僧
都
の
妹
尼
の
心
に
背
い
て
、
そ
の
留
守
に
た
ま
く
訪
れ
た
僧
都

に
、
泣
い
て
必
死
に
訴
え
て
、
つ
い
に
出
家
さ
せ
て
も
ら
い
、
漸
く
晴
れ
み
＼

し
た
気
持
に
な
る
。
そ
し
て
「
思
ひ
も
寄
ら
ず
、
あ
さ
ま
し
き
こ
と
も
あ
り
し

身
な
れ
ば
、
い
と
う
と
ま
し
。
す
べ
て
朽
木
な
ど
の
や
う
に
て
、
人
に
見
捨
て

ら
れ
て
や
み
な
む
」
 
（
御
上
）
と
思
う
。
後
に
薫
と
の
関
係
を
知
っ
た
僧
都
か

ら
、
還
俗
を
す
す
め
る
消
息
が
来
、
薫
か
ら
も
消
息
が
来
る
が
、
「
頑
な
し
い
態
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度
を
示
し
て
、
応
じ
よ
う
と
も
し
な
い
ま
ま
で
、
物
語
は
終
っ
て
い
る
。
浮
舟

は
密
通
の
こ
と
を
（
自
分
の
心
と
匂
宮
と
を
）
心
底
か
ら
嫌
悪
し
て
お
り
、
そ

の
罪
を
犯
し
た
現
世
に
生
き
る
心
が
な
い
。
そ
の
出
家
も
来
世
を
思
う
欣
求
浄

土
の
思
い
か
ら
で
は
な
く
、
現
世
厭
離
の
思
い
か
ら
で
あ
る
。

 
浮
毎
の
現
世
厭
離
の
思
い
を
強
く
し
た
の
は
、
源
氏
や
柏
木
が
密
通
の
相
手

に
、
い
つ
ま
で
も
愛
着
の
念
を
持
ち
つ
づ
け
た
の
と
違
い
、
相
手
を
嫌
っ
て
い

る
こ
と
、
薫
と
い
う
身
分
違
い
の
高
貴
な
人
の
愛
入
と
し
て
囲
ま
わ
れ
て
い

て
、
過
失
を
犯
し
た
こ
と
、
ま
だ
宮
廷
の
汚
濁
弛
緩
し
た
風
儀
に
な
じ
ま
な
い

田
舎
育
ち
の
純
良
さ
が
あ
っ
て
、
密
通
に
対
し
て
潔
癖
で
あ
り
得
た
こ
と
（
朧

月
夜
が
朱
雀
院
の
妃
で
、
源
氏
に
心
を
通
わ
し
た
こ
と
と
対
比
し
て
）
な
ど
に

よ
る
で
あ
ろ
う
。
浮
舟
は
明
ら
か
に
、
源
氏
よ
り
も
柏
木
よ
り
も
密
通
の
罪
で

自
己
を
責
め
て
い
る
。
源
氏
の
責
任
感
は
甘
く
、
柏
木
は
責
任
を
と
っ
て
死
ぬ

る
よ
う
で
も
、
相
手
に
愛
執
の
念
を
懐
い
て
い
て
、
心
で
は
密
通
を
捨
て
て
い

な
い
。
二
人
の
罪
の
思
い
は
、
「
物
の
あ
わ
れ
」
に
引
か
れ
て
い
て
、
峻
厳
さ

が
な
い
。
浮
舟
に
至
っ
て
、
匂
宮
は
勿
論
の
こ
と
、
薫
の
愛
情
も
振
切
る
さ
ま

で
あ
り
、
「
あ
わ
れ
」
を
放
下
し
て
、
罪
を
厳
し
く
受
け
と
め
て
い
る
。
そ
の

心
は
現
世
的
な
人
間
の
「
あ
わ
れ
」
を
否
定
す
る
も
の
で
あ
り
、
源
氏
や
柏
木

と
は
次
元
が
違
う
。
こ
の
物
語
の
罪
の
意
識
は
浮
舟
に
至
っ
て
、
最
も
深
め
ら

れ
た
も
の
と
い
え
る
が
、
そ
れ
だ
け
人
間
の
「
あ
わ
れ
」
を
否
定
す
る
非
情
の

人
と
な
っ
て
い
る
。
源
氏
の
密
通
の
罪
の
思
い
は
、
極
言
す
れ
ば
仏
教
の
罪
の

観
念
に
遊
ん
で
い
る
が
、
浮
舟
は
真
剣
に
そ
れ
に
寄
り
か
か
っ
て
い
る
。
そ
れ

は
「
物
の
あ
わ
れ
」
の
心
か
ら
、
そ
れ
を
否
定
す
る
非
情
の
心
へ
の
進
展
で
あ

り
、
こ
の
進
展
に
よ
っ
て
、
罪
の
意
識
の
深
化
が
可
能
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

 
以
上
で
こ
の
物
語
の
罪
の
意
識
を
概
観
し
た
。
仏
教
の
罪
の
観
念
は
倫
理
的

な
罪
に
大
き
な
力
を
及
ぼ
し
、
物
語
の
罪
の
意
識
を
領
導
し
て
い
る
さ
ま
で
あ

る
が
、
そ
れ
は
意
識
上
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
行
為
者
の
主
体
的
心
情
は
無
意
識

の
申
に
、
「
物
の
あ
わ
れ
」
の
心
情
で
動
か
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
心
情
は
お
の

ず
か
ら
心
こ
ま
や
か
な
思
い
を
発
達
さ
せ
て
、
極
め
て
軽
微
な
罪
ま
で
も
意
識

さ
せ
た
。
ま
た
人
間
自
然
の
心
情
を
尚
ぶ
こ
と
か
ら
、
 
「
す
き
み
＼
し
き
罪
」

を
過
ち
と
し
て
、
深
く
は
轡
め
な
い
ば
か
り
か
、
多
分
に
同
情
的
で
さ
え
も
あ

っ
た
。
重
大
な
密
通
の
罪
で
は
、
さ
す
が
に
罪
の
思
い
を
深
く
す
る
よ
う
で
あ

る
が
、
そ
れ
で
も
究
極
に
お
い
て
は
、
「
物
の
あ
わ
れ
」
の
心
情
で
妨
げ
ら

れ
て
、
徹
底
せ
ず
、
僅
か
に
浮
舟
に
お
い
て
「
物
の
あ
わ
れ
」
否
定
の
上
に
、

そ
の
思
い
の
厳
し
さ
が
み
ら
れ
る
だ
け
で
あ
る
。
全
般
的
に
い
っ
て
、
仏
教
の

罪
の
意
識
は
詳
密
深
奥
で
は
あ
っ
て
も
、
観
念
的
で
あ
り
、
内
面
的
な
「
物
の

あ
わ
れ
」
の
心
情
の
力
強
さ
に
は
及
ば
ず
、
そ
の
こ
と
か
ら
、
こ
の
物
語
の
罪

の
意
識
の
特
質
が
生
れ
た
の
で
あ
る
。

（36）


