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で
き
る
表
現
だ
か
ら
で
あ
る
。「
に
げ
な
し
」
と
い
う
表
現
は
、

作
中
人
物
の
認
識
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
を
読
み
解
く
キ

ー
ワ
ー
ド
と
な
る
。

　

平
安
時
代
の
仮
名
文
学
17
作）

1
（

に
は
形
容
詞
「
に
げ
な
し
」
が
52

例
あ
り
、
そ
の
う
ち
『
源
氏
物
語
』
が
42
例
を
占
め
る
。
残
り
は

『
蜻
蛉
日
記
』
3
例
、『
狭
衣
物
語
』
3
例
、『
平
中
物
語
』
2
例
、

『
伊
勢
物
語
』
1
例
、『
枕
草
子
』
の
章
段
名
が
1
例
と
な
る
。

『
源
氏
物
語
』
が
長
編
で
あ
る
と
は
い
え
、
他
の
作
品
と
比
べ
て

形
容
詞
「
に
げ
な
し
」
の
用
例
の
大
半
を
占
め
て
い
る
。「
に
げ

な
し
」
の
使
用
状
況
と
表
現
主
体
を
確
認
す
る
こ
と
で
、「
に
げ

な
し
」
と
い
う
言
葉
の
仕
組
み
や
そ
の
表
現
価
値
が
明
ら
か
に
な

る
だ
け
で
な
く
、『
源
氏
物
語
』
の
表
現
の
問
題
や
人
物
造
型
に

関
わ
る
問
題
へ
と
つ
な
が
っ
て
い
く
。
形
容
詞
「
に
げ
な
し
」
と

そ
こ
か
ら
展
開
さ
れ
る
表
現
を
分
析
し
、
そ
の
性
質
を
確
定
し
、

「
に
げ
な
し
」
か
ら
『
源
氏
物
語
』
の
表
現
機
構
を
明
ら
か
に
す
る
。

一　

は
じ
め
に

　

古
典
に
お
け
る
不
調
和
・
不
相
応
と
い
う
マ
イ
ナ
ス
評
価
を
表

現
す
る
形
容
詞
「
に
げ
な
し
」
は
、
ど
の
よ
う
な
場
に
お
い
て
ど

の
よ
う
な
基
準
で
判
断
さ
れ
る
も
の
な
の
か
。
評
価
の
形
容
詞
か

ら
は
、
評
価
主
体
が
自
己
や
他
者
を
ど
の
よ
う
に
見
て
い
る
の
か

と
い
う
こ
と
が
見
て
取
れ
る
。
そ
の
評
価
が
何
に
則
し
た
評
価
で

あ
る
の
か
。
評
価
の
形
容
詞
を
見
て
い
く
こ
と
で
、
そ
の
世
界
の

内
的
論
理
が
見
え
て
く
る
。
評
価
の
形
容
詞
を
通
し
て
、
人
物
た

ち
が
、
ど
の
よ
う
な
基
準
を
持
っ
て
、
ど
の
よ
う
な
認
識
を
持
っ

て
い
る
の
か
を
探
っ
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
。
不
調
和
の
表
現
の

ひ
と
つ
で
あ
る
形
容
詞
「
に
げ
な
し
」
が
重
要
で
あ
る
理
由
は
、

後
に
分
析
す
る
よ
う
に
「
に
げ
な
し
」
が
単
に
事
実
と
し
て
不
調

和
を
伝
え
る
表
現
で
は
な
く
、
不
調
和
を
感
じ
て
い
る
表
現
主
体

の
認
識
が
人
間
関
係
を
ど
の
よ
う
に
切
り
結
ん
で
い
る
か
を
理
解

形
容
詞
「
に
げ
な
し
」
考 

　

―
　

『
源
氏
物
語
』
に
お
け
る
社
会
通
念
と
源
典
侍
の
自
己
認
識
を
中
心
に
　

―
　

小
原
み
と
希
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〈
表
1
〉形
容
詞
「
に
げ
な
し
」（
52
例
）に
お
け
る
心
内
文
と
会
話
文
の
出
現
率

心
内
文
34
例（
65
％
）

会
話
文
11
例（
21
％
）

総
計
45
例（
87
％
）

〈
表
2
〉『
源
氏
物
語
』
内
の
形
容
詞
「
に
げ
な
し
」（
42
例
）に
お
け
る
心
内
文
と
会

話
文
の
出
現
率

心
内
文
30
例（
71
％
）

会
話
文
9
例（
21
％
）

総
計
39
例（
93
％
）

　
「
に
げ
な
し
」
は
会
話
文
よ
り
も
心
内
文
に
出
現
傾
向
が
あ
る
。

「
に
げ
な
し
」
は
主
に
心
内
文
に
用
い
ら
れ
る
言
葉
で
あ
り
、
他

者
に
表
出
さ
れ
る
言
葉
で
は
な
い
。『
源
氏
物
語
』
に
お
い
て
は
、

そ
の
傾
向
が
顕
著
と
な
る
。

　
「
に
げ
な
し
」
は
特
定
の
評
価
主
体
を
必
要
と
す
る
。
評
価
主

体
は
、
人
物
と
人
物
、
あ
る
い
は
人
物
と
事
物
の
取
り
合
わ
せ
を

似
つ
か
わ
し
く
な
い
と
評
価
す
る
。「
に
げ
な
し
」
は
主
に
不
調

和
・
不
相
応
を
表
す
が
、「
に
げ
な
か
ら
ぬ
御
ほ
ど
ぞ
か
し
」〈
蜻

蛉
巻　

二
五
三
頁
〉、「
に
げ
な
か
ら
ず
」〈
横
笛
巻　

三
四
九
頁
〉

な
ど
の
打
消
の
助
動
詞
を
伴
う
こ
と
で
調
和
を
表
す
こ
と
も
あ
る
。

調
和
を
示
す
表
現
は
10
例（
19
％
）に
留
ま
っ
て
い
る
。

　

同
じ
表
現
方
法
と
し
て
は
「
つ
き
な
か
ら
ず
」〈
帚
木
巻　

七
六

頁
〉、「
つ
き
な
か
ら
ぬ
若
人
」〈
蛍
巻　

二
一
〇
頁
〉な
ど
不
調
和

を
示
す
形
容
詞
を
否
定
す
る
こ
と
で
調
和
を
示
す
例
や
、
反
対
に

女
、

変
ら
じ
と
契
り
し
こ
と
を
た
の
み
に
て
松
の
ひ
び
き
に
音
を

そ
へ
し
か
な

と
聞
こ
え
か
は
し
た
る
も
似
げ
な
か
ら
ぬ
こ
そ
は
、
身
に
余

り
た
る
あ
り
さ
ま
な
め
れ
。

 

『
源
氏
物
語
』
松
風
巻　

四
一
四
頁

　

こ
こ
で
、
語
り
手
は
光
源
氏
と
恋
愛
関
係
を
結
ぶ
相
手
と
し
て

明
石
の
君
を
不
似
合
い
で
は
な
い
と
評
価
し
た
う
え
で
、
そ
の

「
身
に
余
」
る
幸
せ
で
あ
ろ
う
と
判
断
し
て
い
る
。「
な
め
り
」
は

断
定
の
助
動
詞
「
な
り
」
の
撥
音
便
の
無
表
記
と
推
定
の
助
動
詞

「
め
り
」
で
、
ど
ち
ら
も
話
者
の
判
断
を
示
す
助
動
詞
で
あ
）
3
（

る
。

係
り
結
び
の
「
こ
そ
」
も
、
話
者
独
自
の
見
解
を
伝
え
る
と
い
う

性
質
を
も
つ
係
助
詞
で
あ
る
。
形
容
詞
「
に
げ
な
し
」
は
地
の
文

に
お
い
て
も
特
定
の
話
者
を
必
要
と
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
こ
れ

は
「
に
げ
な
し
」
固
有
の
性
質
と
い
う
よ
り
は
、
評
価
の
形
容
詞

全
般
に
言
え
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
評
価
の
形
容
詞
か
ら
は
視
点
人

物
と
し
て
の
語
り
手
の
存
在
を
探
る
こ
と
も
で
き
る
が
、
本
稿
で

は
「
に
げ
な
し
」
独
自
の
性
質
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
物
語

上
で
焦
点
化
さ
れ
る
登
場
人
物
に
限
定
し
、
描
か
れ
て
い
る
人
物

の
性
質
も
鑑
み
な
が
ら
、
論
を
す
す
め
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

　

改
め
て
確
認
す
る
と
、
形
容
詞
「
に
げ
な
し
」（
52
例
）に
お
け

る
心
内
文
と
会
話
文
の
出
現
率
は
次
の
よ
う
に
な
る
。

　

特
に
注
目
さ
れ
る
の
は
、
光
源
氏
か
ら
「
に
げ
な
し
」
と
評
価

さ
れ
な
が
ら
も
光
源
氏
と
関
係
を
結
ぶ
好
色
な
老
女
・
源
典
侍
で

あ
る
。
源
典
侍
の
よ
う
偏
奇
な
人
物
造
型
を
形
成
す
る
方
法
か
ら

は
、
そ
れ
と
対
照
を
な
す
人
物
造
型
が
照
ら
し
返
さ
れ
る
。「
に

げ
な
し
」
か
ら
人
物
造
型
を
見
る
こ
と
で
、『
源
氏
物
語
』
が
何

を
描
こ
う
と
し
た
の
か
、
そ
し
て
『
源
氏
物
語
』
を
形
成
し
た
内

的
論
理
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
の
か
が
見
え
て
く
る
。
結
論

か
ら
言
え
ば
そ
れ
は
平
安
の
仮
名
文
学
作
品
を
貫
く
論
理
で
あ
る

と
考
え
る
。

　

以
下
、
用
例
は
す
べ
て
『
新
編　

日
本
古
典
文
学
全
集
』（
小
学

館
）か
ら
引
用
し
、
必
要
に
応
じ
て
私
に〔　

〕で
補
足
し
た
。

二　
「
に
げ
な
し
」
の
傾
向

　

形
容
詞
「
に
げ
な
し
」
の
出
現
は
、
52
例
中
、
心
内
文
で
34
例

（
65
％
）、
会
話
文
で
11
例（
21
％
）と
偏
り
が
見
ら
れ
）
2
（

る
。
心
内
文

や
会
話
文
の
出
現
率
が
高
い
の
は
、「
に
げ
な
し
」
が
事
物
の
様

子
を
表
す
形
容
詞
で
は
な
く
、
事
物
を
評
価
す
る
形
容
詞
だ
か
ら

で
あ
る
。

　

な
お
、
地
の
文
に
お
い
て
表
現
さ
れ
る
場
合
は
、
語
り
手
に
よ

る
評
価
が
挿
入
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

契
り
し
に
変
ら
ぬ
こ
と
の
し
ら
べ
に
て
絶
え
ぬ
心
の
ほ
ど
は

知
り
き
や



― 3 ―

「
似
つ
か
は
し
か
ら
ぬ
扇
」〈
紅
葉
賀
巻　

三
三
七
頁
〉、「
似
つ
か

は
し
か
ら
ぬ
袖
の
香
」〈
橋
姫
巻　

一
五
二
頁
〉な
ど
調
和
を
表
す

形
容
詞
を
否
定
す
る
こ
と
で
不
調
和
を
示
す
例
が
挙
げ
ら
れ
る
。

　
「
に
げ
な
し
」
で
は
主
に
Ａ
と
Ｂ
の
取
り
合
わ
せ
を
考
え
、
そ

の
際
に
は
、
Ａ
と
い
う
物
事
を
中
心
に
年
齢
や
社
会
関
係
な
ど
何

ら
か
の
基
準
か
ら
ず
れ
た
Ｂ
に
対
し
て
生
ま
れ
る
マ
イ
ナ
ス
の
評

価
を
表
現
し
て
い
る
。
こ
の
際
、
評
価
対
象
は
Ｂ
と
な
り
、
Ａ
に

対
し
て
Ｂ
が
似
つ
か
わ
し
く
な
い
と
表
現
さ
れ
）
4
（

る
。

　

使
用
さ
れ
る
場
面
を
み
る
と
、
恋
愛
の
場
で
の
使
用
が
36
例

（
69
％
）と
圧
倒
的
に
多
）
5
（
い
。

　

ま
た
、「
に
げ
な
し
」
は
、
恋
愛
の
場
で
年
齢
を
問
題
と
す
る

例
が
16
例（
44
％
）と
も
っ
と
も
多
い
。
関
係
そ
の
も
の
を
問
題
と

す
る
例
が
10
例（
28
％
）、
ま
た
身
分
を
問
題
と
す
る
も
の
が
5
例

（
14
％
）、
禁
忌
を
問
題
と
す
る
も
の
が
4
例（
11
％
）で
あ
る
。
そ

の
他
に
、
美
質
や
精
神
性
に
言
及
す
る
も
の
が
2
、
3
例
見
ら
れ

た
。「
に
げ
な
し
」
は
主
に
恋
愛
の
場
に
お
い
て
年
齢
を
問
題
に

す
る
傾
向
が
あ
る
と
言
え
る
。

〈
表
3
〉「
に
げ
な
し
」
の
36
例（
全
体
の
69
％
）あ
る
恋
愛
に
関
す
る
用
例
に
お
け
る

尺
度

年
齢
16
例（
44
％
）
関
係
10
例（
28
％
）
身
分
5
例（
14
％
）
禁
忌
4
例（
11
％
）

　
「
に
げ
な
し
」
が
恋
愛
に
お
け
る
使
用
頻
度
の
高
い
形
容
詞
で

〈
表
1
〉形
容
詞
「
に
げ
な
し
」（
52
例
）に
お
け
る
心
内
文
と
会
話
文
の
出
現
率

心
内
文
34
例（
65
％
）

会
話
文
11
例（
21
％
）

総
計
45
例（
87
％
）

〈
表
2
〉『
源
氏
物
語
』
内
の
形
容
詞
「
に
げ
な
し
」（
42
例
）に
お
け
る
心
内
文
と
会

話
文
の
出
現
率

心
内
文
30
例（
71
％
）

会
話
文
9
例（
21
％
）

総
計
39
例（
93
％
）

　
「
に
げ
な
し
」
は
会
話
文
よ
り
も
心
内
文
に
出
現
傾
向
が
あ
る
。

「
に
げ
な
し
」
は
主
に
心
内
文
に
用
い
ら
れ
る
言
葉
で
あ
り
、
他

者
に
表
出
さ
れ
る
言
葉
で
は
な
い
。『
源
氏
物
語
』
に
お
い
て
は
、

そ
の
傾
向
が
顕
著
と
な
る
。

　
「
に
げ
な
し
」
は
特
定
の
評
価
主
体
を
必
要
と
す
る
。
評
価
主

体
は
、
人
物
と
人
物
、
あ
る
い
は
人
物
と
事
物
の
取
り
合
わ
せ
を

似
つ
か
わ
し
く
な
い
と
評
価
す
る
。「
に
げ
な
し
」
は
主
に
不
調

和
・
不
相
応
を
表
す
が
、「
に
げ
な
か
ら
ぬ
御
ほ
ど
ぞ
か
し
」〈
蜻

蛉
巻　

二
五
三
頁
〉、「
に
げ
な
か
ら
ず
」〈
横
笛
巻　

三
四
九
頁
〉

な
ど
の
打
消
の
助
動
詞
を
伴
う
こ
と
で
調
和
を
表
す
こ
と
も
あ
る
。

調
和
を
示
す
表
現
は
10
例（
19
％
）に
留
ま
っ
て
い
る
。

　

同
じ
表
現
方
法
と
し
て
は
「
つ
き
な
か
ら
ず
」〈
帚
木
巻　

七
六

頁
〉、「
つ
き
な
か
ら
ぬ
若
人
」〈
蛍
巻　

二
一
〇
頁
〉な
ど
不
調
和

を
示
す
形
容
詞
を
否
定
す
る
こ
と
で
調
和
を
示
す
例
や
、
反
対
に
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差
が
出
る
。
調
和
を
表
す
評
価
の
形
容
詞
で
比
較
す
る
と
、
さ
ら

に
数
値
に
開
き
が
出
る
。「
ふ
さ
わ
し
い
」
の
意
の
「
つ
き
づ
き

し
」
で
は
3
／
43
例（
7
％
）、「
似
つ
か
わ
し
い
」
の
意
の
「
似

つ
か
は
し
」
で
は
4
／
20
例（
20
％
）と
な
る
。

〈
表
4
〉調
和
／
不
調
和
を
評
価
す
る
形
容
詞
の
恋
愛
の
場
に
お
け
る
使
用

に
げ
な
し

35
／
50
例

（
70
％
）

つ
き
な
し

9
／
38
例

（
24
％
）

似
つ
か
は
し

4
／
20
例

（
20
％
）

つ
き
づ
き
し

3
／
43
例

（
7
％
）

（
1
）「
似
つ
か
は
し
」
に
つ
い
て

　
「
似
つ
か
は
し
」
は
、
人
物
を
評
価
す
る
例
は
20
例
中
14
例（
70

％
）で
あ
る
。
評
価
対
象
の
人
物
の
性
質
か
ら
考
え
、
そ
の
持
ち

物
や
言
動
が
、
そ
の
性
質
に
一
致
す
る
場
合
、「
似
つ
か
は
し
」

と
表
現
さ
れ
る
。

女
の
童
の
い
へ
る

　

立
て
ば
立
つ
ゐ
れ
ば
ま
た
ゐ
る
吹
く
風
と
波
と
は
思
ふ
ど

ち
に
や
あ
る
ら
む

い
ふ
か
ひ
な
き
者
の
い
へ
る
に
は
、
い
と
似
つ
か
は
し
。

 

『
土
佐
日
記
』　

三
〇
頁

こ
の
童
、
船
を
漕
ぐ
ま
に
ま
に
、
山
も
行
く
と
見
ゆ
る
を
見

あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
既
に
菊
一
恵
理
子
「『
似
げ
な
し
』
と

『
お
ほ
け
な
し
』

―
夕
霧
と
柏
木
の
恋
を
読
み
解
く
キ
ー
ワ
ー

ド
と
し
て
」（『
學
習
院
大
學
國
語
國
文
學
會
誌
』
四
六
号
、
二
〇

〇
三
年
）が
『
源
氏
物
語
』
内
の
「
に
げ
な
し
」
の
全
用
例
を
調

査
し
た
こ
と
で
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
た
め
、『
源
氏
物
語
』
に

お
け
る
全
用
例
の
確
認
は
改
め
て
行
わ
な
い
。
そ
の
か
わ
り
、
本

稿
で
は
同
じ
よ
う
に
調
和
／
不
調
和
を
評
価
す
る
形
容
詞
の
比
較

検
討
を
行
い
、「
に
げ
な
し
」
の
特
徴
を
明
ら
か
に
し
て
い
き
た

い
。

三　

比
較
検
討

　
「
に
げ
な
し
」
の
用
例
を
分
析
す
る
前
に
、
同
じ
調
和
／
不
調

和
を
評
価
す
る
形
容
詞
「
似
つ
か
は
し
」・「
つ
き
な
し
」・「
つ
き

づ
き
し
」
の
順
に
用
例
を
確
認
し
、
定
義
づ
け
を
行
う
。
比
較
検

討
に
よ
っ
て
調
和
／
不
調
和
の
形
容
詞
の
共
通
項
と
、「
に
げ
な

し
」
の
特
異
な
点
を
あ
ぶ
り
出
す
。
用
例
は
「
に
げ
な
し
」
と
同

範
囲
か
ら
抽
出
し
た
。

　
「
に
げ
な
し
」
は
、
調
和
／
不
調
和
を
評
価
す
る
形
容
詞
「
似

つ
か
は
し
」・「
つ
き
な
し
」・「
つ
き
づ
き
し
」
と
使
用
状
況
が
異

な
っ
て
い
る
。
恋
愛
の
場
に
お
け
る
使
用
の
割
合
は
、
同
じ
よ
う

に
「
ふ
さ
わ
し
く
な
い
」
と
不
調
和
を
表
す
評
価
の
形
容
詞
「
つ

き
な
し
」
と
比
較
し
て
み
る
と
、「
に
げ
な
し
」
35
／
50
例（
70

％
）、「
つ
き
な
し
」
9
／
38
例（
24
％
）と
数
値
の
上
で
明
ら
か
な
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か
な
と
見
た
ま
ひ
て
、

 

『
源
氏
物
語
』
紅
葉
賀
巻　

三
三
七
頁

〔
光
源
氏
と
源
内
侍
の
関
係
を
帝
は
〕似
つ
か
は
し
か
ら
ぬ
あ

は
ひ
か
な
と
、
い
と
を
か
し
う
思
さ
れ
て
、

 

同
書　

三
三
八
頁

と
な
り
、
評
価
対
象
の
人
物
が
高
齢
で
あ
る
こ
と
を
問
題
に
し
な

が
ら
も
、
否
定
的
な
内
容
を
伝
え
る
意
図
は
な
い
。
見
た
ま
ま
の

評
価
を
叙
述
し
た
表
現
で
あ
り
、
話
者
の
感
情
に
根
差
し
た
表
現

と
は
言
え
な
い
。

宿
直
人
、
か
の
御
脱
ぎ
棄
て
の
艶
に
い
み
じ
き
狩
の
御
衣
ど

も
、
え
な
ら
ぬ
白
き
綾
の
御
衣
の
な
よ
な
よ
と
い
ひ
知
ら
ず

匂
へ
る
を
う
つ
し
着
て
、
身
を
、
は
た
、
え
か
へ
ぬ
も
の
な

れ
ば
、
似
つ
か
は
し
か
ら
ぬ
袖
の
香
を
人
ご
と
に
咎
め
ら
れ
、

め
で
ら
る
る
な
む
、
な
か
な
か
と
こ
ろ
せ
か
り
け
る
。

 

『
源
氏
物
語
』
橋
姫
巻　

一
五
二
頁

　
「
似
つ
か
は
し
」
は
人
物
自
体
を
評
価
す
る
も
の
で
は
な
い
。

特
定
の
事
柄
を
評
価
対
象
と
し
て
選
び
、
社
会
的
属
性
な
ど
明
示

的
で
共
有
可
能
な
基
準
か
ら
評
価
し
て
い
る
。
評
価
対
象
の
人
物

の
社
会
的
属
性（
子
ど
も
、
高
齢
者
、
尼
、
下
僕
）か
ら
考
え
、
持

て
、
あ
や
し
き
こ
と
、
歌
を
ぞ
よ
め
る
。
そ
の
歌
、

　

漕
ぎ
て
行
く
船
に
て
見
れ
ば
あ
し
ひ
き
の
山
さ
へ
行
く
を

松
は
知
ら
ず
や

と
ぞ
い
へ
る
。
幼
き
童
の
言
に
て
は
、
似
つ
か
は
し
。

 

『
土
佐
日
記
』　

三
七
頁

　

い
ず
れ
も
形
容
詞
述
語
文
で
話
者
の
態
度
が
表
れ
て
お
り
、
幼

さ
と
そ
れ
に
共
通
す
る
言
葉
づ
か
い（
素
朴
さ
、
率
直
さ
）を
述
べ

て
い
る
。「
童
」
と
い
う
属
性
か
ら
そ
れ
に
応
じ
た
言
動
が
想
定

さ
れ
て
お
り
、
基
準
を
満
た
す
こ
と
で
「
似
つ
か
は
し
」
と
表
現

さ
れ
る
。
調
和
の
表
現
は
11
例（
55
％
）、
打
消
を
伴
っ
て
不
調
和

を
伝
え
る
表
現
は
9
例（
45
％
）と
な
る
。
調
和
を
示
す
表
現
が
19

％
に
留
ま
る
「
に
げ
な
し
」
と
は
異
な
り
、
こ
こ
に
偏
り
は
見
ら

れ
な
い
。
年
齢
に
お
け
る
不
調
和
の
例
を
挙
げ
る
と
、

こ
の
内
侍
常
よ
り
も
き
よ
げ
に
、
様
体
頭
つ
き
な
ま
め
き
て
、

装
束
あ
り
さ
ま
い
と
は
な
や
か
に
好
ま
し
げ
に
見
ゆ
る
を
、

さ
も
古
り
が
た
う
も
と
心
づ
き
な
く
見
た
ま
ふ
も
の
か
ら
、

い
か
が
思
ふ
ら
ん
と
さ
す
が
に
過
ぐ
し
が
た
く
て
、
裳
の
裾

を
引
き
お
ど
ろ
か
し
た
ま
へ
れ
ば
、
か
は
ほ
り
の
え
な
ら
ず

ゑ
が
き
た
る
を
さ
し
隠
し
て
見
か
へ
り
た
る
ま
み
、
い
た
う

見
延
べ
た
れ
ど
、
目
皮
ら
い
た
く
黒
み
落
ち
入
り
て
、
い
み

じ
う
は
つ
れ
そ
そ
け
た
り
。
似
つ
か
は
し
か
ら
ぬ
扇
の
さ
ま
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で
て
、
お
も
し
ろ
く
遊
ぶ
。

 

『
源
氏
物
語
』
宿
木
巻　

四
八
四
頁

　

会
話
文
で
の
使
用
状
況
を
見
て
み
る
と
、

も
し
の
た
ま
ふ
さ
ま
な
る
つ
れ
づ
れ
な
ら
ば
、
か
し
こ
へ
は

お
は
し
ま
し
な
む
や
。
人
な
ど
も
あ
れ
ど
、
便
な
か
る
べ
き

に
は
あ
ら
ず
。
も
と
よ
り
か
か
る
歩
き
に
つ
き
な
き
身
な
れ

ば
に
や
、
人
も
な
き
所
に
つ
い
ゐ
な
ど
も
せ
ず
。

 

『
和
泉
式
部
日
記
』
五
六
頁

「
こ
れ
破
り
隠
し
た
ま
へ
。
む
つ
か
し
や
。
か
か
る
も
の
の

散
ら
む
も
、
今
は
つ
き
な
き
ほ
ど
に
な
り
に
け
り
」

 

『
源
氏
物
語
』
松
風
巻　

四
二
三
頁

　

自
分
の
身
分
や
境
遇
に
沿
わ
な
い
言
動
を
自
己
評
価
す
る
が
、

そ
こ
に
自
己
を
抑
制
し
よ
う
と
す
る
意
味
は
含
ま
れ
て
い
な
い
。

会
話
文
に
お
い
て
登
場
す
る
際
は
、
相
手
に
自
分
の
立
場
を
伝
え

る
時
に
使
用
さ
れ
、
相
手
を
直
接
評
価
す
る
使
用
は
見
ら
れ
な
か

っ
た
。好

ま
し
う
若
や
ぎ
て
も
て
な
し
た
る
う
は
べ
こ
そ
さ
て
も
あ

り
け
れ
、
五
十
七
八
の
人
の
、
う
ち
と
け
て
も
の
思
ひ
騒
げ

ち
物
や
言
動
が
、
そ
の
性
質
に
一
致
し
な
い
場
合
も
、「
似
つ
か

は
し
」
は
使
用
さ
れ
る
。
不
調
和
に
対
す
る
反
応
と
し
て
は
不
快

を
示
す
ほ
ど
で
は
な
く
、
否
定
的
な
感
情
を
伴
っ
て
用
い
ら
れ
て

は
い
な
い
。

　
「
似
つ
か
は
し
」
の
恋
愛
に
お
け
る
使
用
を
見
る
と
、
評
価
対

象
の
人
物
が
高
齢
な
こ
と
を
問
題
に
し
て
、
そ
の
持
ち
物
や
恋
愛

関
係
に
負
の
評
価
を
下
し
た
と
し
て
も
、
評
価
対
象
を
批
判
あ
る

い
は
否
定
す
る
文
脈
が
形
成
さ
れ
て
は
い
な
か
っ
た
。
用
例
は
4

例（
20
％
）と
少
な
い
も
の
の
、
こ
の
点
は
、「
に
げ
な
し
」
を
含

む
他
の
形
容
詞
も
同
じ
で
あ
る
。
こ
の
他
に
も
、
評
価
者
の
属
す

る
社
会
が
共
通
し
て
持
っ
て
い
る
基
準
に
よ
っ
て
、
評
価
対
象
へ

の
評
価
が
決
ま
る
点
は
他
の
形
容
詞
に
も
当
て
は
ま
っ
て
い
る
。

　

し
た
が
っ
て
、
こ
う
し
た
共
通
項
を
除
く
と
、「
似
つ
か
は
し
」

は
評
価
対
象
の
社
会
的
属
性（
Ａ
）が
評
価
対
象
の
持
ち
物
や
言
動

（
Ｂ
）に
接
近
性
が
あ
る
こ
と
を
評
価
す
る
形
容
詞
で
あ
る
と
定
義

で
き
る
。

（
2
）「
つ
き
な
し
」
に
つ
い
て

　

歌
や
読
み
書
き
な
ど
の
教
養
に
「
つ
き
な
し
」
を
使
用
す
る
と

「
で
き
な
い
」「
不
得
手
」
を
意
味
す
る
。
こ
の
使
用
は
地
の
文
に

登
場
す
る
。

殿
上
人
の
中
に
も
、
唱
歌
に
つ
き
な
か
ら
ぬ
ど
も
は
召
し
出
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「
つ
き
な
し
」
は
主
に
評
価
対
象
の
属
性
に
期
待
さ
れ
る
言
動

（
Ａ
）に
対
し
て
評
価
対
象
の
実
際
の
言
動（
Ｂ
）を
評
価
す
る
と
期

待
値
が
最
小
値
で
あ
る
こ
と
を
表
現
す
る
形
容
詞
で
あ
る
と
定
義

す
る
。

（
3
）「
つ
き
づ
き
し
」
に
つ
い
て

　
「
つ
き
づ
き
し
」
は
環
境
へ
の
適
応
性
に
つ
い
て
述
べ
、
場
に

お
さ
ま
る
か
ど
う
か
が
問
題
と
し
、「
言
ふ
」・「
き
こ
ゆ
」・「
の

た
ま
ふ
」
な
ど
が
後
続
す
る
と
「
も
っ
と
も
ら
し
い
こ
と
を
言

う
」
と
い
う
意
に
な
る
。
言
い
訳
や
説
明
を
す
る
場
面
で
使
用
さ

れ
る
。
こ
う
し
た
例
は
12
例（
28
％
）と
一
定
の
割
合
を
占
め
て
い

る
。

　

調
和
／
不
調
和
の
例
と
し
て
は
、

し
る
べ
の
内
記
は
、
式
部
少
輔
な
む
か
け
た
り
け
る
、
い
づ

方
も
い
づ
方
も
、
こ
と
ご
と
し
か
る
べ
き
官
な
が
ら
、
い
と

つ
き
づ
き
し
く
、
引
き
上
げ
な
ど
し
た
る
姿
も
を
か
し
か
り

け
り
。

 

『
源
氏
物
語
』
浮
舟
巻　

一
四
九
頁

御
前
に
は
、
う
ち
ね
び
た
る
人
々
の
、
か
か
る
を
り
ふ
し
つ

き
づ
き
し
き
さ
ぶ
ら
ふ
。

 

『
紫
式
部
日
記
』
一
三
六
頁

る
け
は
ひ
、
え
な
ら
ぬ
二
十
の
若
人
た
ち
の
御
中
に
て
物
怖

ぢ
し
た
る
い
と
つ
き
な
し
。

 

『
源
氏
物
語
』
紅
葉
賀
巻　

三
四
三
頁

　

こ
こ
で
は
高
齢
者
の
振
る
舞
い
が
年
齢
に
対
し
て
不
調
和
で
あ

る
と
評
価
す
る
。
た
だ
し
、
こ
こ
で
も
負
の
評
価
が
負
の
感
情
や

評
価
対
象
に
対
す
る
否
定
的
言
動
へ
と
展
開
す
る
わ
け
で
は
な
い
。

　

も
ち
ろ
ん
、
負
の
評
価
が
負
の
感
情
に
結
び
つ
き
、
否
定
的
な

言
動
を
導
く
例
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。

「
親
、
君
と
申
す
と
も
、
か
く
つ
き
な
き
こ
と
を
仰
せ
た
ま

ふ
こ
と
」
と
、
事
ゆ
か
ぬ
物
ゆ
ゑ
、
大
納
言
を
そ
し
り
あ
ひ

た
り
。

 

『
竹
取
物
語
』　

四
四
頁

　

評
価
主
体
で
あ
る
人
物
よ
り
も
上
位
者
で
あ
る
存
在
で
あ
っ
て

も
、
そ
の
立
場
に
ふ
さ
わ
し
く
な
い
言
動
を
と
れ
ば
、
マ
イ
ナ
ス

の
評
価
が
下
さ
れ
る
。
た
だ
し
、「
つ
き
な
し
」
に
お
い
て
マ
イ

ナ
ス
評
価
が
マ
イ
ナ
ス
感
情
に
結
び
つ
く
例
は
こ
の
1
例
の
み
で

あ
る
た
め
、
例
外
的
な
も
の
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
が
、
こ
の
例
外

か
ら
も
、
評
価
対
象
の
言
動
に
は
一
定
の
期
待
が
存
在
し
、
そ
の

期
待
が
裏
切
ら
れ
る
場
合
に
「
つ
き
な
し
」
と
評
価
さ
れ
る
こ
と

が
わ
か
る
。
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価
対
象
の
様
子（
Ｂ
）の
全
体
を
見
て
調
和
し
て
い
る
か
否
か
を
評

価
す
る
形
容
詞
で
あ
る
。

　

調
和
／
不
調
和
を
表
す
評
価
の
形
容
詞
は
、
評
価
主
体
が
自
分

の
属
す
る
社
会
の
持
つ
基
準
に
応
じ
て
、
評
価
対
象
の
社
会
的
属

性
か
ら
評
価
対
象
を
評
価
し
て
い
る
。
評
価
主
体
は
社
会
の
論
理

を
内
在
化
し
て
、
主
に
身
分
の
貴
／
賤
、
老
／
若
、
あ
る
い
は
男

／
女
と
い
っ
た
、
誰
で
も
共
有
可
能
な
尺
度
に
よ
っ
て
評
価
対
象

を
評
価
す
る
。
不
調
和
を
伝
え
る
場
合
は
、
そ
れ
か
ら
逸
脱
し
て

い
る
場
合
に
生
じ
る
マ
イ
ナ
ス
評
価
を
表
現
す
る
。
が
、
そ
れ
ら

が
マ
イ
ナ
ス
感
情
と
結
び
つ
く
こ
と
は
稀
で
あ
る
。

　

こ
れ
ら
の
形
容
詞
は
、
評
価
対
象
に
関
す
る
何
ら
か
の
要
素

（
Ｂ
）に
対
し
て
、
社
会
的
属
性
、
言
動
、
環
境
と
い
っ
た
事
柄

（
Ａ
）を
問
題
に
す
る
こ
と
が
分
か
っ
た
。「
に
げ
な
し
」
は
評
価

対
象
の
ど
の
よ
う
な
点（
Ｂ
）に
対
し
て
、
ど
の
よ
う
な
事
柄（
Ａ
）

を
問
題
と
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
次
節
よ
り
検
討
し
て
い
く
。

四　
「
に
げ
な
し
」
の
使
用
状
況

　
「
に
げ
な
し
」
と
い
う
表
現
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
主
に
恋

愛
の
場
に
お
い
て
年
齢
を
問
題
に
す
る
傾
向
が
あ
る
。

我
が
年
の
ほ
ど
よ
り
も
大
人
し
き
宰
相
中
将
の
あ
り
さ
ま
を

な
ど
、
思
ひ
合
わ
せ
た
ま
ふ
に
ぞ
、
い
と
に
げ
な
う
、
あ
る

ま
じ
き
こ
と
か
な
と
、
独
り
笑
み
せ
ら
れ
た
ま
ひ
け
る
。

式
部
卿
宮
と
聞
こ
ゆ
る
も
亡
せ
た
ま
ひ
に
け
れ
ば
、
御
叔
父

の
服
に
て
薄
鈍
な
る
も
、
心
の
中
に
あ
は
れ
に
思
ひ
よ
そ
へ

ら
れ
、
つ
き
づ
き
し
く
見
ゆ
。

 

『
源
氏
物
語
』
蜻
蛉
巻　

二
一
八
頁

と
あ
る
よ
う
に
、
官
職
に
ふ
さ
わ
し
い
人
物
、
主
に
対
し
て
ふ
さ

わ
し
い
従
者
、
Ｔ
Ｐ
Ｏ
に
調
和
す
る
格
好
な
ど
、
場
に
調
和
し
て

い
る
こ
と
を
評
価
す
る
。
他
者
評
価
す
る
例
は
8
例（
19
％
）と
少

な
く
、
自
己
評
価
す
る
例
も
2
例（
5
％
）に
留
ま
る
。
人
物
自
体

を
取
り
上
げ
る
と
い
う
よ
り
は
、
評
価
対
象
で
あ
る
人
物
の
様
子

を
含
め
た
そ
の
場
全
体
に
調
和
／
不
調
和
が
あ
る
こ
と
を
問
題
と

す
る
。

　
「
つ
き
づ
き
し
」
は
評
価
対
象
の
置
か
れ
て
い
る
環
境（
Ａ
）に

対
し
て
評
価
対
象
の
様
子（
Ｂ
）が
調
和
し
て
い
る
か
否
か
を
評
価

す
る
形
容
詞
で
あ
り
、
環
境
を
焦
点
化
す
る
点
が
特
異
で
あ
る
と

定
義
す
る
。

　

検
討
し
た
個
別
の
形
容
詞
を
定
義
づ
け
る
と
、「
似
つ
か
は
し
」

は
評
価
対
象
の
社
会
的
属
性（
Ａ
）が
評
価
対
象
の
持
ち
物
や
言
動

（
Ｂ
）に
接
近
性
が
あ
る
こ
と
を
評
価
す
る
形
容
詞
、「
つ
き
な
し
」

は
評
価
対
象
の
属
性
に
期
待
さ
れ
る
言
動（
Ａ
）に
対
し
て
評
価
対

象
の
言
動（
Ｂ
）が
最
小
値
の
期
待
値
で
あ
る
と
評
価
す
る
形
容
詞
、

「
つ
き
づ
き
し
」
は
評
価
対
象
の
置
か
れ
て
い
る
環
境（
Ａ
）と
評



― 9 ―

照
ら
し
合
わ
せ
る
と
、
皆
二
十
代
前
半
に
初
産
を
経
験
し
て
い
た
。

高
齢
出
産
の
例
と
し
て
は
藤
原
穏
子
が
挙
げ
ら
れ
、
穏
子
は
四
十

歳
の
時
に
村
上
天
皇
を
生
ん
で
い
る
。
こ
の
場
合
、「
老
い
た
る

女
」
は
三
十
歳
〜
四
十
歳
の
間
と
推
定
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
が
、

例
え
ば
、『
源
氏
物
語
』
内
の
「
老
い
」
の
年
齢
に
つ
い
て
用
例

分
析
を
行
っ
た
研
究（
重
松
信
弘
『
源
氏
物
語
研
究
叢
書
Ⅴ
紫
式

部
と
源
氏
物
語
』
補
記
二
、「
老
い
」
の
年
齢　

風
間
書
房
、
昭

和
五
十
八
年
）で
は
、「
老
い
」
の
95
例
の
う
ち
、
94
例
が
四
十
歳

か
、
そ
れ
以
上
を
「
老
い
」
と
扱
う
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

こ
う
し
た
調
査
を
踏
ま
え
る
な
ら
ば
、「
老
い
た
る
女
」
は
四
十

歳
く
ら
い
の
女
性
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

平
安
時
代
に
お
い
て
通
常
、
女
性
貴
族
は
家
の
中
に
い
る
か
、

（
受
領
階
級
あ
た
り
の
女
性
貴
族
な
ら
ば
）ど
こ
か
へ
出
仕
し
て
い

る
か
の
ど
ち
ら
か
で
あ
る
。「
老
い
た
る
女
」
が
身
分
の
低
さ
を

表
す
言
葉
に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
彼
女
は
清
少
納

言
ら
と
同
じ
女
房
で
あ
り
、
移
動
し
て
い
る
の
は
宮
中
の
中
と
考

え
る
。「
女
」
が
宮
仕
え
の
女
房
で
あ
る
こ
と
は
、
移
動
動
詞

「
あ
り
く（
歩
き
回
る
）」
か
ら
分
か
る
た
め
、
四
十
代
ほ
ど
の
女

房
が
臨
月
近
く
な
り
な
が
ら
も
宮
中
か
ら
退
出
せ
ず
、
仕
事
を
続

け
て
い
る
と
解
釈
で
き
る
。

　

高
齢
で
あ
り
な
が
ら
若
い
男
と
恋
愛
を
し
て
妊
娠
す
る
。
実
家

に
下
が
る
わ
け
で
も
な
く
腹
の
大
き
く
な
っ
た
姿
で
働
い
て
い
る

と
い
う
状
況
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
年
老
い
た
女
が
若
い
男
と
の
恋

 

『
狭
衣
物
語
』
巻
四　

二
四
三
頁

　

こ
こ
で
は
若
い
女
性
と
年
齢
の
高
い
男
性
と
い
う
取
り
合
わ
せ

が
「
に
げ
な
し
」
と
評
価
さ
れ
る
。
高
齢
な
男
が
若
い
女
と
恋
愛

関
係
に
あ
る
こ
と
が
不
調
和
で
あ
る
と
判
断
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ

は
男
性
に
限
ら
ず
、
女
性
が
高
齢
で
あ
る
場
合
も
同
じ
で
あ
る
。

今
回
、
数
値
と
し
て
は
計
上
し
な
か
っ
た
が
、『
枕
草
子
』
の

「
に
げ
な
き
も
の
」
で
も
、
恋
愛
の
場
で
年
齢
を
問
題
と
す
る
事

例
が
確
認
で
き
る
。

老
い
た
る
女
の
腹
高
く
て
あ
り
く
。
若
き
男
も
ち
た
る
だ
に

見
ぐ
る
し
き
に
、
こ
と
人
の
も
と
へ
い
き
た
る
と
て
腹
立
つ

よ
。

 

『
枕
草
子
』「
に
げ
な
き
も
の
」
一
〇
〇
頁

　

こ
こ
で
は
、
女
が
高
齢
で
あ
る
こ
と
と
妊
娠
し
て
い
る（
目
に

見
え
る
ほ
ど
で
あ
る
か
ら
数
か
月
以
上
経
過
し
て
い
る
）状
態
で

歩
き
回
っ
て
い
る
こ
と
が
「
に
げ
な
し
」
と
判
断
さ
れ
て
い
る
。

年
齢
が
基
準（
妊
娠
の
適
齢
期
）か
ら
大
幅
に
ズ
レ
て
い
る
た
め
で

あ
る
。
当
時
の
女
性
貴
族
の
妊
娠
・
出
産
の
適
齢
期
は
二
十
代
前

半
に
集
中
し
て
い
る
。『
日
本
紀
略
』（
新
訂
増
補
国
史
大
系
）を
用

い
、
一
条
天
皇
・
後
一
条
天
皇
の
生
母
や
定
子
・
彰
子
な
ど
生
年

月
日
の
判
明
し
て
い
る
女
性
貴
族
と
そ
の
子
ど
も
の
生
年
月
日
を
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御
几
帳
へ
だ
て
て
、
よ
そ
に
見
や
り
た
て
ま
つ
り
つ
る
だ
に

は
づ
か
し
か
り
つ
る
に
、
い
と
あ
さ
ま
し
う
、
さ
し
向
ひ
き

こ
え
た
る
心
地
う
つ
つ
と
も
思
え
ず
。

 

『
枕
草
子
』
一
七
七
段　

三
一
〇
頁

　
『
枕
草
子
』
か
ら
例
を
引
い
て
み
て
も
、「
Ａ
だ
に
＋
形
容
詞
、

（
ま
し
て
）Ｂ
」
は
Ａ
と
Ｂ
と
も
に
既
に
程
度
が
大
き
い
。
そ
の
う

え
で
、
Ａ
に
程
度
の
軽
い
も
の
を
挙
げ
、
Ｂ
で
は
そ
れ
以
上
に
程

度
の
大
き
い
も
の
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
こ
で
は
、
ま
ず
程
度
の
軽

い
も
の
と
し
て
「
若
き
男
も
ち
た
る（
こ
と
）」
を
例
示
し
、
よ
り

程
度
の
重
い
も
の
と
し
て
「
こ
と
人
の
も
と
へ
い
き
た
る
と
て
腹

立
つ（
こ
と
）」
を
「
見
苦
し
き（
こ
と
）」
と
強
調
し
て
い
る
。

　

若
い
男
と
の
男
女
関
係〈
高
齢
で
の
妊
娠〈
嫉
妬（
怒
り
の
表
出
）

　

整
理
す
れ
ば
、
こ
の
よ
う
に
見
苦
し
さ
の
程
度
が
示
さ
れ
て
い

る
。
本
来
、「
老
い
た
る
女
」
は
年
齢
に
応
じ
た
立
ち
振
る
ま
い

が
求
め
ら
れ
る
立
場
に
あ
る
。
清
少
納
言
は
、
そ
の
自
覚
を
持
た

な
い
「
老
い
た
る
女
」
に
違
和
感
を
覚
え
て
い
る
。

　

無
論
、「
に
げ
な
き
も
の
」
の
章
段
は
、
そ
の
是
非
を
問
う
て

い
る
わ
け
で
は
な
い
。「
に
げ
な
し
」
と
い
う
表
現
は
、
想
定
さ

れ
る
基
準
か
ら
逸
脱
し
た
場
合
に
使
用
さ
れ
る
。
老
／
若
の
取
り

合
わ
せ
が
恋
愛
の
場
に
お
い
て
調
和
す
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
は
、

愛
に
夢
中
に
な
る
こ
と
も
「
に
げ
な
し
」
と
判
断
さ
れ
て
い
る
。

貴
族
社
会
の
通
例
か
ら
考
え
れ
ば
、
本
来
、
高
齢
者
は
そ
の
よ
う

な
恋
愛
を
し
な
い
こ
と
。
し
た
と
し
て
も
自
己
を
相
対
化
し
て
分

を
弁
え
た
態
度
を
と
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
。

　
「
に
げ
な
き
も
の
」
で
は
、
年
老
い
た
女
が
臨
月
近
い
お
な
か

で
歩
い
て
い
る
様
を
ふ
さ
わ
し
く
な
い
こ
と
で
あ
る
と
指
摘
し
、

そ
の
女
が
若
い
男
と
男
女
関
係
を
持
っ
て
い
る
だ
け
で
も
見
苦
し

い
の
に
、
男
に
他
の
女
性
が
い
る
こ
と
に
腹
を
立
て
て
い
る
様
は

一
層
見
苦
し
い
と
評
価
し
て
い
る
。
若
い
男
と
関
係
を
持
つ
だ
け

で
も
マ
イ
ナ
ス
の
要
素
が
強
い
。
ま
し
て
嫉
妬
を
す
る
こ
と
は
高

齢
の
女
性
の
振
る
舞
い
と
し
て
見
苦
し
く
、
マ
イ
ナ
ス
評
価
の
程

度
が
大
き
く
な
る
。

よ
ろ
し
か
ら
む
に
て
だ
に
ゆ
ゆ
し
。
ま
い
て
『
い
み
じ
う
』

と
あ
る
文
字
に
は
、
命
も
身
も
さ
な
が
ら
捨
て
て
な
む
。

 

『
枕
草
子
』
八
二
段　

一
五
一
頁

い
と
黒
う
つ
や
や
か
な
る
琵
琶
に
、
御
袖
を
う
ち
か
け
て
と

ら
へ
さ
せ
た
ま
へ
る
だ
に
、
め
で
た
き
に
、
そ
ば
よ
り
御
額

の
ほ
ど
の
い
み
じ
う
白
う
め
で
た
く
け
ざ
や
か
に
て
、
は
づ

れ
さ
せ
た
ま
へ
る
。

 

『
枕
草
子
』
九
〇
段　

一
七
八
頁
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う
題
で
、「
逢
ひ
見
て
も
身
に
や
は
年
の
積
も
る
べ
き
我
が
老
い

ら
く
に
な
し
と
答
ふ
な
」（
八
四
三
・
有
家
）と
詠
じ
ら
れ
て
い
る
。

こ
こ
で
注
意
し
た
い
の
は
、
和
歌
の
中
で
老
い
ら
く
の
恋
が
否
定

的
に
表
現
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
点
で
あ
る
。
詠
歌
主
体
は
恋
に

積
極
的
で
あ
る
。
文
芸
作
品
か
ら
み
れ
ば
、
た
と
え
高
齢
の
恋
や

年
齢
差
の
あ
る
男
女
関
係
が
「
に
げ
な
し
」
と
負
の
評
価
を
受
け

る
よ
う
な
事
例
だ
と
し
て
も
、
そ
れ
が
問
題
視
さ
れ
、
深
刻
化
す

る
と
は
限
ら
な
い
。

　
『
枕
草
子
』「
に
げ
な
き
も
の
」
の
章
段
に
お
い
て
も
、
本
章
段

は
「
に
げ
な
き
も
の
」
と
判
断
さ
れ
た
評
価
対
象
に
対
し
て
批
判

す
る
方
向
に
は
向
か
っ
て
は
い
な
い
。
こ
こ
で
は
「
老
い
た
る

女
」
が
若
い
男
と
恋
愛
す
る
事
例
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
が
、
全

体
が
構
築
す
る
論
理
を
追
っ
た
際
に
、
こ
の
事
例
が
社
会
的
な
基

準（
年
齢
）を
逸
脱
し
た
も
の
と
し
て
扱
わ
れ
な
が
ら
も
、
評
価
対

象
が
否
定
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、「
に
げ
な

し
」
と
い
う
負
の
評
価
を
う
け
た
結
果
、
実
際
に
評
価
主
体
と
評

価
対
象
の
関
係
に
問
題
が
生
じ
る
こ
と
は
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て

は
後
述
す
る
。

　

恋
愛
の
他
に
も
、
職
業
や
社
交
の
場
な
ど
社
会
的
な
場
面
に
お

い
て
「
に
げ
な
し
」
は
使
用
さ
れ
て
い
る
。

む
か
し
、
仁
和
の
帝
、
芹
河
に
御
幸
し
た
ま
ひ
け
る
時
、
い

用
例
数
か
ら
見
て
も
社
会
通
念
で
あ
る
と
言
え
る
。
そ
の
不
調

和
・
不
相
応
な
関
係
が
成
立
し
た
時
、
人
は
「
に
げ
な
し
」
と
い

う
感
覚
を
持
つ
。「
女
」
を
見
る
作
者
の
眼
は
社
会
の
眼
で
あ
り
、

こ
こ
に
お
け
る
「
に
げ
な
し
」
と
い
う
判
断
は
社
会
通
念
の
上
か

ら
生
じ
る
も
の
で
あ
る
。

　

貴
族
社
会
が
持
っ
て
い
る
基
準
は
不
文
律
の
も
の
で
あ
り
な
が

ら
不
変
項
で
あ
る
。
そ
の
基
準
か
ら
逸
脱
す
る
こ
と
は
貴
族
社
会

か
ら
逸
脱
す
る
こ
と
と
通
じ
て
い
る
。
基
準
は
貴
族
社
会
が
守
っ

て
い
る
ル
ー
ル
で
あ
り
、「
老
／
若
」、「
都
／
鄙
」、「
貴
／
卑
」、

「
聖
／
俗
」
な
ど
既
存
の
社
会
構
造
か
ら
生
じ
て
い
）
6
（
る
。

　

恋
愛
と
い
う
場
で
年
齢
を
問
題
と
し
て
提
起
す
る
例
は
、
和
歌

の
中
に
も
登
場
す
る
。
老
い
ら
く
の
恋
の
表
現
は
早
く
も
『
万
葉

集
』
か
ら
登
場
し
て
い
る
。

　

黒
髪
に
白
髪
交
り
老
ゆ
る
ま
で
か
か
る
恋
に
は
い
ま
だ
逢

は
な
く
に

 

〈
巻
四
・
五
六
三
・
大
伴
坂
上
郎
女
〉

　

ぬ
ば
た
ま
の
黒
髪
変
り
白
け
て
も
痛
き
恋
に
は
逢
ふ
時
あ

り
け
り

 

〈
巻
四
・
五
七
三
・
沙
弥
満
誓
〉

　　
「
六
百
番
歌
合
」（『
新
編
国
歌
大
観
』
五
）で
も
「
老
恋
」
と
い
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対
し
て
も
「
に
げ
な
し
」
と
評
価
を
下
す
。
社
会
的
な
場
に
お
い

て
不
調
和
・
不
相
応
な
自
分
の
存
在
を
認
識
し
た
際
に
も
「
に
げ

な
し
」
と
い
う
形
容
詞
が
用
い
ら
れ
る
。「
に
げ
な
し
」
に
お
け

る
他
者
評
価
の
例
は
25
例（
50
％
）、
自
己
評
価
の
例
は
17
例（
34

％
）で
あ
り
、
自
己
評
価
の
例
が
全
体
の
三
割
を
占
め
て
い
る
。

女
君
は
、
す
こ
し
過
ぐ
し
た
ま
へ
る
ほ
ど
に
、
い
と
若
う
お

は
す
れ
ば
、
に
げ
な
く
は
づ
か
し
と
思
い
た
り
。

 

『
源
氏
物
語
』
桐
壺
巻　

四
八
頁

　

こ
れ
は
主
人
公
・
光
源
氏
と
本
妻
・
葵
の
上
の
初
夜
の
場
面
。

葵
の
上
は
、
元
服
し
た
ば
か
り
の
源
氏
と
自
分
の
年
齢
の
差
を
気

に
し
て
「
に
げ
な
く
は
づ
か
し
」
と
心
の
内
に
思
っ
て
い
る
。

「
は
づ
か
し
」
は
相
手
の
優
位
性
の
前
に
自
分
の
劣
位
を
感
じ
た

際
の
表
現
で
あ
る
。「
は
づ
か
し
」
は
「
立
派
で
あ
る
」
と
訳
さ

れ
る
が
、
こ
こ
で
は
帝
の
寵
児
で
あ
り
血
統
や
美
質
に
優
れ
た
光

源
氏
に
対
す
る
劣
位
感
情
が
表
現
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
葵
の
上
は
左
大
臣
家
の
娘
で
あ
り
、
そ
の
血
統

や
美
質
は
光
源
氏
に
と
っ
て
も
優
位
性
を
持
つ
も
の
で
あ
っ
た
。

葵
の
上
は
本
来
、
身
分
の
低
い
更
衣
の
子
で
あ
る
光
源
氏
と
自
分

を
比
べ
て
「
に
げ
な
し
」
と
も
「
は
づ
か
し
」
と
も
評
価
さ
れ
る

対
象
で
は
な
い
。
権
力
関
係
で
い
え
ば
、
後
見
に
恵
ま
れ
な
い
光

源
氏
は
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
劣
勢
で
、
血
統
の
面
で
い
え
ば
均
衡

ま
は
さ
る
こ
と
、
に
げ
な
く
思
ひ
け
れ
ど
、
も
と
つ
き
に
け

る
こ
と
な
れ
ば
、
大
鷹
の
鷹
飼
に
て
さ
ぶ
ら
は
せ
た
ま
ひ
け

る
。
す
り
狩
衣
の
た
も
と
に
書
き
つ
け
け
る
。

お
き
な
さ
び
人
な
と
が
め
そ
か
り
ご
ろ
も
今
日
ば
か
り
と
ぞ

鶴
も
鳴
く
な
る

お
お
や
け
の
御
け
し
き
あ
し
か
り
け
り
。
お
の
が
よ
は
ひ
を

思
ひ
け
れ
ど
、
若
か
ら
ぬ
人
は
聞
き
お
ひ
け
り
と
や
。

 
『
伊
勢
物
語
』
百
十
四
段　

二
一
〇
頁

　

前
に
鷹
飼
を
務
め
て
い
た
た
め
に
、
男
は
帝
の
鷹
飼
の
御
供
を

す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
鷹
飼
を
す
る
に
は
自
分
は
高
齢
で
あ
る
と

思
っ
て
い
る
。
男
は
、
ひ
と
が
年
齢
の
こ
と
で
自
分
を
咎
め
る
で

あ
ろ
う
と
思
い
、
歌
を
詠
む
。「
に
げ
な
く
思
ひ
け
れ
ど
」
の
主

語
は
男
、「
に
げ
な
し
」
と
判
断
し
て
い
る
の
は
男
自
身
の
年
齢

の
こ
と
で
あ
る
。
高
齢
で
あ
る
こ
と
が
鷹
飼
の
務
め
を
果
た
す
に

ふ
さ
わ
し
く
な
い
と
認
識
さ
れ
て
い
る
。
評
価
主
体
で
あ
る
男
が

自
分
の
年
齢
を
「
に
げ
な
し
」
と
判
断
し
て
い
る
。
自
己
評
価
で

あ
り
な
が
ら
、
そ
の
こ
と
を
咎
め
る
他
者
の
存
在
が
意
識
さ
れ
て

い
る
。
社
会
の
眼
を
持
つ
こ
と
で
自
己
を
相
対
化
し
、「
に
げ
な

し
」
と
自
己
評
価
す
る
の
で
あ
る
。

五　
「
に
げ
な
し
」
と
い
う
自
己
認
識

　

評
価
主
体
は
他
者
へ
評
価
を
下
す
だ
け
で
な
く
、
自
分
自
身
に
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る
御
心
ざ
ま
に
て
、
齢
の
ほ
ど
も
似
げ
な
く
、
人
の
漏
り
聞

か
む
に
、
い
と
ど
か
く
つ
ら
き
御
夜
離
れ
の
寝
ざ
め
寝
ざ
め
、

思
し
し
を
る
る
こ
と
い
と
さ
ま
ざ
ま
な
り
。

 

『
源
氏
物
語
』
夕
顔
巻　

一
四
七
頁

　

六
条
御
息
所
も
ま
た
年
齢
に
対
し
て
「
に
げ
な
し
」
と
感
じ
、

人
の
目
を
気
に
し
て
い
る
。
六
条
御
息
所
の
自
己
評
価
と
葵
の
上

の
自
己
評
価
と
は
感
情
は
通
う
も
の
で
あ
っ
て
も
、
実
情
が
異
な

っ
て
い
る
。
葵
の
上
の
「
に
げ
な
し
」
と
い
う
自
己
評
価
は
、
社

会
通
念
か
ら
す
れ
ば
過
剰
で
あ
り
、
相
対
評
価
で
は
な
く
絶
対
評

価
で
あ
る
。
例
外
的
な
「
に
げ
な
し
」
の
使
用
で
あ
り
、
過
剰
な

自
己
認
識
と
し
て
は
、
こ
の
一
例
の
み
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
葵

の
上
や
六
条
御
息
所
の
自
己
認
識
が
光
源
氏
と
の
関
係
に
亀
裂
を

生
み
出
す
点
は
、「
に
げ
な
し
」
が
持
つ
そ
の
マ
イ
ナ
ス
評
価
に

よ
っ
て
社
会
関
係
の
進
行
を
阻
害
す
る
・
断
絶
す
る
・
失
敗
す
る

な
ど
負
の
結
果
を
導
く
傾
向
と
一
致
し
て
い
る
。

　

一
方
で
、「
に
げ
な
し
」
と
自
己
評
価
し
、
抑
制
を
促
し
な
が

ら
も
行
動
を
抑
制
し
な
い
存
在
が
若
き
光
源
氏
で
あ
る
。
恋
愛
の

場
に
お
け
る
年
齢
を
問
題
に
す
る
「
に
げ
な
し
」
の
表
現
は
高
齢

で
あ
る
場
合
に
限
ら
な
い
。
年
齢
が
低
い
場
合
に
も
用
い
ら
れ
て

い
る
。
若
き
日
の
光
源
氏
は
、
若
紫
巻
に
お
い
て
幼
い
若
紫
を
手

に
入
れ
よ
う
と
す
る
自
分
自
身
を
「
に
げ
な
し
」
と
幾
度
も
認
識

し
、
ま
た
他
者
か
ら
も
「
に
げ
な
し
」
と
評
価
さ
れ
る
と
認
め
て

が
保
た
れ
る
関
係
で
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
こ
で
は
他

者
の
存
在
が
意
識
さ
れ
て
い
る
と
い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
評
価
主

体
の
固
有
な
感
覚
と
し
て
「
に
げ
な
し
」
が
使
用
さ
れ
て
い
る
。

年
齢
と
い
う
基
準
は
あ
る
が
、
そ
れ
は
決
し
て
逸
脱
し
た
も
の
で

は
な
い
。
光
源
氏
は
六
条
御
息
所
と
い
う
愛
人
を
持
っ
て
い
る
が
、

こ
ち
ら
の
年
齢
差
の
ほ
う
が
大
き
い
。
光
源
氏
の
想
い
人
で
あ
る

藤
壺
女
御
の
年
齢
も
、
母
と
子
ほ
ど
の
年
齢
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

葵
の
上
の
「
に
げ
な
し
」
と
い
う
評
価
は
、
社
会
通
念
上
の
感
覚

そ
の
も
の
で
は
な
く
、
社
会
の
眼
を
内
在
化
し
た
自
己
認
識
の
上

で
の
評
価
で
あ
る
と
い
え
る
。

　
「
に
げ
な
し
」
は
、
評
価
主
体
の
認
識
に
社
会
の
眼
が
内
在
化

さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
自
己
認
識
の
言
葉
と
考
え
ら
れ
る
。

自
己
を
相
対
化
し
て
か
え
り
み
る
時
、「
に
げ
な
し
」
は
自
己
の

評
価
と
し
て
表
現
さ
れ
る
。
自
己
に
「
に
げ
な
し
」
と
評
価
す
る

人
物
は
、
絶
え
ず
他
者
が
ど
の
よ
う
に
自
分
を
見
て
い
る
か
を
気

に
す
る
人
物
と
い
え
る
。『
源
氏
物
語
』
の
六
条
御
息
所
も
他
者

の
眼
を
気
に
す
る
人
物
で
あ
る
。

六
条
わ
た
り
も
、
と
け
が
た
か
り
し
御
気
色
を
お
も
む
け
き

こ
え
た
ま
ひ
て
後
、
ひ
き
返
し
な
の
め
な
ら
ん
は
い
と
ほ
し

か
し
。
さ
れ
ど
、
よ
そ
な
り
し
御
心
ま
ど
ひ
の
や
う
に
、
あ

な
が
ち
な
る
こ
と
は
な
き
も
、
い
か
な
る
こ
と
に
か
と
見
え

た
り
。
女
は
、
い
と
も
の
を
あ
ま
り
な
る
ま
で
思
し
し
め
た
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ど
、
い
と
ま
だ
言
ふ
か
ひ
な
き
ほ
ど
に
て
、
御
覧
じ
ゆ
る
さ

る
る
方
も
は
べ
り
が
た
け
れ
ば
、
え
な
む
う
け
た
ま
は
り
と

ど
め
ら
れ
ざ
り
け
る
」
と
の
た
ま
ふ
。「
み
な
お
ぼ
つ
か
な

か
ら
ず
う
け
た
ま
は
る
も
の
を
、
と
こ
ろ
せ
う
思
し
憚
ら
で
、

思
ひ
た
ま
へ
寄
る
さ
ま
こ
と
な
る
心
の
ほ
ど
を
御
覧
ぜ
よ
」

と
聞
こ
え
た
ま
へ
ど
、
い
と
似
げ
な
き
こ
と
を
さ
も
知
ら
で

の
た
ま
ふ
と
思
し
て
、
心
と
け
た
る
御
答
へ
も
な
し
。

 

同
書　

若
紫
巻
、
二
一
八
頁

こ
の
若
草
の
生
ひ
出
で
む
ほ
ど
の
な
ほ
ゆ
か
し
き
を
、
似
げ

な
い
ほ
ど
と
思
へ
り
し
も
こ
と
わ
り
ぞ
か
し
、
言
ひ
よ
り
が

た
き
こ
と
に
も
あ
る
か
な
、
い
か
に
か
ま
へ
て
、
た
だ
心
や

す
く
迎
へ
と
り
て
、
明
け
暮
れ
の
慰
め
に
見
ん

 

同
書　

若
紫
巻
、
二
二
七
頁

　

光
源
氏
は
尼
君
の
「
に
げ
な
し
」
と
い
う
認
識
を
理
で
あ
る
と

認
め
な
が
ら
、
や
は
り
行
動
を
抑
制
し
な
い
。
自
己
か
ら
も
他
者

か
ら
も
抑
制
を
促
さ
れ
な
が
ら
、
そ
れ
で
も
行
動
を
抑
制
し
な
い

存
在
が
若
き
光
源
氏
で
あ
る
。
光
源
氏
は
若
紫
巻
に
お
い
て
幼
い

若
紫
を
手
に
入
れ
よ
う
と
す
る
自
分
自
身
を
「
に
げ
な
し
」
と
幾

度
も
認
識
し
、
ま
た
他
者
か
ら
も
「
に
げ
な
し
」
と
評
価
さ
れ
る

と
認
め
て
い
る
。
し
か
し
、
認
識
を
持
っ
て
も
尚
、
自
己
を
抑
制

す
る
こ
と
が
で
き
な
い
で
い
る
。

い
る
。
し
か
し
、
認
識
を
持
っ
て
も
尚
、
自
己
を
抑
制
す
る
こ
と

が
で
き
な
い
で
い
る
。

「
あ
や
し
き
こ
と
な
れ
ど
、
幼
き
御
後
見
に
思
す
べ
く
聞
こ

え
た
ま
ひ
て
ん
や
。
思
ふ
心
あ
り
て
、
行
き
か
か
づ
ら
ふ
方

も
は
べ
り
な
が
ら
、
世
に
心
の
し
ま
ぬ
に
や
あ
ら
ん
、
独
り

住
み
に
て
の
み
な
む
。
ま
だ
似
げ
な
き
ほ
ど
と
、
常
の
人
に

思
し
な
ず
ら
へ
て
、
は
し
た
な
く
や
」

 
『
源
氏
物
語
』
若
紫
巻　

二
一
四
頁

　

ま
だ
幼
い
子
ど
も
に
過
ぎ
な
い
若
紫
を
手
に
入
れ
よ
う
と
す
る

光
源
氏
の
言
葉
で
あ
る
。
恋
愛
関
係
を
持
ち
こ
む
に
は
若
紫
が
ま

だ
幼
い
こ
と
を
自
覚
し
、「
に
げ
な
し
」
と
す
る
社
会
通
念
を
も

認
識
し
な
が
ら
も
、
行
動
を
抑
制
す
る
こ
と
が
な
い
。
一
方
、
こ

の
よ
う
な
態
度
を
と
る
光
源
氏
に
対
し
て
、
若
紫
の
保
護
者
で
あ

る
尼
君
は
、
光
源
氏
が
若
紫
の
幼
い
こ
と
を
理
解
し
て
い
な
い
と

思
っ
て
い
る
。
尼
君
は
繰
り
返
し
、
光
源
氏
の
行
動
を
抑
制
し
、

そ
の
逸
脱
を
抑
止
す
る
こ
と
を
促
す
。
評
価
対
象
が
社
会
共
通
の

基
準
を
逸
脱
す
る
だ
け
に
留
ま
ら
ず
、
そ
の
認
識
を
持
た
な
い
と

見
な
さ
れ
た
結
果
、
評
価
者
が
評
価
対
象
と
の
関
係
を
拒
む
ケ
ー

ス
で
あ
る
。

あ
や
し
き
身
ひ
と
つ
を
、
頼
も
し
人
に
す
る
人
な
む
は
べ
れ
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な
し
」
が
使
用
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
薄
雲
巻
に
お
い
て
、
光
源

氏
は
六
条
御
息
所
の
忘
れ
形
見
で
あ
る
斎
宮
女
御
へ
の
恋
心
を
抑

え
よ
う
す
る
。
斎
宮
女
御
は
、
か
つ
て
の
恋
人
の
娘
で
あ
り
、
今

や
冷
泉
天
皇
の
女
御
で
あ
る
。
禁
忌
を
恐
れ
、
社
会
か
ら
の
逸
脱

を
恐
れ
る
理
性
か
ら
の
要
請
が
「
い
と
似
げ
な
き
こ
と
な
り
」
と

表
現
さ
れ
る
。

か
う
あ
な
が
ち
な
る
こ
と
に
胸
ふ
た
が
る
癖
の
な
ほ
あ
り
け

る
よ
、
と
わ
が
身
な
が
ら
思
し
知
ら
る
。
こ
れ
は
い
と
似
げ

な
き
こ
と
な
り
、
恐
ろ
し
う
罪
深
き
方
は
多
う
ま
さ
り
け
め

ど
、
い
に
し
へ
の
す
き
は
、
思
ひ
や
り
少
な
き
ほ
ど
の
過
ち

に
仏
神
も
ゆ
る
し
た
ま
ひ
け
ん
、
と
思
し
さ
ま
す
も
、
な
ほ

こ
の
道
は
う
し
ろ
や
す
く
深
き
方
の
ま
さ
り
け
る
か
な
、
と

思
し
知
ら
れ
た
ま
ふ
。

 

『
源
氏
物
語
』
薄
雲
巻　

四
六
四
頁

　

光
源
氏
の
息
子
・
夕
霧
も
、
偶
然
目
に
し
た
父
の
妻
で
あ
る
紫

の
上
を
忘
れ
ら
れ
ず
、
恋
焦
が
れ
、
苦
し
む
。

道
の
ほ
ど
、
横
さ
ま
雨
い
と
冷
や
か
に
吹
き
入
る
。
空
の
け

し
き
も
す
ご
き
に
、
あ
や
し
く
あ
く
が
れ
た
る
心
地
し
て
、

何
ご
と
ぞ
や
、
ま
た
わ
が
心
に
思
ひ
加
は
れ
る
よ
、
と
思
ひ

出
づ
れ
ば
、
い
と
似
げ
な
き
こ
と
な
り
け
り
、
あ
な
も
の
狂

　

光
源
氏
に
お
け
る
「
に
げ
な
し
」
の
表
現
を
追
う
と
、
社
会
通

念
を
内
在
化
し
た
自
己
認
識
を
持
ち
な
が
ら
も
逸
脱
す
る
と
い
う

光
源
氏
の
特
性
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
中
年
期
の
光
源
氏
は
若

い
こ
ろ
か
ら
熱
を
あ
げ
て
い
た
朝
顔
前
斎
院
へ
の
恋
心
を
断
ち
切

れ
ず
に
い
る
。
も
う
若
者
で
は
な
い
と
い
う
老
い
の
認
識
が
光
源

氏
自
身
に
も
訪
れ
な
が
ら
も
、
諦
め
き
れ
な
い
様
子
が
う
か
が
え

る
。
こ
こ
で
は
、
若
か
り
し
日
の
よ
う
な
恋
愛
を
す
る
年
齢
で
な

い
こ
と
に
「
に
げ
な
し
」
と
自
己
を
評
価
し
て
い
る
。

た
ち
返
り
、
今
さ
ら
に
若
々
し
き
御
文
書
き
な
ど
も
似
げ
な

き
こ
と
と
思
せ
ど
も
、
な
ほ
か
く
昔
よ
り
も
て
離
れ
ぬ
御
気

色
な
が
ら
口
惜
し
く
て
過
ぎ
ぬ
る
を
思
ひ
つ
つ
、
え
や
む
ま

じ
く
思
さ
る
れ
ば
、
さ
ら
が
へ
り
て
ま
め
や
か
に
聞
こ
え
た

ま
ふ
。

 

『
源
氏
物
語
』
朝
顔
巻　

四
七
八
頁

　

こ
の
よ
う
な
「
に
げ
な
し
」
に
お
け
る
自
己
評
価
の
表
現
は
17

例（
34
％
）あ
る
。
い
ず
れ
も
心
内
文
に
限
定
さ
れ
、
他
者
に
明
示

さ
れ
な
い
。
自
己
認
識
と
し
て
の
「
に
げ
な
し
」
と
い
う
表
現
は
、

対
外
的
な
ポ
ー
ズ
と
し
て
自
己
評
価
を
示
す
言
葉
で
は
な
い
。
自

己
を
制
御
・
抑
制
す
る
言
葉
と
し
て
機
能
す
る
。

　

頭
で
理
解
し
な
が
ら
も
心
が
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で
き
な
い
状
況
を

何
と
か
し
よ
う
と
、
自
分
に
言
い
聞
か
せ
る
表
現
と
し
て
「
に
げ
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み
た
ま
ふ
に
、
に
げ
な
く
も
思
は
ざ
り
け
る
。
あ
さ
ま
し
と

思
し
な
が
ら
、
さ
す
が
に
か
か
る
も
を
か
し
う
て
、
も
の
な

ど
の
た
ま
ひ
て
け
れ
ど
、
人
の
漏
り
聞
か
む
も
古
め
か
し
き

ほ
ど
な
れ
ば
、
つ
れ
な
く
も
て
な
し
た
ま
へ
る
を
、
女
は
い

と
つ
ら
し
と
思
へ
り
。

 

『
源
氏
物
語
』
紅
葉
賀
巻　

三
三
六
頁

「
森
の
下
草
老
い
ぬ
れ
ば
」
な
ど
と
書
き
す
さ
び
た
る
を
、

（
…
）に
げ
な
く
、
人
や
見
つ
け
ん
と
苦
し
き
を
、
女
は
さ
も

思
ひ
た
ら
ず
。

　

君
し
来
ば
手
な
れ
の
駒
に
刈
り
飼
は
む
さ
か
り
過
ぎ
た
る

下
葉
な
り
と
も　

◎

と
言
ふ
さ
ま
、
こ
よ
な
く
色
め
き
た
り
。

　
「
笹
分
け
ば
人
や
咎
め
む
い
つ
と
な
く
駒
な
つ
く
め
る
森

の
木
が
く
れ

わ
づ
ら
わ
し
さ
に
」
と
て
立
ち
た
ま
ふ
を
ひ
か
へ
て
、

「
ま
だ
か
か
る
も
の
を
こ
そ
思
ひ
は
べ
ら
ね
。
今
さ
ら
な
る
、

身
の
恥
に
な
む
」
と
て
泣
く
さ
ま
、
い
と
い
み
じ
。「
い
ま
、

聞
こ
え
む
。
思
ひ
な
が
ら
ぞ
や
」
と
て
、
引
き
放
ち
て
出
で

た
ま
ふ
を
、

 

同
書
、
三
三
七
頁

ほ
し
と
、
と
ざ
ま
か
う
ざ
ま
に
思
ひ
つ
つ

 

『
源
氏
物
語
』
野
分
巻　

二
七
〇
頁

　

光
源
氏
と
夕
霧
の
「
い
と
似
げ
な
き
こ
と
な
り
」
と
い
う
独
白

は
自
分
を
抑
制
し
よ
う
と
す
る
言
葉
で
あ
る
。
社
会
的
逸
脱
を
回

避
し
よ
う
と
す
る
際
に
、
ま
っ
た
く
同
じ
表
現
が
使
用
さ
れ
て
い

る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
ど
ち
ら
も
社
会
の
眼
を
内
在
化
し
て
お

り
、
社
会
の
眼
で
自
己
を
評
価
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

自
己
評
価
と
し
て
の
「
に
げ
な
し
」
と
い
う
表
現
は
、
対
外
的

な
ポ
ー
ズ
で
は
な
く
、
評
価
主
体
の
内
面
に
向
け
ら
れ
、
自
己
を

制
御
・
抑
制
す
る
言
葉
と
し
て
機
能
す
る
も
の
で
あ
る
。

六　

自
己
認
識
を
持
た
な
い
存
在
・
源
典
侍

　

一
方
で
、
他
者
の
眼
を
意
識
せ
ず
、
自
己
を
抑
制
し
な
い
存
在

も
い
る
。『
源
氏
物
語
』
紅
葉
賀
巻
に
お
け
る
源
典
侍
は
、
光
源

氏
の
父
・
桐
壺
帝
に
近
侍
す
る
高
齢
の
女
官
で
あ
り
、
そ
の
地
位

は
内
侍
司
の
次
官
の
典
侍
で
あ
る
。

年
い
た
う
老
い
た
る
典
侍
、
人
も
や
む
ご
と
な
く
心
ば
せ
あ

り
て
、
あ
て
に
お
ぼ
え
高
く
は
あ
り
な
が
ら
、
い
み
じ
う
あ

だ
め
い
た
る
心
ざ
ま
に
て
、
そ
な
た
に
は
重
か
ら
ぬ
あ
る
を
、

か
う
さ
だ
過
ぐ
る
ま
で
、
な
ど
さ
し
も
乱
る
ら
む
と
い
ぶ
か

し
く
お
ぼ
え
た
ま
ひ
け
れ
ば
、
戯
れ
言
い
ひ
ふ
れ
て
こ
こ
ろ



― 17 ―

り
、
評
価
者
と
評
価
対
象
は
一
致
し
て
い
る
。「
に
げ
な
し
」
は
、

他
者
へ
評
価
を
下
す
だ
け
で
な
く
、
社
会
的
な
場
に
お
い
て
不
調

和
・
不
相
応
な
自
己
の
存
在
を
認
識
し
た
際
に
自
分
自
身
を
評
価

し
て
い
る
。

　

自
己
認
識
と
し
て
表
現
さ
れ
る
際
に
「
に
げ
な
し
」
が
絶
え
ず

自
己
の
内
面
に
向
け
ら
れ
る
言
葉
で
あ
る
の
は
、
社
会
構
造
上
、

関
係
の
構
築
が
好
ま
し
く
な
い
と
い
う
外
か
ら
の
制
限
を
意
識
す

る
た
め
に
生
じ
る
の
で
あ
る
。
光
源
氏
は
源
典
侍
に
対
し
て
ふ
た

り
の
関
係
性
を
「
に
げ
な
し
」
と
伝
え
な
い
。「
に
げ
な
し
」
と

い
う
対
外
的
な
評
価
は
、
社
会
関
係
の
構
築
を
阻
害
す
る
恐
れ
が

あ
る
た
め
で
あ
る
。
実
際
、
光
源
氏
は
の
ち
に
源
典
侍
と
共
寝
を

し
て
、
関
係
を
発
展
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
。「
に
げ
な
し
」
と
評

価
し
な
が
ら
も
、
そ
れ
が
表
面
化
さ
れ
な
け
れ
ば
、
そ
の
関
係
が

断
絶
す
る
と
は
限
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　
『
平
中
物
語
』
で
は
、
男
女
が
和
歌
の
応
酬
を
重
ね
な
が
ら
も

「
に
げ
な
し
」
と
伝
え
た
こ
と
で
関
係
が
そ
れ
き
り
に
な
っ
た
例

が
あ
る
。

ま
た
、
こ
の
男
、
人
と
も
の
い
ふ
に
、
返
り
こ
と
は
す
る
も

の
か
ら
、
あ
は
で
ほ
ど
経
け
れ
ば
、
男
、

　

わ
れ
の
み
や
燃
え
て
か
へ
ら
む
よ
と
と
も
に
思
ひ
も
な
ら

ぬ
富
士
の
嶺
の
ご
と

女
、
返
し
、

風
冷
や
か
に
う
ち
吹
き
て
、
や
や
更
け
ゆ
く
ほ
ど
に
、
す
こ

し
ま
ど
ろ
む
に
や
と
見
ゆ
る
気
色
な
れ
ば
、
や
を
ら
入
り
く

る
に
、
君
は
と
け
て
し
も
寝
た
ま
は
ぬ
心
な
れ
ば
ふ
と
聞
き

つ
け
て
、
こ
の
中
将
と
は
思
ひ
よ
ら
ず
、
な
ほ
忘
れ
が
た
く

す
な
る
修
理
大
夫
に
こ
そ
あ
ら
め
と
思
す
に
、
お
と
な
お
と

な
し
き
人
に
、
か
く
似
げ
な
き
ふ
る
ま
ひ
を
し
て
、
見
つ
け

ら
れ
ん
こ
と
は
恥
づ
か
し
け
れ
ば
、「
あ
な
、
わ
づ
ら
は
し
。

出
で
な
む
よ
。
蜘
蛛
の
ふ
る
ま
ひ
は
し
る
か
り
つ
ら
む
も
の

を
。
心
憂
く
す
か
し
た
ま
ひ
け
る
よ
」
と
て
、
直
衣
ば
か
り

を
取
り
て
、
屛
風
の
背
後
に
入
り
た
ま
ひ
ぬ
。

 

同
書
、
三
四
一
頁

　

若
き
光
源
氏
に
対
し
て
老
い
た
源
内
侍
が
恋
の
歌
を
詠
む
。
こ

の
場
合
、「
に
げ
な
し
」
と
い
う
認
識
を
源
氏
が
持
っ
て
、
人
目

を
気
に
す
る
の
に
対
し
て
、
そ
も
そ
も
源
典
侍
は
そ
の
よ
う
な
認

識
す
ら
持
っ
て
い
な
い
。
自
己
認
識
を
持
つ
も
の
と
持
た
ざ
る
も

の
が
は
っ
き
り
と
分
か
れ
て
い
る
。「
に
げ
な
し
」
と
認
識
し
な

が
ら
も
源
典
侍
と
関
係
を
持
っ
た
光
源
氏
は
人
に
露
見
す
る
こ
と

を
恐
れ
て
い
る
。
や
は
り
、「
に
げ
な
し
」
と
い
う
表
現
は
人
の

目
を
気
に
す
る
表
現
な
の
で
あ
る
。

　

こ
の
例
か
ら
は
「
人
」
の
存
在
が
意
識
さ
れ
、
他
者
か
ら
の
マ

イ
ナ
ス
評
価
を
懸
念
す
る
評
価
主
体
の
心
の
動
き
が
確
認
で
き
る
。

こ
こ
で
も
、
自
己
に
対
し
て
「
に
げ
な
し
」
と
評
価
を
下
し
て
お
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22
％
を
占
め
る
も
の
の
、
相
手
に
直
接
「
に
げ
な
し
」
と
伝
え
る

例
は
こ
の
1
例
の
み
と
な
っ
て
い
る
。

　

光
源
氏
が
心
の
中
で
繰
り
返
し
「
に
げ
な
し
」
と
言
い
な
が
ら
、

源
典
侍
に
そ
れ
を
伝
え
よ
う
と
は
し
な
い
の
は
、
関
係
の
構
築
が

困
難
に
な
る
ほ
ど
に
「
に
げ
な
し
」
が
厳
し
い
評
価
の
形
容
詞
で

あ
る
た
め
で
あ
る
。「
に
げ
な
し
」
は
人
事
を
比
較
検
討
し
て
不

相
応
と
す
る
評
価
を
下
す
表
現
で
あ
る
た
め
、
比
較
さ
れ
た
評
価

対
象
の
心
象
を
悪
く
す
る
恐
れ
が
あ
る
。「
に
げ
な
し
」
に
お
い

て
、
評
価
主
体
は
本
音
を
あ
り
の
ま
ま
述
べ
立
て
る
こ
と
は
な
い
。

評
価
対
象
と
の
不
和
を
避
け
る
た
め
と
考
え
ら
れ
る
。

　

光
源
氏
の
妻
の
ひ
と
り
で
あ
る
花
散
里
は
、
源
典
侍
と
は
対
照

的
な
歌
を
詠
む
。

そ
の
駒
も
す
さ
め
ぬ
草
と
名
に
た
て
る
汀
の
あ
や
め
今
日
や

ひ
き
つ
る　

◎

と
お
ほ
ど
か
に
聞
こ
え
た
ま
ふ
。
何
ば
か
り
の
こ
と
に
も
あ

ら
ね
ど
、
あ
は
れ
と
思
し
た
り
。

　

に
ほ
ど
り
に
影
を
な
ら
ぶ
る
若
駒
は
い
つ
か
あ
や
め
に
ひ

き
わ
か
る
べ
き

あ
い
だ
ち
な
き
御
言
ど
も
な
り
や
。（
…
）け
近
く
な
ど
あ
ら

ぬ
筋
を
ば
、
い
と
に
げ
な
か
る
べ
き
筋
に
思
ひ
離
れ
は
て
き

こ
え
た
ま
へ
れ
ば
、
あ
な
が
ち
に
も
聞
こ
え
た
ま
は
ず
。

　

富
士
の
嶺
の
な
ら
ぬ
思
ひ
も
燃
え
ば
燃
え
神
だ
に
消
た
ぬ

む
な
し
煙
を

ま
た
、
男
、
返
し
、

　

神
よ
り
も
君
は
消
た
な
む
た
れ
に
よ
り
な
ま
な
ま
し
身
の

燃
ゆ
る
思
ひ
ぞ

ま
た
、
女
、
返
し
、

　

か
れ
ぬ
身
を
燃
ゆ
と
聞
く
と
も
い
か
が
せ
む
消
ち
こ
そ
し

ら
ね
み
づ
な
ら
ぬ
身
は

か
う
歌
も
よ
み
、
を
か
し
か
り
け
れ
ど
、「
ま
め
や
か
に
、

に
げ
な
し
」
と
い
ひ
け
れ
ば
、
い
ひ
や
み
に
け
り
。

 
『
平
中
物
語
』　

四
七
六
頁

　

二
首
目
は
『
古
今
和
歌
集
』（
雑
体
、
一
〇
二
八
番
歌
）誹
諧
歌

に
紀
乳
母
と
し
て
採
録
さ
れ
る
。
紀
乳
母
は
陽
成
天
皇
の
乳
母
で

あ
る
紀
全
子
で
あ
る
。
陽
成
天
皇
は
『
日
本
紀
略
』
に
よ
る
と
貞

観
十
年（
八
六
八
年
）生
ま
れ
で
あ
る
。
平
中
は
『
古
今
和
歌
集
目

録
』
に
よ
る
と
寛
平
三
年（
八
九
一
年
）に
内
舎
人
に
任
ぜ
ら
れ
る

た
め
、
陽
成
天
皇
と
は
ほ
ぼ
同
年
か
年
下
で
あ
る
と
推
定
さ
れ
る
。

し
た
が
っ
て
、「
女
」
と
「
男
」
は
母
子
ほ
ど
の
年
齢
差
が
あ
っ

た
と
理
解
さ
れ
る
。
こ
こ
で
は
「
に
げ
な
し
」
と
い
う
評
価
が

「
女
」
か
ら
「
男
」
に
伝
え
ら
れ
て
い
る
。「
に
げ
な
し
」
と
告
げ

る
こ
と
が
関
係
の
拒
否
と
し
て
受
け
取
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
に
げ
な
し
」
の
会
話
文
に
お
け
る
使
用
は
11
例
あ
り
、
全
体
の
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化
さ
せ
、
花
散
里
の
方
で
は
我
が
身
を
自
虐
す
る
こ
と
で
男
女
関

係
か
ら
身
を
引
く
歌
と
し
て
詠
ま
れ
て
い
る
。「
に
げ
な
し
」
と

い
う
認
識
が
あ
る
か
否
か
で
本
歌
の
受
け
取
り
方
が
大
き
く
変
化

し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

老
女
・
源
典
侍
の
ほ
う
は
、
家
柄
や
美
質
、
教
養
に
優
れ
る
存

在
で
あ
る
が
、
そ
の
好
色
さ
が
際
立
っ
て
い
る
こ
と
が
強
調
さ
れ

る
。「〔
光
源
氏
が
〕に
げ
な
く
、
人
や
見
つ
け
ん
と
苦
し
き
を
、

女
は
さ
も
思
ひ
た
ら
ず
」
と
あ
る
よ
う
に
、
社
会
通
念
か
ら
す
れ

ば
男
女
の
関
係
を
結
ぶ
年
齢
で
は
な
い
も
の
の
、
源
典
侍
は
自
ら

の
年
齢
に
捉
わ
れ
ず
、
性
を
解
放
し
て
い
る
。
光
源
氏
は
源
典
侍

と
の
関
係
を
繰
り
返
し
「
に
げ
な
し
」
と
評
価
し
、「
恥
づ
か
し
」

と
感
じ
て
い
る
が
、
源
典
侍
は
社
会
通
念
か
ら
自
己
を
評
価
し
て

い
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
源
典
侍
に
と
っ
て
の
「
恥
」
と
は
、

言
い
寄
っ
た
男
に
つ
れ
な
く
さ
れ
る
女
の
「
身
の
恥
」
と
し
て
表

出
さ
れ
、「
に
げ
な
し
」
と
い
う
評
価
な
ど
は
思
い
も
よ
ら
な
い

こ
と
な
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
通
り
、
源
典
侍
の
よ
う
な
自
己
認
識
を

持
た
な
い
存
在
が
社
会
か
ら
放
逐
さ
れ
た
り
、
否
定
さ
れ
た
り
す

る
と
は
限
ら
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、「
に
げ
な
し
」
の
用
例
か
ら
わ

か
る
よ
う
に
、
人
々
は
社
会
的
な
基
準
か
ら
逸
脱
す
る
存
在
に
対

し
て
秩
序
の
乱
れ
を
感
知
し
、
自
分
自
身
の
行
動
あ
る
い
は
他
者

の
行
動
を
抑
制
し
よ
う
と
す
る
な
ど
の
反
応
を
示
し
て
い
る
。
が
、

 

『
源
氏
物
語
』
蛍
巻　

二
〇
九
頁

　

花
散
里
は
「
容
貌
ま
ほ
な
ら
ず
お
は
し
け
る
」（
少
女
巻
、
六
七

頁
）も
の
の
、「
お
い
ら
か
に
ら
う
た
げ
」（
澪
標
巻
、
二
九
九
頁
）

な
女
君
と
い
う
特
徴
を
持
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
男
女
関
係
を
結

ぶ
に
は
年
を
と
っ
た
と
い
う
こ
と
を
一
般
的
な
価
値
基
準
か
ら
判

断
す
る
。
源
氏
が
花
散
里
の
も
と
へ
泊
ま
り
に
や
っ
て
き
た
夜
、

ふ
た
り
は
間
に
几
帳
を
隔
て
て
別
々
に
寝
て
い
る
と
記
さ
れ
て
い

る
。

　

花
散
里
は
「
に
げ
な
し
」
と
い
う
認
識
を
持
つ
が
故
に
、
男
女

関
係
を
遠
慮
し
て
い
る
。
社
会
通
念
を
内
在
化
し
た
認
識
が
行
動

を
抑
制
し
、
想
定
さ
れ
る
男
女
関
係
の
基
準
か
ら
逸
脱
し
な
い
。

「
に
げ
な
し
」
と
い
う
感
覚
を
持
つ
花
散
里
は
、
そ
れ
を
持
た
な

い
源
典
侍
と
対
照
的
に
振
る
舞
う
。
◎
で
示
し
た
「
そ
の
駒
も
す

さ
め
ぬ
草
と
名
に
た
て
る
汀
の
あ
や
め
今
日
や
ひ
き
つ
る
」
と
い

う
花
散
里
の
歌
と
、
先
に
挙
げ
た
光
源
氏
と
源
典
侍
の
や
り
と
り

の
場
面
に
見
え
た
「
君
し
来
ば
手
な
れ
の
駒
に
刈
り
飼
は
む
さ
か

り
過
ぎ
た
る
下
葉
な
り
と
も
」
と
い
う
源
典
侍
の
歌
は
、
ど
ち
ら

も
『
古
今
和
歌
集
』
の
「
大
荒
木
の
も
り
の
下
草
お
い
ぬ
れ
ば
駒

も
す
さ
め
ず
か
る
人
も
な
し
」（
雑
歌
上
、
八
九
二
番
歌
）を
本
歌

取
り
し
た
も
の
で
あ
る
。
も
と
も
と
老
い
た
女
性
が
男
性
か
ら
言

い
寄
ら
れ
な
い
こ
と
を
伝
え
る
誹
諧
の
歌
で
あ
っ
た
も
の
を
、
源

典
侍
は
同
情
を
引
く
こ
と
で
男
女
関
係
を
持
と
う
と
す
る
歌
に
変
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に
当
て
は
め
ら
れ
る
。
社
会
的
な
基
準
か
ら
大
き
く
ズ
レ
た
も
の

に
対
し
て
は
マ
イ
ナ
ス
の
評
価
が
下
さ
れ
る
。
特
に
恋
愛
の
場
面

に
お
い
て
年
齢
を
問
題
に
す
る
傾
向
が
あ
り
、
通
常
、
恋
愛
を
す

る
年
齢
で
は
な
い
と
判
断
さ
れ
る
と
き
に
「
に
げ
な
し
」
と
評
価

さ
れ
る
。
社
会
関
係
を
「
に
げ
な
し
」
と
評
価
す
る
場
合
、
関
係

の
構
築
が
阻
害
さ
れ
る
・
断
絶
す
る
・
失
敗
す
る
な
ど
負
の
結
果

に
つ
な
が
る
こ
と
が
あ
る
。

　
「
に
げ
な
し
」
と
い
う
表
現
を
使
用
す
る
評
価
主
体
は
人
目
を

気
に
し
て
お
り
、
個
人
の
気
持
ち
よ
り
も
社
会
が
ど
の
よ
う
に
思

う
か
と
い
う
こ
と
を
重
視
す
る
。
評
価
主
体
は
社
会
の
眼
を
内
在

化
し
、
社
会
が
共
有
し
て
い
る
価
値
基
準
に
よ
っ
て
対
象
を
評
価

し
て
い
る
。

　

他
者
評
価
の
場
合
は
不
快
感
を
示
す
表
現
と
な
り
得
る
た
め
、

「
に
げ
な
し
」
と
い
う
評
価
は
評
価
対
象
に
対
し
て
直
接
表
現
さ

れ
る
も
の
で
は
な
い
。
一
方
で
、
自
己
評
価
の
場
合
、
社
会
通
念

を
内
在
化
し
た
認
識
か
ら
自
己
の
立
場
を
捉
え
よ
う
と
す
る
た
め
、

自
己
に
理
性
的
な
行
動
を
促
す
表
現
と
な
る
。

　
『
源
氏
物
語
』
に
お
け
る
「
に
げ
な
し
」
を
調
査
し
た
結
果
、

「
に
げ
な
し
」
は
自
己
認
識
を
持
つ
人
物
と
、
そ
れ
を
持
た
な
い

人
物
で
書
き
分
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。「
に

げ
な
し
」
と
い
う
自
己
認
識
を
持
つ
葵
の
上
や
六
条
御
息
所
、
花

散
里
の
よ
う
な
女
性
た
ち
は
光
源
氏
と
の
恋
愛
関
係
に
対
し
て
消

極
的
で
あ
り
、「
に
げ
な
し
」
と
い
う
自
己
認
識
を
持
た
な
い
源

人
間
関
係
や
個
人
に
と
っ
て
、
秩
序
が
守
ら
れ
る
こ
と
、
逸
脱
し

た
存
在
を
放
逐
す
る
こ
と
が
必
ず
し
も
プ
ラ
ス
に
な
る
わ
け
で
は

な
い
。
社
会
関
係
が
身
分
や
年
齢
と
い
う
基
準
に
従
っ
て
構
築
さ

れ
る
と
は
限
ら
な
い
。
社
会
構
造
上
、
不
変
的
な
基
準
を
持
っ
て

線
引
き
を
し
な
が
ら
も
、
機
械
的
に
関
係
を
切
り
結
ぶ
の
で
は
な

く
、
情
緒
的
に
関
係
を
取
捨
選
択
し
て
い
る
。
そ
れ
は
特
に
恋
愛

と
い
う
二
者
間
の
社
会
関
係
に
顕
著
で
あ
る
。

　

源
典
侍
は
光
源
氏
と
の
恋
愛
に
お
い
て
は
そ
の
年
齢
差
が
問
題

視
さ
れ
、「
に
げ
な
し
」
と
評
価
さ
れ
る
存
在
で
あ
る
が
、
源
典

侍
は
光
源
氏
や
光
源
氏
の
好
敵
手
で
あ
る
頭
中
将
と
男
女
関
係
を

結
び
な
が
ら
も
、
典
侍
と
い
う
地
位
に
あ
っ
て
、
そ
の
社
会
的
立

場
が
揺
ら
が
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
桐
壺
帝
も
承
知
し
た
う

え
で
、
咎
め
ら
れ
る
こ
と
も
な
く
、
源
典
侍
は
最
後
の
登
場
と
な

る
朝
顔
巻
に
お
い
て
も
光
源
氏
と
自
分
の
関
係
を
不
相
応
で
あ
る

と
は
思
う
こ
と
も
な
か
っ
た
。
源
典
侍
は
、
社
会
通
念
か
ら
自
己

を
評
価
す
る
「
に
げ
な
し
」
の
よ
う
な
自
己
認
識
を
持
た
な
い
人

物
と
し
て
造
型
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

七　

お
わ
り
に

　
「
に
げ
な
し
」
と
は
社
会
通
念
を
内
在
化
し
た
自
己
認
識
を
表

す
形
容
詞
で
あ
る
。
評
価
対
象
が
結
ぼ
う
と
す
る
社
会
関
係（
Ｂ
）

に
対
し
て
、
評
価
対
象
の
立
場（
Ａ
）を
問
題
と
す
る
。
評
価
対
象

が
結
ぼ
う
と
す
る
社
会
関
係
は
社
会
通
念
か
ら
形
成
さ
れ
る
基
準
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間
の
息
苦
し
さ
を
描
い
て
い
る
。
そ
し
て
、
源
典
侍
は
、
そ
の
主

題
か
ら
切
り
離
さ
れ
る
点
で
特
異
な
存
在
で
あ
り
、
切
り
離
さ
れ

た
存
在
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
そ
こ
に
雁
字
搦
め
に
な
っ
て
い
る
人

物
た
ち
と
対
照
化
さ
れ
る
。
貴
族
社
会
に
生
き
る
こ
と
の
息
苦
し

さ
と
い
う
主
題
は
、
同
じ
平
安
時
代
の
仮
名
文
学
作
品
を
読
み
と

く
上
で
も
重
要
な
問
題
で
あ
る
。
社
会
の
実
相
が
作
品
に
及
ぼ
す

も
の
を
摑
ん
で
は
じ
め
て
、
作
品
の
意
味
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く

る
。
貴
族
社
会
で
共
有
さ
れ
る
基
準
は
不
文
律
で
あ
り
な
が
ら
不

変
項
で
あ
る
。
基
準
か
ら
逸
脱
す
る
こ
と
は
貴
族
社
会
か
ら
逸
脱

す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
社
会
通
念
を
自
分
の
う
ち
に
取
り
入
れ
、

内
在
化
さ
せ
る
こ
と
は
、
自
分
の
属
す
る
社
会
の
ル
ー
ル
に
従
っ

て
生
き
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
個
人
の
自
由
は
限
定
的
な
も
の

と
な
る
。
評
価
の
形
容
詞
「
に
げ
な
し
」
は
、
こ
の
よ
う
な
社
会

の
論
理
を
反
映
し
た
認
識
で
あ
っ
た
と
し
、
本
稿
の
帰
結
と
す
る
。

【
注
】

（
1
）　

用
例
収
集
に
は
国
立
国
語
研
究
所
『
日
本
語
歴
史
コ
ー
パ
ス　

平
安
時
代
編
』
を
使
用
し
た
。『
日
本
語
歴
史
コ
ー
パ
ス 

平
安
時

代
編
』
が
収
録
す
る
仮
名
文
学
作
品
は
以
下
の
16
作
品
で
あ
る
。

古
今
和
歌
集
・
土
佐
日
記
・
竹
取
物
語
・
伊
勢
物
語
・
落
窪
物

語
・
大
和
物
語
・
枕
草
子
・
源
氏
物
語
・
紫
式
部
日
記
・
和
泉
式

部
日
記
・
平
中
物
語
・
堤
中
納
言
物
語
・
更
級
日
記
・
讃
岐
典
侍

日
記
・
蜻
蛉
日
記
・
大
鏡
。
全
て
の
テ
キ
ス
ト
に
読
み
・
品
詞
な

典
侍
は
積
極
的
に
関
係
を
結
ぼ
う
と
す
る
。「
に
げ
な
し
」
と
い

う
自
己
認
識
を
持
つ
人
物
た
ち
は
、
社
会
の
論
理
に
照
ら
し
た
基

準
で
動
き
、
恋
愛
の
場
に
お
い
て
も
自
分
の
気
持
ち
を
優
先
す
る

こ
と
は
な
い
。「
に
げ
な
し
」
と
い
う
自
己
認
識
を
持
た
な
い
源

典
侍
は
、
恋
愛
の
場
で
個
人
の
自
由
を
謳
歌
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
社
会
が
共
有
す
る
認
識
を
持
た
な
い
か
ら
と
い
っ
て
、

社
会
か
ら
つ
ま
は
じ
き
に
な
る
わ
け
で
は
な
い
。「
に
げ
な
し
」

は
他
者
を
排
除
す
る
表
現
で
は
な
く
、
社
会
の
論
理
に
則
し
て
自

己
を
抑
圧
し
統
御
し
よ
う
と
す
る
表
現
で
あ
る
。
社
会
通
念
を
内

在
化
し
た
認
識
と
し
て
、
他
者（
世
間
）に
不
快
感（
不
利
益
）を
与

え
ま
い
と
評
価
者
の
心
の
う
ち
に
機
能
す
る
。「
に
げ
な
し
」
と

い
う
自
己
認
識
の
深
化
は
、
社
会
の
論
理
を
優
先
し
て
自
己
を
抑

制
す
る
の
で
あ
る
。
一
方
、
自
己
認
識
を
持
た
な
い
者
は
個
人
の

気
持
ち
に
対
し
て
屈
託
が
な
い
。
源
典
侍
は
光
源
氏
か
ら
社
会
が

共
有
す
る
価
値
基
準
を
持
た
な
い
人
物
で
あ
る
と
評
価
さ
れ
な
が

ら
も
、
自
己
認
識
の
欠
如
の
た
め
に
光
源
氏
と
の
関
係
に
葛
藤
す

る
こ
と
な
く
、『
源
氏
物
語
』
の
中
で
ひ
た
す
ら
に
光
源
氏
と
の

関
係
を
結
ぼ
う
と
す
る
。

　
「
に
げ
な
し
」
か
ら
『
源
氏
物
語
』
の
人
物
造
型
を
見
る
と
、

社
会
の
論
理
の
中
で
の
生
き
方
が
見
え
て
く
る
。
社
会
通
念
を
認

識
し
、
そ
れ
を
内
在
化
す
る
者
は
、
他
者
か
ら
ど
の
よ
う
に
思
わ

れ
る
か
を
意
識
す
る
あ
ま
り
、
人
間
関
係
を
結
ぶ
際
に
葛
藤
し
、

苦
悩
を
抱
え
る
。『
源
氏
物
語
』
は
貴
族
社
会
の
中
に
生
き
る
人
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に
後
続
す
る
の
に
は
性
質
の
上
で
一
致
が
理
由
と
し
て
考
え
ら
れ

る
。

（
4
）　

人
物
の
容
姿
を
見
て
評
価
す
る
例
は
3
例（
6
％
）と
少
な
く
、

年
齢
22
例（
42
％
）、
社
会
関
係
11
例（
21
％
）が
具
体
的
な
尺
度
と

し
て
ま
と
ま
り
を
見
せ
る
。
そ
の
他
は
身
分
が
4
例
、
能
力
が
2

例
、
行
動
が
1
例
と
な
る
。

（
5
）　

恋
愛
の
場
以
外
で
は
、
年
齢
に
対
し
て
職
業
を
評
価
す
る
内

容
が
2
例
、
噂
に
対
し
て
「
筋
違
い
で
あ
る
」
と
否
定
す
る
1
例

〈
藤
袴
巻　

三
三
六
頁
〉が
確
認
で
き
る
。

（
6
）　

貴
族
社
会
の
中
に
存
在
す
る
基
準
が
主
体
に
内
在
化
さ
れ
て

い
る
場
合
、
以
下
の
よ
う
に
表
現
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。

「
そ
の
大
和
言
葉
だ
に
、
つ
き
な
く
な
ら
ひ
に
け
れ
ば
、
ま
し
て

こ
れ
は
」
と
言
ふ
、
い
と
か
た
は
に
心
お
く
れ
た
り
と
は
見
え
ず
。

 

『
源
氏
物
語
』
東
屋
巻　

一
〇
〇
頁

こ
こ
で
は
、
出
家
し
た
身
で
風
流
な
遊
び
に
手
出
し
す
る
こ
と
へ

の
遠
慮
が
見
え
、
均
衡
を
乱
さ
な
い
よ
う
に
配
慮
さ
れ
て
い
る
。

会
話
の
中
で
自
己
評
価
す
る
こ
と
で
基
準
を
持
っ
て
い
る
こ
と
を

相
手
に
明
示
し
て
い
る
。
自
分
は
社
会
的
立
場
を
理
解
し
て
い
る

こ
と
を
相
手
に
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
負
の
感
情
は
、
関
係
の

構
築
を
困
難
に
さ
せ
る
。
他
者
が
ど
う
思
う
か
と
い
う
懸
念
は
、

他
者
へ
の
配
慮
に
つ
な
が
る
。
保
身
の
た
め
に
人
目
を
気
に
す
る

こ
と
が
、
結
果
的
に
他
者
を
不
快
に
さ
せ
な
い
こ
と
に
な
る
。

（
お
は
ら　

み
と
き　

本
学
大
学
院
博
士
課
程
前
期
）

ど
の
形
態
論
情
報
が
付
与
さ
れ
て
い
る
ほ
か
、
本
文
に
は
地
の

文
・
会
話
・
和
歌
の
種
別
、
話
者
の
情
報（『
源
氏
物
語
』
の
み
）

等
が
付
与
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
形
容
詞
「
に
げ
な
し
」
49
例

が
確
認
で
き
た
。
そ
の
う
ち
の
42
例
は
『
源
氏
物
語
』
の
も
の
で
、

残
り
は
『
蜻
蛉
日
記
』
3
例
、『
平
中
物
語
』
2
例
、『
伊
勢
物

語
』
1
例
、『
枕
草
子
』
の
章
段
名
が
1
例
と
な
る
。『
枕
草
子
』

で
は
「
に
げ
な
き
も
の
」
の
具
体
例
が
列
挙
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、

本
文
に
は
「
に
げ
な
し
」
と
い
う
表
現
は
見
ら
れ
な
い
た
め
、
こ

れ
ら
を
「
に
げ
な
し
」
の
用
例
と
し
て
は
数
え
ず
、
事
例
と
し
て

の
み
扱
う
こ
と
に
し
た
。
な
お
、
私
に
『
狭
衣
物
語
』
か
ら
抽
出

し
た
3
例
を
加
え
、
計
17
作
品
よ
り
形
容
詞
「
に
げ
な
し
」
計
52

例
を
調
査
し
た
。
な
お
、
用
例
は
す
べ
て
『
新
編　

日
本
古
典
文

学
全
集
』（
小
学
館
）か
ら
引
用
し
、
主
語
や
目
的
語
な
ど
、
前
後

の
文
脈
等
の
補
足
が
必
要
な
際
に
は
私
に〔　

〕で
説
明
を
付
し
た
。

　

国
立
国
語
研
究
所
『
日
本
語
歴
史
コ
ー
パ
ス　

平
安
時
代
編
』

https://pj.ninjal.ac.jp/corpus_center/chj/heian.htm
l（

二

〇
二
〇
年
一
二
月
二
日
確
認
）

（
2
）　

本
稿
が
取
り
扱
っ
た
形
容
詞
「
に
げ
な
し
」
の
用
例
に
お
い

て
、『
新
編　

日
本
古
典
文
学
全
集
』（
小
学
館
）の
校
訂
で
「　

」

で
囲
ま
れ
て
い
る
も
の
を
会
話
文
と
し
て
分
類
し
、
ま
た
、「
思

ふ
」
や
「
思
す
」、
こ
れ
ら
を
含
む
複
合
動
詞
が
後
続
す
る
も
の

は
心
内
文
と
し
て
分
類
し
た
。

（
3
）　

視
覚
情
報
か
ら
推
定
す
る
助
動
詞
「
め
り
」
を
選
択
し
て
い

る
点
か
ら
も
、
状
況
を
目
の
当
た
り
に
し
て
い
る
と
伝
え
る
態
度

が
あ
る
。
判
断
を
示
す
助
動
詞
が
評
価
の
形
容
詞
「
に
げ
な
し
」


