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1 はじめに

は
じ
め
に
　

─
『
紫
式
部
日
記
』
と
い
う
作
品

─

『
紫
式
部
日
記
』（
以
下
『
日
記
』
と
略
記
す
る
）
と
い
う
作
品
は
、
ど
の
よ
う
な
作
品
と
捉
え
、
ど
の
よ
う
に
読
め
ば
よ
い
の
で
あ
ろ

う
か
。
文
学
史
上
の
一
般
通
念
で
は
、
今
日
、『
日
記
』
は
前
後
の
『
蜻
蛉
日
記
』
や
『
更
級
日
記
』
と
と
も
に
平
安
時
代
の
女
流
日
記

文
学
の
ひ
と
つ
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
記
述
内
容
や
記
述
方
法
、
作
品
形
態
等
を
見
る
と
こ
れ
ら
の
日
記
と
は
同
質
に
扱
え
な

い
点
を
数
多
く
も
っ
た
作
品
な
の
で
あ
る
）
（
（

。　

た
と
え
ば
、『
日
記
』
は
、『
蜻
蛉
日
記
』
や
『
更
級
日
記
』
が
過
去
の
自
分
の
人
生
を
は
る
か
後
の
晩
年
に
な
っ
て
回
想
、
執
筆
し
て

い
る
の
に
対
し
て
、
作
者
が
現
実
の
宮
仕
え
生
活
の
中
で
直
接
見
聞
体
験
し
た
事
柄
を
、
出
来
事
に
比
較
的
近
い
時
点
、
す
な
わ
ち
、
宮

仕
え
生
活
の
現
実
の
中
で
直
截
に
記
そ
う
と
し
て
お
り
、
記
録
性
の
濃
厚
な
「
現
在
の
日
記
」
と
い
っ
て
も
よ
い
作
品
で
あ
る
。
ま
た
、

そ
の
作
品
形
態
を
見
て
も
、『
蜻
蛉
日
記
』
や
『
更
級
日
記
』
が
そ
れ
ぞ
れ
個
々
に
表
現
形
態
の
差
異
を
感
じ
さ
せ
る
部
分
を
多
少
は
持

ち
な
が
ら
も
作
品
全
体
と
し
て
は
一
貫
し
た
形
態
を
持
っ
て
い
る
の
に
対
し
て
、『
日
記
』
は
後
に
示
す
よ
う
に
一
つ
の
作
品
の
中
に
記

録
的
部
分
、
随
想
的
部
分
、
和
歌
贈
答
を
中
心
と
し
た
家
集
的
部
分
と
い
っ
た
さ
ま
ざ
ま
な
表
現
形
態
が
混
在
し
、
首
尾
一
貫
し
た
作
品

形
態
を
見
せ
て
い
な
い
。
し
か
も
、
こ
れ
ら
の
表
現
形
態
の
う
ち
の
随
想
的
部
分
は
明
ら
か
に
虚
構
と
思
わ
れ
る
文
体
が
用
い
ら
れ
て
お

り
、『
蜻
蛉
日
記
』
や
『
更
級
日
記
』
な
ど
の
他
の
女
流
日
記
文
学
と
は
明
ら
か
に
異
な
っ
た
特
質
を
も
っ
た
作
品
な
の
で
あ
る
。

む
ろ
ん
、
こ
う
し
た
比
較
は
『
日
記
』
を
現
存
形
態
の
ま
ま
に
捉
え
た
上
で
の
こ
と
で
あ
る
が
、
私
見
と
し
て
は
、『
日
記
』
は
現
存

形
態
の
ま
ま
で
十
分
に
読
み
得
る
も
の
を
持
っ
て
お
り
、
む
し
ろ
現
存
形
態
の
ま
ま
で
読
む
こ
と
で
何
が
見
え
て
く
る
の
か
を
考
え
た
い

と
思
っ
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
、
現
存
す
る
『
日
記
』
が
ど
の
よ
う
な
作
品
で
あ
る
か
を
把
握
す
る
た
め
に
は
、
そ
の
内
容
と
多
様
な
表
現
形
態
と
が
そ
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つ
ま
り
、『
日
記
』
の
中
心
は
、
一
条
帝
中
宮
彰
子
腹
第
二
・
第
三
皇
子
（
敦
成
親
王
・
敦
良
親
王
）
の
誕
生
と
そ
れ
に
伴
う
種
々
の

慶
祝
行
事
の
記
録
に
お
か
れ
、
中
宮
彰
子
や
そ
の
父
藤
原
道
長
の
栄
華
の
極
み
を
つ
ぶ
さ
に
記
録
す
る
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

作
者
の
紫
式
部
は
、
寛
弘
二
年
（
一
〇
〇
五
）
ご
ろ
か
ら
長
和
二
年
（
一
〇
一
三
）
ご
ろ
ま
で
の
約
八
年
間
、
中
宮
彰
子
に
仕
え
た
と

思
わ
れ
る
が
、『
日
記
』
に
記
さ
れ
て
い
る
の
は
そ
の
宮
仕
え
生
活
の
中
の
寛
弘
五
年
（
一
〇
〇
八
）
秋
か
ら
寛
弘
七
年
（
一
〇
一
〇
）

正
月
に
至
る
ま
で
の
わ
ず
か
一
年
半
の
出
来
事
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
は
皇
子
誕
生
に
よ
っ
て
道
長
政
権
の
栄
華
の
基
盤
が
着
実

に
構
築
さ
れ
て
い
く
の
を
目
の
当
た
り
に
す
る
期
間
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
そ
う
し
た
期
間
の
、
そ
う
し
た
出
来
事
の
み
が
切
り
取

ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
執
筆
者
で
あ
る
紫
式
部
自
身
の
選
択
に
よ
る
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
む
し
ろ
、
そ
こ
に
は
主
家
筋
で
あ
る

藤
原
道
長
か
ら
の
強
い
要
請
が
あ
っ
た
こ
と
は
十
分
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

事
実
、
先
に
示
し
た
『
日
記
』
の
内
容
の
（
か
ら
4
の
配
分
比
率
に
つ
い
て
い
え
ば
、
（
の
敦
成
親
王
誕
生
に
か
か
わ
る
記
録
的
部
分

は
全
体
の
約
三
分
の
二
（
約
66
％
）
を
占
め
、
4
の
弟
宮
敦
良
親
王
関
係
記
事
を
加
え
る
と
道
長
家
待
望
の
皇
子
（
そ
れ
も
二
皇
子
）
誕
生

に
関
す
る
記
事
は
実
に
全
体
の
四
分
の
三
（
約
73
％
）
に
達
し
て
い
る
。
し
か
も
、
そ
れ
ら
の
記
事
は
い
ず
れ
も
生
彩
を
極
め
た
筆
致
で

詳
細
に
記
録
さ
れ
て
お
り
、
個
々
の
記
述
に
あ
っ
て
は
、
た
と
え
ば
「
禄
な
ど
も
た
ま
ひ
け
る
、
そ
の
こ
と
は
見
ず
。」（
敦
成
親
王
誕
生

後
の
「
御
佩
刀
・
御
臍
の
緒
・
御
乳
付
」）、「
御
湯
殿
は
酉
の
刻
と
か
。」（
同
、「
御
湯
殿
の
儀
」）、「
ま
た
つ
つ
み
た
る
も
の
そ
え
て
な
ど

ぞ
聞
き
は
べ
り
し
。
く
は
し
く
は
見
は
べ
ら
ず
。」（
同
、「
七
日
の
御
産
養
儀
」）
な
ど
の
表
現
が
随
所
に
あ
り
、
自
分
で
見
な
か
っ
た
こ

と
を
も
最
大
も
ら
さ
ず
記
録
し
よ
う
と
す
る
姿
勢
を
見
せ
て
い
る
。
そ
し
て
何
よ
り
も
い
え
る
こ
と
は
、
現
存
『
日
記
』
の
冒
頭
部
が
中

宮
彰
子
の
敦
成
親
王
出
産
の
た
め
の
道
長
邸
（
土
御
門
殿
）
へ
の
里
下
が
り
か
ら
始
ま
っ
て
お
り
、
そ
の
こ
ろ
の
土
御
門
殿
の
華
麗
な
光

景
が
身
重
な
中
宮
彰
子
の
様
子
と
と
も
に
賛
美
的
視
点
に
よ
っ
て
描
き
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
道
長
、
頼
通
、
倫
子
と
道

長
一
門
の
代
表
的
な
人
々
を
次
々
と
登
場
さ
せ
、
や
が
て
八
月
二
十
余
日
、
二
十
六
日
、（
九
月
）
九
日
、
十
日
、
十
一
日
と
日
付
を
付

し
な
が
ら
、「
九
月
十
一
日
」
の
敦
成
親
王
誕
生
の
喜
び
に
向
け
て
記
事
を
漸
層
法
的
に
配
列
し
て
い
く
。
ま
さ
に
そ
う
し
た
表
現
方
法

れ
ぞ
れ
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ら
が
相
互
に
ど
の
よ
う
な
関
わ
り
を
も
っ
て
い
る
の
か
を
解
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
の
手

が
か
り
と
し
て
、
そ
れ
ら
の
内
容
と
表
現
形
態
と
を
支
え
る
個
々
の
表
現
が
、
作
品
世
界
の
中
で
ど
の
よ
う
に
機
能
し
て
い
る
か
に
つ
い

て
考
察
し
た
い
と
考
え
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
私
は
、
作
品
の
中
の
個
々
の
表
現
は
表
現
主
体
で
あ
る
作
者
に
よ
っ
て
作
品
世
界
を
構
築

す
る
た
め
に
位
置
づ
け
ら
れ
、
特
に
、
他
の
文
脈
と
の
関
わ
り
に
お
い
て
作
品
的
意
味
性
を
担
わ
さ
れ
て
い
る
と
み
て
い
る
か
ら
で
あ

る
。本

書
の
目
的
も
、
こ
れ
ら
『
日
記
』
の
作
品
世
界
を
担
う
個
々
の
表
現
の
あ
り
よ
う
と
そ
の
意
味
性
を
読
み
解
く
と
こ
ろ
に
あ
る
が
、

ま
ず
は
、
本
書
の
「
は
じ
め
」
に
あ
た
っ
て
『
日
記
』
の
内
容
と
そ
の
多
様
な
表
現
形
態
に
つ
い
て
把
握
し
て
お
き
た
い
と
思
う
。

な
お
、
本
書
で
引
用
す
る
『
日
記
』
本
文
な
ら
び
に
分
節
は
、
す
べ
て
「
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
『
紫
式
部
日
記
』」（
小
学
館
）
に

拠
る
。
ま
た
、
分
節
を
示
す
時
は
ア
ラ
ビ
ア
数
字
を
用
い
る
こ
と
と
す
る
。

一
　『
日
記
』
の
内
容
と
そ
の
多
様
な
表
現
形
態
に
つ
い
て

周
知
の
よ
う
に
、
現
存
『
日
記
』
の
内
容
と
そ
の
表
現
形
態
と
は
、
一
般
に
次
の
よ
う
に
分
類
さ
れ
る
。

（　

寛
弘
五
年
秋
か
ら
寛
弘
六
年
正
月
ま
で
の
「
一
条
帝
中
宮
彰
子
腹
第
二
皇
子
（
敦
成
親
王
）
の
誕
生
」
を
中
心
と
し
た
記
録
的
部

分　

2　

寛
弘
六
年
正
月
の
御
戴
餅
儀
の
記
事
に
接
続
し
た
形
で
つ
け
ら
れ
た
、
い
わ
ゆ
る
〈
消
息
〉
体
に
よ
る
「
中
宮
女
房
批
評
を
始
め

と
す
る
作
者
の
人
生
的
述
懐
」
を
述
べ
た
随
想
的
部
分

3　

年
次
不
詳
の
「
十
一
日
の
暁
」
の
記
事
と
二
つ
の
「
道
長
と
作
者
と
の
和
歌
贈
答
」
に
よ
る
家
集
的
部
分

4　

寛
弘
七
年
正
月
の
「
新
年
御
戴
餅
儀
」
と
「
第
三
皇
子
（
敦
良
親
王
）
の
御
五
十
日
儀
」
を
中
心
と
し
た
記
録
的
部
分
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の
中
宮
の
御
堂
詣
で
」
と
「
道
長
と
作
者
と
の
和
歌
贈
答
」
記
事
に
関
し
て
は
早
く
か
ら
そ
の
位
相
が
問
わ
れ
、
脱
落
・
錯
簡
説
を
交
え

な
が
ら
議
論
が
な
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。

で
は
、
こ
れ
ら
『
日
記
』
の
内
容
の
も
つ
二
面
的
性
格
と
現
存
形
態
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
な
見
解
が
見
ら
れ
る
の
か
、
そ
の
主
な
も
の

に
つ
い
て
概
観
し
て
お
き
た
い
。
な
お
、
便
宜
上
、
前
者
と
後
者
と
を
分
け
て
概
観
す
る
こ
と
と
す
る
。

二
　『
日
記
』
の
内
容
の
二
面
的
性
格
と
多
様
な
表
現
形
態
に
関
す
る
主
な
見
解
に
つ
い
て

1
　『
日
記
』
の
内
容
の
二
面
的
性
格
に
関
す
る
見
解
に
つ
い
て

ま
ず
、
早
く
か
ら
提
起
さ
れ
た
見
解
と
し
て
、
作
品
の
成
立
論
と
も
絡
ん
で
現
存
『
日
記
』
に
先
立
つ
「
原
日
記
」
を
想
定
し
た
二
段

階
成
立
論
が
あ
っ
た
。
南
波
浩
氏
や
宮
崎
荘
平
氏
の
見
解
が
そ
れ
で
あ
る
。
南
波
氏
は
「
原
日
記
」
は
主
家
の
要
請
に
よ
っ
て
皇
子
誕
生

の
慶
祝
記
と
し
て
記
さ
れ
、
い
っ
た
ん
は
献
上
さ
れ
た
が
、
作
者
は
そ
れ
に
飽
き
足
ら
ず
「
原
日
記
」
を
改
編
す
る
と
と
も
に
〈
消
息
〉

体
に
よ
る
随
想
的
部
分
を
加
筆
し
て
現
存
日
記
を
作
品
的
に
変
貌
さ
せ
た
と
し
）
2
（

、
宮
崎
氏
は
「
原
日
記
」
を
主
家
賛
美
の
視
点
に
よ
る
伝

統
的
な
女
房
日
記
と
捉
え
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
女
房
の
立
場
で
書
き
記
し
た
日
記
と
し
て
献
上
さ
れ
、
後
に
な
っ
て
作
者
が
そ
れ
を
母

体
に
、
華
麗
さ
と
対
峙
し
は
み
出
し
た
わ
が
悲
愁
の
思
い
を
語
る
こ
と
を
テ
ー
マ
に
、
改
め
て
日
記
文
学
作
品
と
し
て
執
筆
作
成
し
た
と

し
た
）
3
（

。
い
ず
れ
も
『
日
記
』
の
持
つ
、
主
家
賛
美
と
憂
愁
の
叙
述
と
い
う
内
容
上
の
二
面
的
性
格
を
「
原
日
記
」
か
ら
「
現
日
記
」
へ
の

段
階
的
過
程
の
中
で
生
ま
れ
た
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
、「
原
日
記
」
の
想
定
は
あ
く
ま
で
も
仮
定
の
上
に
立
っ
た
も
の
で
あ
り
、
両
氏
と
も
現
存
『
日
記
』
は
作
者
の
意
図
に
よ
る

改
め
て
の
日
記
文
学
作
品
の
作
成
と
捉
え
て
お
ら
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
し
い
て
段
階
成
立
論
を
採
ら
ず
と
も
そ
の
ま
ま
現
存
『
日
記
』

は
道
長
の
要
請
に
応
え
る
に
ふ
さ
わ
し
い
記
述
の
方
法
と
い
え
る
。
お
そ
ら
く
道
長
は
、
男
性
官
人
に
よ
る
事
実
の
記
録
を
中
心
と
し
た

「
漢
文
日
記
」
と
は
異
な
る
女
房
の
手
に
な
る
記
録
、
そ
れ
も
『
源
氏
物
語
』
の
作
者
の
目
で
捉
え
ら
れ
た
皇
子
誕
生
の
記
録
を
欲
し
た

の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
も
と
よ
り
、
道
長
が
自
分
の
娘
で
あ
る
中
宮
彰
子
の
も
と
へ
紫
式
部
を
出
仕
さ
せ
た
の
も
、
す
で
に
こ
う

し
た
こ
と
が
ら
を
想
定
し
て
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
当
然
、
対
定
子
後
宮
な
い
し
は
対
『
枕
草
子
』（
清
少
納
言
）
へ
の
意
識
が
介

在
し
て
い
た
こ
と
は
容
易
に
想
像
で
き
る
こ
と
で
あ
る
。
紫
式
部
と
し
て
も
そ
う
し
た
道
長
の
思
惑
を
十
分
認
識
し
て
い
た
こ
と
で
あ
ろ

う
し
、
ま
た
み
ず
か
ら
も
定
子
後
宮
、
特
に
清
少
納
言
を
意
識
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
こ
と
は
、『
日
記
』
の
表
現
か
ら
も
読
み
取
れ
る

の
で
あ
る
。　

と
こ
ろ
で
、
現
存
す
る
『
日
記
』
の
も
つ
こ
の
よ
う
な
特
質
は
、
ま
さ
に
道
長
か
ら
の
要
請
に
基
づ
く
『
日
記
』
執
筆
を
想
定
さ
せ
る

の
で
あ
る
が
、『
日
記
』
に
は
、
こ
う
し
た
主
家
賛
美
的
な
視
点
に
よ
る
皇
子
誕
生
の
記
録
と
は
裏
腹
に
、
あ
た
か
も
外
在
す
る
華
麗
な

世
界
と
対
峙
す
る
か
の
よ
う
に
記
さ
れ
る
作
者
の
憂
愁
の
思
い
の
叙
述
が
随
所
に
あ
る
こ
と
は
既
に
知
ら
れ
る
と
お
り
で
あ
る
。
そ
し
て

『
日
記
』
に
お
け
る
作
者
の
憂
愁
の
思
い
の
叙
述
は
「
批
評
と
内
省
」
と
い
う
視
点
か
ら
の
も
の
と
捉
え
ら
れ
、
先
に
示
し
た
作
品
形
態

上
の
（
か
ら
4
の
内
容
で
い
え
ば
、
そ
れ
は
2
の
随
想
的
部
分
に
端
的
に
示
さ
れ
、
し
か
も
文
体
的
虚
構
と
思
え
る
〈
消
息
〉
体
に
よ
っ

て
記
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
さ
ら
に
注
意
す
べ
き
は
、『
日
記
』
の
主
要
部
分
を
占
め
る
（
の
主
家
賛
美
の
視
点
で
記
さ
れ
た

記
録
的
部
分
に
も
、
こ
の
「
批
評
と
内
省
」
と
い
う
視
点
か
ら
の
作
者
の
憂
愁
の
思
い
の
叙
述
が
か
な
り
の
比
重
を
も
っ
て
な
さ
れ
て
い

る
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、『
日
記
』
の
内
容
は
、
皇
子
誕
生
を
中
心
と
し
た
主
家
顕
彰
録
的
内
容
と
作
者
の
憂
愁
の
思
い
を
述
べ
た
内
省
的
内
容

と
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
の
で
あ
る
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
こ
れ
ま
で
に
も
い
わ
ゆ
る
『
日
記
』
の
内
容

の
も
つ
二
面
的
性
格
と
し
て
多
く
の
議
論
が
費
や
さ
れ
、『
日
記
』
研
究
の
主
要
な
論
点
と
な
っ
て
き
た
。
そ
し
て
ま
た
、
現
存
『
日
記
』

の
多
様
な
表
現
形
態
（
現
存
形
態
）
に
つ
い
て
も
、
2
の
い
わ
ゆ
る
〈
消
息
〉
体
に
よ
る
随
想
的
部
分
と
、
3
の
年
次
不
詳
の
「
十
一
日
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『
日
記
』
の
主
題
を
、
山
本
氏
の
よ
う
に
一
概
に
中
宮
や
儀
式
の
立
派
さ
を
記
録
す
る
こ
と
に
集
約
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
し
て
、
む

し
ろ
そ
れ
よ
り
も
、
作
者
を
囲
繞
す
る
異
次
元
の
公
的
世
界
を
ま
じ
ま
じ
と
見
つ
め
克
明
に
記
録
す
る
姿
勢
の
中
で
、
巻
き
起
こ
る
内
心

の
葛
藤
を
筆
録
す
る
こ
と
で
、
内
在
化
し
た
新
し
い
次
元
の
世
界
が
確
立
し
て
い
く
と
こ
ろ
に
あ
る
と
し
）
（
（

、『
日
記
』
は
外
在
す
る
華
麗

な
世
界
と
緊
張
的
に
対
峙
し
て
生
き
る
作
者
の
、
表
現
の
軌
跡
と
し
て
そ
の
方
向
で
読
ま
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
言
わ
れ
た
。
こ
の
室
伏
氏

の
見
解
は
、
い
わ
ば
、
秋
山
虔
氏
の
、『
日
記
』
は
道
長
家
の
慶
事
で
あ
る
中
宮
御
産
の
記
と
し
て
の
性
格
が
強
い
と
し
な
が
ら
も
、
そ

こ
に
は
記
録
さ
る
べ
き
対
象
と
と
も
に
そ
れ
に
立
ち
向
か
い
積
極
的
に
介
入
す
る
こ
と
で
、
う
ね
り
の
び
て
行
く
紫
式
部
独
自
の
姿
勢
が

同
時
に
客
観
化
さ
れ
、
日
記
の
記
述
は
そ
れ
を
書
き
つ
づ
る
作
者
の
精
神
の
軌
跡
を
し
る
す
営
為
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
見
解
）
（
（

に
も
と
づ

い
た
も
の
と
い
え
る
。

『
日
記
』
の
内
容
上
の
二
面
的
性
格
に
つ
い
て
の
議
論
は
、
む
ろ
ん
、
ほ
か
に
も
数
多
く
あ
る
が
、
少
な
く
と
も
今
日
、
作
品
の
二
段

階
成
立
論
は
と
も
か
く
と
し
て
現
存
『
日
記
』
を
一
つ
の
主
題
性
の
も
と
に
ト
ー
タ
ル
な
作
品
と
し
て
読
み
解
い
て
行
こ
う
と
い
う
方
向

性
の
中
で
は
、
山
本
氏
を
は
じ
め
と
す
る
諸
氏
の
、
あ
く
ま
で
も
主
家
要
請
に
よ
る
慶
祝
記
と
し
て
の
読
み
（
憂
い
の
叙
述
を
中
宮
や
儀

式
の
引
立
て
役
な
い
し
作
者
の
優
れ
た
精
神
性
の
証
と
し
て
位
置
づ
け
よ
う
と
す
る
）
と
、
秋
山
氏
や
室
伏
氏
等
の
『
日
記
』
始
発
時
は

主
家
要
請
に
よ
る
慶
祝
記
的
性
格
を
も
ち
な
が
ら
、
外
在
す
る
公
的
世
界
と
緊
張
的
に
対
峙
し
て
生
き
る
作
者
が
や
が
て
自
ら
の
こ
と
ば

に
よ
っ
て
作
者
独
自
の
表
現
世
界
を
構
築
し
て
い
っ
た
と
す
る
読
み
（
そ
こ
で
は
憂
愁
の
叙
述
は
作
者
の
心
の
表
白
と
捉
え
ら
れ
る
）
と

に
大
き
く
二
分
さ
れ
て
い
る
感
が
あ
り
、
い
ず
れ
も
そ
れ
ぞ
れ
に
説
得
力
の
あ
る
卓
見
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
こ
で
注
意
し
て
お
き
た
い
の
は
、『
日
記
』
の
始
発
に
つ
い
て
、
前
者
は
も
と
よ
り
後
者
の
見
解
も
、
主
家
要
請
に
よ
る

慶
祝
記
的
性
格
を
も
つ
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
そ
れ
は
今
見
て
来
た
研
究
史
の
流
れ
の
中
に

あ
っ
て
大
方
の
認
め
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
（
む
ろ
ん
、
は
じ
め
か
ら
全
く
の
個
人
の
日
記
と
す
る
見
解
も
あ
る
。
が
、
い
ま
は
そ
れ
に
つ
い

て
は
触
れ
な
い
）。
し
た
が
っ
て
、
問
題
な
の
は
主
家
要
請
に
よ
る
慶
祝
記
的
性
格
を
も
つ
と
思
わ
れ
る
日
記
の
中
で
の
作
者
み
ず
か
ら

を
ト
ー
タ
ル
な
作
品
と
し
て
読
み
解
い
て
行
く
こ
と
も
可
能
な
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
の
ち
に
表
現
形
態

上
の
問
題
点
に
つ
い
て
述
べ
る
際
に
も
触
れ
る
が
、『
日
記
』
に
つ
い
て
の
資
料
が
出
尽
く
し
て
い
る
今
日
で
は
、
む
し
ろ
こ
の
内
容
上

の
二
面
的
性
格
に
つ
い
て
も
、
現
存
『
日
記
』
の
あ
る
が
ま
ま
の
形
の
中
で
読
み
取
ろ
う
と
す
る
方
向
に
あ
る
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な

か
ろ
う
。

そ
し
て
も
し
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、『
日
記
』
の
も
つ
憂
愁
の
思
い
の
叙
述
を
ど
う
読
む
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
か
つ
て
清
水
好

子
氏
が
、
作
者
の
憂
愁
の
思
い
の
叙
述
に
つ
い
て
、
人
間
の
有
限
を
自
覚
し
て
仏
道
を
志
し
、
死
後
の
見
え
ざ
る
生
に
つ
い
て
思
い
悩
む

の
が
当
時
の
知
識
人
の
ス
タ
イ
ル
で
、
そ
う
い
う
悩
み
を
持
つ
知
的
女
房
を
擁
す
る
こ
と
自
体
が
主
家
の
精
神
的
優
位
性
を
誇
示
す
る
こ

と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
個
人
の
内
面
の
憂
い
を
慶
賀
の
記
録
に
書
き
込
む
こ
と
は
容
易
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
こ
と
で
あ
っ
た
と
さ
れ
た
）
4
（

が
、
こ
れ
な
ど
は
内
容
上
の
二
面
的
性
格
に
つ
い
て
の
今
日
的
読
み
方
の
方
向
性
を
示
唆
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
、
山
本
利
達
氏

が
こ
の
清
水
氏
の
読
み
を
日
記
全
体
の
読
み
に
敷
衍
さ
せ
、『
日
記
』
を
道
長
の
要
請
に
よ
る
も
の
と
し
た
上
で
、
そ
の
主
題
を
中
宮
の

儀
式
の
立
派
さ
を
記
録
し
よ
う
と
し
た
と
こ
ろ
に
あ
る
と
見
、
作
者
の
憂
い
の
心
の
叙
述
は
中
宮
や
儀
式
の
立
派
さ
を
引
き
立
て
る
た
め

の
叙
述
と
規
定
し
た
。
つ
ま
り
主
家
慶
祝
記
の
中
で
一
見
矛
盾
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
憂
愁
の
思
い
の
叙
述
を
一
つ
の
主
題
の
も
と
に
機

能
的
に
位
置
づ
け
ら
れ
た
も
の
と
し
た
の
で
あ
る
）
（
（

。
そ
し
て
同
じ
視
点
か
ら
佐
藤
和
喜
氏
は
作
者
の
憂
愁
の
思
い
の
叙
述
は
場
の
中
に
存

在
す
る
女
房
が
自
己
の
位
置
か
ら
中
宮
・
道
長
を
賛
め
る
と
い
う
日
記
の
基
本
的
な
在
り
方
に
沿
う
も
の
と
し
）
6
（

、
福
家
俊
幸
氏
は
憂
愁
の

思
い
の
叙
述
は
身
の
程
を
わ
き
ま
え
た
女
房
の
証
で
あ
り
、
そ
う
し
た
優
れ
た
女
房
に
よ
っ
て
描
か
れ
る
『
日
記
』
は
主
家
を
顕
彰
す
る

こ
と
に
も
な
る
と
し
た
）
7
（

。
こ
れ
ら
の
見
解
は
い
ず
れ
も
『
日
記
』
を
道
長
の
要
請
に
な
る
主
家
慶
祝
記
と
捉
え
る
点
で
一
致
し
、
作
者
の

憂
愁
の
思
い
の
叙
述
は
主
家
の
立
派
さ
を
顕
彰
す
る
た
め
、
な
い
し
は
作
者
自
身
の
自
己
の
精
神
的
優
位
性
の
証
の
た
め
の
も
の
で
あ
る

と
位
置
づ
け
た
。

一
方
、
こ
う
し
た
見
解
に
対
し
て
、
室
伏
信
助
氏
は
『
日
記
』
を
一
つ
の
主
題
の
も
と
に
構
成
さ
れ
た
と
見
る
点
で
は
同
じ
で
あ
る
が
、
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日
記
的
部
分
に
お
け
る
紫
式
部
個
人
の
感
想
・
見
解
の
行
き
つ
く
べ
き
魂
の
告
白
）
（（
（

と
い
う
に
至
っ
て
、
い
わ
ゆ
る
〈
消
息
〉
の
形
式
に
仮

託
し
た
文
体
的
虚
構
と
み
な
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
む
ろ
ん
、
藤
村
潔
氏
は
今
日
な
お
消
息
文
竄
入
説
を
掲
げ
て
い
る
）
（（
（

が
、『
日
記
』
を
現

存
形
態
の
ま
ま
に
一
つ
の
作
品
と
し
て
読
み
解
こ
う
と
し
て
い
る
今
日
の
研
究
動
向
の
中
で
は
、
非
竄
入
説
つ
ま
り
作
品
の
主
題
と
も
か

か
わ
り
あ
っ
た
虚
構
的
文
体
と
み
る
の
が
一
般
で
あ
る
。

さ
て
、『
日
記
』
は
こ
の
よ
う
な
異
質
と
も
言
え
る
表
現
形
態
を
も
つ
「
随
想
的
部
分
」
の
後
に
、
こ
れ
ま
た
年
次
不
詳
の
二
、
三
の

記
事
が
く
る
。
す
な
わ
ち
「
十
一
日
の
暁
」
の
記
事
と
、
二
つ
の
「
道
長
と
作
者
と
の
和
歌
贈
答
」
記
事
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
記
事
は
寛

弘
六
年
正
月
記
事
の
あ
と
に
き
て
い
る
だ
け
、
そ
の
年
次
の
捉
え
方
に
よ
っ
て
は
時
期
的
齟
齬
が
生
じ
内
容
的
に
も
個
々
に
独
立
し
た
感

を
免
れ
ず
、
そ
の
た
め
こ
れ
ま
で
脱
落
・
錯
簡
が
想
定
さ
れ
て
来
た
。
と
こ
ろ
が
近
年
、
室
伏
信
助
氏
は
こ
の
「
十
一
日
の
暁
」
の
記
事

並
び
に
道
長
と
の
和
歌
贈
答
記
事
に
前
半
の
記
録
的
部
分
の
序
章
部
と
の
対
応
を
見
、
前
半
の
記
録
的
部
分
を
第
一
部
、〈
消
息
〉
体
部

分
を
第
二
部
、
後
半
の
記
録
的
部
分
を
第
三
部
と
称
さ
れ
、
こ
れ
ら
の
記
事
を
第
三
部
の
序
章
部
と
捉
え
ら
れ
た
。
つ
ま
り
、
第
一
部
の

序
章
部
が
特
定
の
日
付
を
持
た
な
い
上
に
道
長
と
作
者
と
の
和
歌
贈
答
記
事
が
す
ぐ
そ
の
あ
と
に
続
い
て
い
る
点
を
指
摘
し
、
そ
の
対
応

関
係
に
相
当
す
る
こ
の
「
十
一
日
の
暁
」
の
記
事
も
特
定
の
年
月
が
記
載
さ
れ
ず
、
あ
え
て
「
十
一
日
」
と
い
う
日
付
が
記
さ
れ
た
の
は

第
三
部
が
第
一
部
の
敦
成
親
王
誕
生
記
に
対
す
る
敦
良
親
王
誕
生
記
で
あ
る
か
ら
で
、
そ
の
冒
頭
文
に
第
一
部
の
皇
子
誕
生
を
象
徴
す
る

「
十
一
日
の
暁
」
を
冠
す
る
こ
と
で
見
事
な
照
応
関
係
を
成
り
立
た
せ
た
の
だ
と
言
わ
れ
、
こ
う
し
た
「
相
対
関
係
を
も
つ
表
現
の
理
法

を
叙
述
の
過
程
か
ら
帰
納
さ
れ
た
波
動
的
表
現
」
と
言
わ
れ
て
い
る
）
（（
（

。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
に
み
る
室
伏
氏
の
見
解
は
、
こ
れ
ら
「
十
一

日
の
暁
」
の
記
事
並
び
に
二
つ
の
道
長
と
の
和
歌
贈
答
記
事
を
断
片
記
事
と
し
、
寛
弘
七
年
正
月
記
事
を
補
遺
と
み
る
こ
れ
ま
で
の
諸
説

（
た
と
え
ば
稲
賀
敬
二
氏
）
（（
（

、
萩
谷
朴
氏
）
（（
（

な
ど
）
と
は
異
な
り
、
日
記
全
体
の
構
造
を
絡
め
た
斬
新
な
見
解
と
い
え
る
。
福
家
俊
幸
氏
も
こ
の

室
伏
氏
の
見
解
に
触
発
さ
れ
て
「
十
一
日
の
暁
」
を
日
付
の
符
牒
と
捉
え
、
そ
こ
に
敦
良
親
王
誕
生
の
暗
示
を
読
む
と
と
も
に
、
敦
良
親

王
生
誕
を
暗
示
す
る
こ
と
で
〈
消
息
〉
体
に
よ
る
空
白
の
時
間
を
埋
め
、
寛
弘
六
年
正
月
か
ら
寛
弘
七
年
正
月
へ
の
自
然
な
橋
渡
し
を

の
自
律
的
表
現
行
為
を
ど
う
捉
え
る
か
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
つ
ま
り
、
前
者
は
、
あ
く
ま
で
も
『
日
記
』
を
慶
祝
記
と
規
定
し
、
そ

の
中
で
作
者
の
憂
愁
の
思
い
の
叙
述
は
作
品
が
要
請
し
た
一
つ
の
修
辞
と
見
、
後
者
は
、
当
初
は
慶
祝
記
的
性
格
を
も
っ
て
い
た
も
の
の
、

書
く
と
い
う
行
為
が
新
た
な
主
題
を
生
み
、
憂
愁
の
叙
述
は
『
日
記
』
の
変
貌
が
も
た
ら
し
た
所
産
と
捉
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
も
と
よ

り
『
日
記
』
の
執
筆
契
機
を
道
長
か
ら
の
要
請
に
よ
る
と
い
う
こ
と
は
あ
く
ま
で
も
『
日
記
』
か
ら
の
想
定
に
過
ぎ
ず
、
多
様
な
表
現
形

態
を
も
つ
現
存
『
日
記
』
の
作
品
形
態
が
何
を
意
味
す
る
の
か
を
意
識
し
た
と
き
、
い
わ
ゆ
る
慶
祝
記
的
性
格
の
み
が
『
日
記
』
の
作
品

機
制
と
言
え
る
か
ど
う
か
検
討
す
る
余
地
が
あ
る
よ
う
に
思
え
る
の
で
あ
る
。
な
お
、
そ
の
点
に
つ
い
て
述
べ
る
前
に
、
次
に
多
様
な
表

現
形
態
に
関
す
る
見
解
の
い
く
つ
か
を
見
る
こ
と
と
す
る
。

2
　『
日
記
』
の
現
存
形
態
に
関
す
る
見
解
に
つ
い
て

現
存
す
る
『
日
記
』
の
作
品
形
態
は
、
二
、
で
示
し
た
よ
う
に
、
（
．
寛
弘
五
年
秋
か
ら
寛
弘
六
年
正
月
に
至
る
ま
で
の
敦
成
親
王
誕

生
を
中
心
と
す
る
記
録
的
部
分
、
2
．
寛
弘
六
年
正
月
記
事
に
接
合
す
る
形
で
突
然
始
め
ら
れ
る
い
わ
ゆ
る
〈
消
息
〉
体
に
よ
る
女
房
批

評
や
自
己
の
憂
い
に
満
ち
た
人
生
述
懐
を
す
る
随
想
的
部
分
、
3
．
年
次
不
詳
の
二
、
三
の
記
事
、
4
．
寛
弘
七
年
正
月
の
敦
良
親
王
の

御
五
十
日
儀
を
中
心
と
す
る
記
録
的
部
分
か
ら
な
っ
て
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
に
多
様
な
表
現
形
態
を
見
せ
て
い
る
。

こ
れ
ま
で
の
研
究
史
の
中
で
最
も
議
論
を
集
め
た
の
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
、
2
の
〈
消
息
〉
体
に
よ
る
随
想
的
部
分
で
あ
る
。
か
つ

て
は
消
息
文
竄
入
・
非
竄
入
の
問
題
と
し
て
、
日
記
と
は
異
な
る
消
息
文
の
竄
入
説
が
提
起
さ
れ
た
が
、
こ
の
い
わ
ゆ
る
〈
消
息
〉
体
に

よ
る
随
想
的
部
分
の
、
寛
弘
六
年
正
月
記
事
と
の
接
合
の
し
か
た
が
き
わ
め
て
自
然
で
あ
る
こ
と
や
消
息
文
と
し
て
の
冒
頭
部
分
が
な
い

た
め
ど
こ
か
ら
を
消
息
文
と
認
め
る
の
か
そ
の
判
定
が
難
し
い
こ
と
な
ど
か
ら
多
く
の
非
竄
入
説
が
提
示
さ
れ
、
今
日
で
は
、
今
井
卓
爾

氏
の
人
物
批
評
と
い
う
は
げ
し
い
内
容
の
も
の
を
や
わ
ら
げ
る
た
め
の
技
術
的
な
操
作
と
い
う
見
解
）
（（
（

を
は
じ
め
と
し
て
、
秋
山
虔
氏
の
自

己
の
内
部
の
、
自
己
の
も
っ
と
も
理
想
的
な
理
解
者
で
あ
る
他
者
に
む
か
っ
て
語
り
か
け
た
も
の
）
（（
（

、
あ
る
い
は
曾
沢
太
吉
・
森
重
敏
氏
の
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か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
、
第
三
の
い
わ
ば
『
日
記
』
の
読
み
に
つ
い
て
い
か
に
考
え
る
か
。
私
見
を
述
べ
て
お
き
た
い
。

つ
ま
り
、『
日
記
』
の
内
容
の
二
面
的
性
格
に
つ
い
て
は
主
家
賛
美
と
憂
愁
の
思
い
の
叙
述
と
が
あ
ま
り
に
も
乖
離
的
で
あ
る
が
た
め

に
互
い
に
離
反
し
て
い
る
よ
う
に
捉
え
ら
れ
、
そ
の
『
日
記
』
内
位
置
づ
け
に
つ
い
て
も
、
先
に
見
た
と
お
り
大
き
く
二
分
さ
れ
て
い
る

の
で
あ
る
が
、
私
と
し
て
は
、
む
し
ろ
そ
れ
ら
は
表
裏
一
体
の
関
係
、
つ
ま
り
二
重
構
造
を
示
し
て
い
る
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
た
と
え

ば
、
あ
ま
り
に
も
有
名
な
『
日
記
』
冒
頭
部
末
尾
に
お
け
る
次
の
表
現
を
例
に
考
え
て
み
た
い
。

　

御
前
に
も
、
近
う
さ
ぶ
ら
ふ
人
々
、
は
か
な
き
物
語
す
る
を
、
聞
こ
し
め
し
つ
つ
、
な
や
ま
し
う
お
は
し
ま
す
べ
か
め
る
を
、
さ

り
げ
な
く
も
て
か
く
さ
せ
た
ま
へ
る
御
有
様
な
ど
の
、
い
と
さ
ら
な
る
こ
と
な
れ
ど
、
憂
き
世
の
な
ぐ
さ
め
に
は
、
か
か
る
御
前
を

こ
そ
た
づ
ね
ま
ゐ
る
べ
か
り
け
れ
と
、
う
つ
し
心
を
ば
ひ
き
た
が
へ
、
た
と
し
へ
な
く
よ
ろ
づ
忘
ら
る
る
も
、
か
つ
は
あ
や
し
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
二
三
頁
）

い
う
ま
で
も
な
く
、
こ
の
『
日
記
』
冒
頭
部
は
、
寛
弘
五
年
秋
、
作
者
が
仕
え
る
中
宮
彰
子
が
一
条
帝
の
第
二
皇
子
出
産
の
た
め
に
里

下
が
り
を
さ
れ
た
道
長
邸
の
夕
景
色
の
描
写
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
。「
秋
の
け
は
ひ
入
り
た
つ
ま
ま
に
、
土
御
門
殿
の
有
様
、
い
は
む
か

た
な
く
を
か
し
。」
と
、
紅
葉
の
始
ま
っ
た
ば
か
り
の
邸
内
は
こ
よ
な
く
美
し
く
、
そ
う
し
た
中
で
の
、
出
産
を
間
近
に
控
え
た
中
宮
の
、

わ
が
身
の
辛
さ
を
隠
し
て
周
囲
の
人
々
を
気
遣
う
人
柄
の
優
し
さ
が
「
い
ま
さ
ら
い
う
ま
で
も
な
い
こ
と
」
と
賛
美
さ
れ
る
。
そ
し
て
さ

ら
に
「
憂
き
世
の
な
ぐ
さ
め
に
は
、
か
か
る
御
前
を
こ
そ
た
づ
ね
ま
ゐ
る
べ
か
り
け
れ
と
、
う
つ
し
心
を
ば
ひ
き
た
が
へ
、
た
と
し
へ
な

く
よ
ろ
づ
忘
ら
る
る
も
、
か
つ
は
あ
や
し
。」
と
ま
で
言
う
賛
美
の
し
か
た
は
、
あ
る
意
味
で
は
賛
美
の
強
調
表
現
と
言
っ
て
も
よ
い
も

の
で
あ
り
、
山
本
利
達
氏
の
い
わ
れ
る
）
（
（

よ
う
に
中
宮
の
立
派
さ
を
い
う
た
め
に
「
憂
き
世
」
の
思
い
を
抱
く
自
分
が
引
立
て
役
を
務
め
て

い
る
と
も
言
え
よ
う
。
だ
が
、
注
意
し
た
い
の
は
「
か
つ
は
あ
や
し
。」
を
「
そ
れ
ほ
ど
中
宮
は
立
派
で
あ
る
」
と
捉
え
る
だ
け
で
よ
い

か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
私
は
、
こ
こ
で
の
賛
美
の
し
か
た
が
「
憂
き
世
」
の
思
い
を
抱
い
て
い
る
自
分
だ
か
ら
こ
そ
一
層
慰
め
ら
れ
る

の
だ
と
、
わ
が
「
憂
き
心
」
と
の
対
比
に
お
い
て
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
考
慮
す
べ
き
と
考
え
る
。
つ
ま
り
、「
う
つ
し
心
」（
現
実
に
抱

狙
っ
た
も
の
と
し
て
「
十
一
日
の
暁
」
の
記
事
を
『
日
記
』
作
品
内
に
位
置
づ
け
た
）
（（
（

。
ま
た
、
藤
本
勝
義
氏
は
「
十
一
日
の
暁
」
に
は
じ

ま
る
三
つ
の
記
事
は
結
果
的
に
自
己
の
才
覚
を
示
し
て
お
り
、
作
者
は
自
己
主
張
の
た
め
に
あ
え
て
年
月
を
朧
化
し
た
の
で
あ
り
、
そ
れ

は
消
息
文
か
ら
の
紫
式
部
自
身
の
明
確
な
意
識
の
流
れ
と
し
て
把
握
で
き
る
と
し
て
室
伏
氏
と
は
内
容
的
に
見
解
は
異
な
る
も
の
の
、
同

じ
く
こ
こ
の
部
分
の
脱
落
、
錯
簡
あ
る
い
は
竄
入
は
考
え
ら
れ
な
い
と
さ
れ
て
い
る
）
（（
（

。

す
な
わ
ち
、
こ
れ
ら
の
見
解
は
い
ず
れ
も
『
日
記
』
を
現
存
形
態
の
ま
ま
に
一
つ
の
作
品
と
し
て
読
み
解
い
て
み
よ
う
と
す
る
試
み
か

ら
出
て
お
り
、
首
肯
せ
ら
れ
る
も
の
を
数
多
く
持
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
一
つ
の
主
題
の
も
と
に
現
存
『
日
記
』
を
あ
る
が
ま
ま
の

形
で
ト
ー
タ
ル
に
読
も
う
と
す
る
近
年
の
傾
向
の
中
で
は
、
2
の
「
随
想
的
部
分
」
に
つ
い
て
は
虚
構
と
し
て
の
〈
消
息
〉
体
仮
託
説
に

落
ち
着
い
て
お
り
、
3
の
年
次
不
詳
の
「
十
一
日
の
暁
」
の
記
事
な
ら
び
に
道
長
と
の
和
歌
贈
答
記
事
は
後
半
の
記
録
的
部
分
と
と
も
に

『
日
記
』
全
体
の
中
で
改
め
て
問
い
な
お
そ
う
と
す
る
動
き
と
し
て
注
目
す
べ
き
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
な
お
、
冒
頭
部
に
つ
い
て
の
首

欠
、
非
首
欠
に
つ
い
て
は
触
れ
な
い
。

三
　『
紫
式
部
日
記
』
と
い
う
作
品
を
ど
う
捉
え
る
か

以
上
、
見
て
き
た
よ
う
に
『
日
記
』
の
作
品
的
性
格
を
考
え
る
上
で
の
、
内
容
上
、
表
現
形
態
上
に
つ
い
て
の
こ
れ
ま
で
の
研
究
史
は

複
雑
多
岐
に
亙
っ
て
い
る
が
、
少
な
く
と
も
次
の
点
に
つ
い
て
改
め
て
確
認
し
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
第
一
に
、『
日
記
』
の

読
み
は
現
存
形
態
を
作
品
世
界
の
持
つ
主
題
性
の
も
と
に
ト
ー
タ
ル
な
作
品
と
し
て
読
み
解
い
て
行
こ
う
と
い
う
方
向
性
の
中
に
あ
る
と

い
う
こ
と
。
第
二
に
そ
う
し
た
読
み
の
中
で
、『
日
記
』
の
始
発
に
つ
い
て
は
、
道
長
要
請
に
よ
る
中
宮
女
房
紫
式
部
の
『
日
記
』
生
成

と
い
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
こ
と
。
そ
の
結
果
、
第
三
に
こ
う
し
た
『
日
記
』
の
始
発
に
か
か
わ
る
慶
祝
記
的
性
格
を
も
つ
と
思
わ
れ
る

日
記
の
中
で
書
き
手
で
あ
る
作
者
自
身
の
自
律
的
表
現
行
為
を
ど
う
捉
え
る
か
、
つ
ま
り
道
長
要
請
に
よ
る
『
日
記
』
を
ど
う
措
定
す
る
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高
い
伊
勢
か
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、
終
始
帝
の
心
情
に
密
着
し
た
執
筆
姿
勢
を
取
る
と
と
も
に
、
ひ
と
り
の
女
房
の
視
点
か
ら
状
況
を
よ

く
伝
え
て
来
て
い
る
）
（（
（

。
中
野
氏
は
こ
れ
ら
の
表
現
に
つ
い
て
、
客
観
的
で
あ
る
べ
き
記
録
が
筆
者
に
引
き
寄
せ
ら
れ
、
ご
く
自
然
に
記
録

を
逸
脱
し
て
い
く
性
質
は
、
女
性
の
記
録
の
看
過
で
き
な
い
性
格
と
い
わ
れ
る
が
、
道
長
は
こ
う
し
た
仮
名
日
記
の
女
性
の
表
現
的
特
性

を
も
と
よ
り
知
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
ま
た
、
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
道
長
は
『
源
氏
物
語
』
の
作
者
の
目
の
確
か
さ
、
文
筆

能
力
の
高
さ
を
評
価
し
た
上
で
日
記
の
執
筆
を
要
請
し
た
で
あ
ろ
う
し
、
作
者
自
身
も
そ
う
し
た
こ
と
へ
の
自
負
の
念
を
『
日
記
』
の
随

所
に
書
き
も
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
作
者
は
『
日
記
』
生
成
に
あ
た
っ
て
は
単
に
記
録
に
終
始
す
る
こ
と
な
く
作
者
独
自
の
自
由
な

執
筆
が
許
容
さ
れ
る
保
証
も
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。「
記
録
に
な
い
も
の
、
は
み
出
し
た
も
の
を
書
く
の
が
女
房
の
日
記
）
（（
（

」
と
い

う
の
が
当
時
の
一
般
認
識
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
個
と
し
て
の
作
者
の
目
に
よ
っ
て
捉
え
ら
れ
た
出
来
事
が
た
と
え
そ
れ
が
主
家
の
要
請
に

基
づ
く
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
作
者
の
意
図
す
る
主
題
の
も
と
に
書
き
記
さ
れ
、
一
人
称
文
学
と
し
て
の
日
記
が
生
成
さ
れ
る
可
能

性
は
十
分
あ
っ
た
と
言
え
る
。
い
い
か
え
れ
ば
『
日
記
』
は
作
者
の
責
任
に
お
い
て
書
き
記
さ
れ
た
と
も
言
え
る
の
で
あ
る
。

た
と
え
ば
、『
日
記
』
に
み
ら
れ
る
次
の
一
文
（
敦
成
親
王
誕
生
直
後
の
記
述
）
か
ら
も
そ
れ
が
う
か
が
え
る
。

　

例
の
、
渡
殿
よ
り
見
や
れ
ば
、
妻
戸
の
前
に
、
宮
の
大
夫
、
東
宮
の
大
夫
な
ど
、
さ
ら
ぬ
上
達
部
も
、
あ
ま
た
さ
ぶ
ら
ひ
た
ま
ふ
。

殿
出
で
さ
せ
た
ま
ひ
て
、
日
ご
ろ
う
づ
も
れ
つ
る
遣
水
つ
く
ろ
は
せ
た
ま
ひ
、
人
々
の
御
け
し
き
ど
も
、
心
地
よ
げ
な
り
。
心
の
う

ち
に
思
ふ
こ
と
あ
ら
む
人
も
、
た
だ
今
は
、
ま
ぎ
れ
ぬ
べ
き
世
の
け
は
ひ
な
る
う
ち
に
も
、
宮
の
大
夫
、
こ
と
さ
ら
に
笑
み
ほ
こ
り

た
ま
は
ね
ど
、
人
よ
り
ま
さ
る
う
れ
し
さ
の
、
お
の
づ
か
ら
色
に
出
づ
る
ぞ
こ
と
わ
り
な
る
。　
　
　
　
　
（
一
三
六
～
一
三
七
頁
）

こ
こ
で
の
「
例
の
、
渡
殿
よ
り
見
や
れ
ば
」
は
そ
の
場
で
見
て
い
る
作
者
の
目
の
位
置
の
表
明
で
あ
る
と
と
も
に
、“
ほ
か
で
も
な
い

私
が
見
て
い
る
〟
と
い
う
こ
と
へ
の
作
者
の
断
り
と
も
読
み
取
れ
よ
う
。
そ
し
て
「
人
々
の
御
け
し
き
ど
も
、
心
地
よ
げ
な
り
」
と
対
象

を
客
体
化
し
て
見
よ
う
と
す
る
作
者
の
心
理
的
位
置
表
明
に
も
な
り
得
て
い
る
。
そ
し
て
そ
う
い
う
物
理
的
、
心
理
的
位
置
表
明
を
す
る

作
者
自
身
の
内
実
を
「
心
の
う
ち
に
思
ふ
こ
と
あ
ら
む
人
」
で
示
し
、「
た
だ
今
は
、
ま
ぎ
れ
ぬ
べ
き
世
の
け
は
ひ
な
る
」
で
主
家
の
栄

い
て
い
る
憂
き
思
い
）
が
「
た
と
し
へ
な
く
よ
ろ
づ
忘
ら
ら
る
」
こ
と
を
喜
ん
で
い
る
の
で
は
な
く
、「
か
つ
は
あ
や
し
」
と
訝
っ
て
い

る
こ
と
で
あ
る
。
あ
た
か
も
華
麗
な
道
長
世
界
に
組
み
込
ま
れ
て
い
き
そ
う
に
な
る
危
う
い
自
分
の
存
在
へ
の
思
い
を
伝
え
よ
う
と
し
て

い
る
感
が
あ
る
。「
憂
き
世
の
な
ぐ
さ
め
に
は
」
以
下
の
部
分
は
、
あ
き
ら
か
に
中
宮
を
称
え
て
い
る
女
房
と
し
て
の
自
分
を
語
っ
て
い

る
の
で
あ
る
が
、
同
時
に
彰
子
後
宮
に
お
け
る
中
宮
女
房
と
し
て
の
自
己
の
存
在
を
も
語
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の

『
日
記
』
の
冒
頭
か
ら
見
ら
れ
る
作
者
の
憂
い
の
叙
述
は
単
に
慶
祝
記
と
い
う
枠
組
の
中
で
の
他
律
的
な
位
置
づ
け
だ
け
で
な
く
、『
日

記
』
の
書
き
手
み
ず
か
ら
の
当
初
か
ら
の
自
律
的
な
位
置
づ
け
を
も
示
し
て
い
る
と
言
え
る
。
言
い
換
え
れ
ば
『
日
記
』
は
は
じ
め
か
ら

主
家
賛
美
と
自
己
の
宮
仕
え
女
房
と
し
て
の
自
己
確
認
と
い
う
二
つ
の
視
点
に
よ
っ
て
書
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。『
日
記
』
は
主
家
顕

彰
録
的
論
理
と
と
も
に
も
う
一
つ
中
宮
女
房
と
し
て
の
自
己
確
認
の
論
理
を
も
っ
て
い
る
）
（（
（

と
い
っ
て
も
よ
い
。
た
だ
し
、
そ
れ
は
単
な
る

公
的
私
的
視
点
と
い
う
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
視
点
は
あ
く
ま
で
も
一
人
の
女
房
と
し
て
対
象
を
見
た
と
き
に
抱
く
表
裏
一
体
の
二
重
性

に
お
か
れ
て
い
る
。
ど
ち
ら
の
視
点
に
比
重
を
置
い
て
書
く
か
は
対
象
の
違
い
、
あ
る
い
は
対
象
に
よ
っ
て
決
ま
る
と
言
っ
て
も
よ
い
。

お
そ
ら
く
、
道
長
は
そ
う
い
う
視
点
の
自
在
な
「
女
房
の
日
記
」
を
想
定
し
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
。
前
述
し
た
よ
う
に
道
長
は
男
性
官
人

の
定
型
的
な
漢
文
日
記
で
は
な
い
女
房
の
仮
名
日
記
、
そ
れ
も
文
才
の
傑
出
し
た
紫
式
部
の
書
く
日
記
に
期
待
を
寄
せ
た
と
思
わ
れ
る
。

当
時
、
女
房
の
手
に
な
る
仮
名
の
日
記
は
「
歌
合
」
の
「
仮
名
日
記
」
に
多
く
見
ら
れ
る
が
、
そ
れ
ら
の
特
徴
の
ひ
と
つ
に
筆
録
者
の
感

想
が
自
在
に
入
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
中
野
幸
一
氏
も
指
摘
さ
れ
る
）
（（
（

よ
う
に
、『
天
徳
内
裏
歌
合
仮
名
日
記
甲
』
に
次
の

よ
う
な
表
現
が
あ
る
。

　

童
四
人
、
洲
濱
舁
き
て
參
る
。（
中
略
）
丈
の
ほ
ど
髪
の
長
さ
よ
く
整
ひ
て
、
か
た
ほ
な
ら
ず
。（
中
略
）
装
束
、
赤
色
に
櫻
襲
な

る
べ
し
。
さ
れ
ど
見
え
ね
ば
か
ひ
な
し
。（
中
略
）
か
く
て
歌
ど
も
合
は
す
る
に
、
い
か
ゞ
あ
り
け
む
右
負
け
に
け
り
。

（
日
本
古
典
文
学
大
系
『
歌
合
集
』
九
四
～
九
六
頁
）

こ
の
「
歌
合
」
は
村
上
天
皇
の
強
い
心
入
れ
に
よ
っ
て
開
催
さ
れ
た
も
の
で
、
仮
名
日
記
甲
の
筆
者
は
そ
の
内
裏
女
房
で
文
筆
の
誉
れ
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に
富
ん
だ
漢
詩
句
の
や
り
と
り
を
、
後
者
は
左
大
臣
藤
原
道
長
と
作
者
と
の
み
や
び
な
和
歌
の
贈
答
を
述
べ
た
も
の
で
あ
る
点
か
ら
も
、

〈
消
息
〉
体
部
分
で
述
べ
ら
れ
た
彰
子
後
宮
に
お
け
る
自
己
の
存
在
確
認
の
意
識
と
明
ら
か
な
関
わ
り
を
見
せ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
し

た
が
っ
て
こ
の
3
の
部
分
は
脱
落
・
錯
簡
な
ど
で
は
な
く
、
ト
ー
タ
ル
な
日
記
の
一
部
と
し
て
読
む
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
り
、
む
し
ろ

こ
れ
ら
の
み
や
び
な
や
り
取
り
の
部
分
が
こ
こ
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
寛
弘
七
年
正
月
の
敦
良
親
王
関
係
の
記
録
的
部
分

と
の
つ
な
が
り
が
も
た
ら
さ
れ
、
そ
こ
に
お
い
て
作
者
の
宮
仕
え
生
活
へ
の
精
神
的
回
帰
が
物
語
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
そ
う

し
た
意
味
に
お
い
て
、
年
次
不
詳
の
「
十
一
日
の
中
宮
御
堂
詣
で
」
と
二
つ
の
「
道
長
と
作
者
の
和
歌
贈
答
」
記
事
は
、〈
消
息
〉
体
部

分
か
ら
寛
弘
七
年
正
月
の
敦
良
親
王
御
五
十
日
儀
を
中
心
と
し
た
記
録
的
部
分
へ
の
自
然
な
収
束
を
も
た
ら
す
た
め
の
橋
渡
し
）
（（
（

的
機
能
を

示
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
年
次
不
詳
の
み
や
び
な
記
事
は
、
そ
れ
こ
そ
室
伏
信
助
氏
が
言
わ
れ
る
よ
う
に
、『
日
記
』

冒
頭
の
、
道
長
邸
の
自
然
描
写
か
ら
始
ま
っ
て
、
や
が
て
道
長
と
作
者
と
の
み
や
び
な
和
歌
贈
答
記
事
や
道
長
長
男
頼
通
と
の
み
や
び
な

や
り
と
り
の
記
事
に
繋
が
っ
て
い
く
部
分
と
見
事
に
照
応
し
合
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
前
者
が
第
二
皇
子
敦
成
親
王
誕
生
を
中
心
と
し
た

記
録
的
部
分
の
「
序
章
部
」
を
形
成
し
て
い
る
と
考
え
る
と
す
る
と
、
後
者
は
、
後
続
の
寛
弘
七
年
の
第
三
皇
子
敦
良
親
王
の
御
五
十
日

儀
を
中
心
と
し
た
記
録
的
部
分
の
「
序
章
部
」
に
相
当
す
る
と
言
っ
て
も
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

そ
し
て
さ
ら
に
つ
け
加
え
る
な
ら
ば
、
敦
成
親
王
誕
生
を
中
心
と
し
た
記
録
的
部
分
の
「
序
章
部
」
は
、『
日
記
』
の
冒
頭
に
位
置
す

る
こ
と
と
相
俟
っ
て
、
そ
の
内
容
を
第
（
節
か
ら
第
（
節
ま
で
と
捉
え
た
と
き
、
第
4
節
末
尾
に
付
け
ら
れ
た
次
の
表
現
、

　

か
ば
か
り
な
る
こ
と
の
、
う
ち
思
ひ
い
で
ら
る
る
も
あ
り
、
そ
の
を
り
は
を
か
し
き
こ
と
の
、
過
ぎ
ぬ
れ
ば
忘
る
る
も
あ
る
は
、

い
か
な
る
ぞ
。　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
二
六
頁
）

も
、
先
に
述
べ
た
冒
頭
節
末
尾
の
表
現
「
う
つ
し
心
を
ば
ひ
き
た
が
へ
、
た
と
し
へ
な
く
よ
ろ
づ
忘
ら
る
る
も
、
か
つ
は
あ
や
し
。」
と

同
様
に
、
華
麗
な
道
長
世
界
に
組
み
込
ま
れ
て
い
き
そ
う
に
な
る
危
う
い
自
分
の
存
在
へ
の
思
い
を
伝
え
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
り
、

中
宮
女
房
と
し
て
彰
子
後
宮
に
お
け
る
自
分
の
存
在
性
を
確
認
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
こ
こ
で
の
「
か
ば
か
り
な

華
の
時
に
居
合
わ
せ
た
作
者
の
現
実
感
覚
が
語
ら
れ
る
。
つ
ま
り
「
心
の
う
ち
に
思
ふ
こ
と
あ
ら
む
」
自
分
ま
で
も
が
「
た
だ
今
は
、
ま

ぎ
れ
ぬ
べ
き
世
の
け
は
ひ
な
る
」
と
い
う
意
識
を
抱
く
ほ
ど
、
皇
子
誕
生
は
す
ば
ら
し
い
こ
と
な
の
だ
と
、
賛
美
の
視
点
に
自
己
へ
の
批

評
的
視
点
を
持
ち
込
む
こ
と
で
改
め
て
賛
美
の
奥
行
き
の
深
さ
を
強
調
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
む
ろ
ん
、
そ
こ
に
は
彰
子
後
宮

に
お
け
る
作
者
み
ず
か
ら
の
宮
仕
え
女
房
と
し
て
の
自
身
に
対
す
る
思
い
を
も
再
認
識
し
て
い
く
と
い
う
仕
組
み
が
二
重
構
造
的
に
用
意

さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
賛
美
の
構
造
は
『
日
記
』
の
随
所
に
見
ら
れ
、
2
の
「
随
想
的
部
分
」
に
お
け
る
、
い
わ
ゆ
る

〈
消
息
〉
体
に
よ
る
痛
烈
な
同
僚
女
房
批
評
の
展
開
も
、
道
長
後
見
に
よ
る
彰
子
後
宮
の
政
治
的
経
済
的
絶
対
化
の
中
で
、
作
者
は
も
と

よ
り
、
中
宮
女
房
一
人
一
人
の
在
り
方
を
述
べ
る
が
た
め
の
も
の
で
あ
り
、
い
わ
ば
先
に
述
べ
た
自
他
と
も
に
向
け
ら
れ
た
批
評
精
神
は

賛
美
の
視
点
に
重
厚
さ
を
与
え
こ
そ
す
れ
、
反
す
る
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
。
ま
た
、
同
じ
「
随
想
的
部

分
」
に
お
け
る
長
大
な
自
己
の
内
面
感
懐
の
記
述
も
自
身
を
客
観
視
し
た
作
者
の
心
理
的
位
置
確
認
の
一
つ
で
あ
る
と
と
も
に
、
そ
の
記

述
の
終
末
部
に
お
い
て
宮
仕
え
生
活
に
帰
属
し
て
ゆ
く
自
己
の
あ
り
よ
う
を
述
べ
て
い
る
点
に
お
い
て
逆
に
賛
美
の
論
理
が
貫
か
れ
て
い

る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、〈
消
息
〉
体
部
分
に
お
け
る
自
他
と
も
に
向
け
ら
れ
た
批
評
精
神
は
、
別
言
す
れ
ば
、
彰
子
後
宮
の

文
化
的
優
位
性
（
み
や
び
性
の
高
揚
）
へ
の
飽
く
こ
と
の
な
い
希
求
に
裏
付
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
斎
院
御
所
や
定
子
後
宮
を
多
分
に

意
識
し
た
も
の
で
あ
っ
た
）
（（
（

の
で
あ
る
。

さ
て
、
こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
『
日
記
』
に
お
け
る
に
内
容
上
の
二
面
的
性
格
、
な
い
し
は
表
現
形
態
上
、
異
質
と
思
わ
れ
る
〈
消

息
〉
体
部
分
は
、
宮
仕
え
女
房
と
し
て
の
作
者
の
現
実
認
識
の
表
出
の
た
め
以
外
の
な
に
も
の
で
も
な
く
、
む
し
ろ
鋭
い
現
実
認
識
に
基

づ
く
批
評
精
神
に
裏
付
け
ら
れ
た
よ
り
高
次
の
賛
美
の
視
点
を
物
語
り
、『
日
記
』
の
視
点
の
二
重
構
造
性
を
見
事
に
表
明
し
て
い
る
こ

と
に
も
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
『
日
記
』
の
「
賛
美
と
批
評
（
内
省
）」
と
い
う
視
点
の
二
重
構
造
性
は
、
多
様
な
表

現
形
態
を
も
つ
『
日
記
』
の
現
存
形
態
そ
の
も
の
に
つ
い
て
も
い
え
る
の
で
あ
り
、
い
わ
ゆ
る
〈
消
息
〉
体
部
分
の
あ
と
に
続
く
、
3
の

「
十
一
日
の
暁
」
の
記
事
と
二
つ
の
「
道
長
と
作
者
の
和
歌
贈
答
」
記
事
は
、
ま
さ
に
、
前
者
は
中
宮
大
夫
藤
原
斉
信
と
作
者
と
の
機
知
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③
一
条
帝
の
土
御
門
邸
行
幸
と
翌
日
の
記
事
、
五
十
日
の
祝
い

　
　

④
御
冊
子
づ
く
り
、
里
居
の
述
懐

　
　

⑤
中
宮
内
裏
還
啓
、
宮
中
五
節
、
年
末
述
懐

　
　

⑥
敦
成
親
王
新
年
（
寛
弘
六
年
）
御
戴
餅
儀

3
．
い
わ
ゆ
る
〈
消
息
〉
体
に
よ
る
随
想
的
部
分
（
第
46
節
～
第
（3
節
）

　
　

①
中
宮
女
房
個
人
批
評

　
　

②
斎
院
所
と
中
宮
所
の
比
較
批
評

　
　

③
和
泉
式
部
、
赤
染
衛
門
、
清
少
納
言
批
評

　
　

④
自
己
の
人
生
へ
の
内
省
述
懐

4
．
後
半
の
序
章
部
（
第
（4
節
～
第
（6
節
）

　
　

①
中
宮
御
堂
詣
で
と
土
御
門
邸
の
暁
景
色

　
　

②
二
つ
の
「
道
長
と
作
者
と
の
和
歌
贈
答
」
記
事

（
．
敦
良
親
王
誕
生
を
中
心
と
す
る
記
録
的
部
分
（
第
（7
節
～
第
60
節
）

　
　

①
敦
成
親
王
・
敦
良
親
王
新
年
（
寛
弘
七
年
）
御
戴
餅
儀

　
　

②
敦
良
親
王
御
五
十
日
儀

つ
ま
り
、
3
の
い
わ
ゆ
る
〈
消
息
〉
体
部
分
を
挟
ん
で
、
前
半
（
・
2
に
お
い
て
道
長
待
望
の
中
宮
彰
子
腹
皇
子
（
一
条
帝
第
二
皇
子

敦
成
親
王
）
誕
生
に
沸
く
道
長
家
の
慶
び
が
記
さ
れ
、
後
半
4
・
（
に
お
い
て
さ
ら
な
る
弟
宮
（
一
条
帝
第
三
皇
子
敦
良
親
王
、『
日
記
』

で
は
「
二
の
宮
」
と
表
記
）
誕
生
に
伴
う
慶
祝
行
事
を
記
す
こ
と
で
道
長
家
の
二
重
の
慶
び
が
記
さ
れ
、
い
わ
ば
中
宮
彰
子
腹
二
皇
子
誕

生
に
よ
っ
て
政
治
的
社
会
的
基
盤
が
絶
対
化
さ
れ
て
い
く
主
家
の
栄
華
相
が
顕
彰
録
的
に
記
さ
れ
る
中
で
、
（
と
4
と
は
位
相
的
、
内
容

る
こ
と
」
と
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
第
4
節
に
記
さ
れ
た
「
道
長
長
男
頼
道
と
夕
暮
れ
時
の
み
や
び
な
時
間
」
を
受
け
て
い
る
の
で
あ
る

が
、
実
際
に
は
、
直
前
の
第
3
節
の
「
朝
霧
の
中
で
の
道
長
と
作
者
の
和
歌
贈
答
」
と
い
う
み
や
び
な
時
間
を
も
含
ま
れ
て
い
る
と
思
わ

れ
、
そ
う
し
た
賛
美
す
べ
き
「
み
や
び
な
時
空
間
」
を
「
過
ぎ
ぬ
れ
ば
忘
る
る
も
あ
る
は
、
い
か
な
る
ぞ
。」
と
言
っ
て
の
け
る
こ
と
自

体
、
逆
説
的
で
あ
る
が
た
め
に
、
か
え
っ
て
こ
こ
に
も
作
者
の
、
彰
子
後
宮
に
お
け
る
み
や
び
の
担
い
手
と
し
て
も
自
己
確
認
を
し
よ
う

と
す
る
思
い
が
浮
か
び
上
が
っ
て
き
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
意
味
に
お
い
て
、
敦
成
親
王
の
誕
生
を
中
心
と
し
た

記
録
的
部
分
の
序
章
部
は
、
ま
さ
し
く
『
日
記
』
全
体
の
序
章
部
と
捉
え
て
も
差
支
え
な
い
よ
う
に
思
う
。

か
く
し
て
私
は
、
作
者
の
『
日
記
』
執
筆
の
論
理
に
は
、
彰
子
中
宮
腹
二
皇
子
誕
生
の
主
家
慶
祝
記
を
中
心
に
、
道
長
後
見
に
よ
る
彰

子
後
宮
の
政
治
的
経
済
的
絶
対
性
を
語
る
論
理
と
道
長
か
ら
の
出
仕
要
請
に
絡
む
作
者
の
、
彰
子
後
宮
に
お
け
る
み
や
び
の
担
い
手
と
し

て
の
自
己
の
存
在
性
を
確
認
す
る
論
理
と
が
二
重
構
造
的
に
内
在
し
て
い
る
と
見
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
こ
う
し
た
序
章
部
の
あ

り
よ
う
か
ら
も
言
え
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

な
お
、
先
に
二
、
の
冒
頭
で
示
し
た
『
日
記
』
の
内
容
と
表
現
形
態
の
あ
り
よ
う
を
改
め
て
整
理
し
直
す
と
次
の
よ
う
に
も
な
ろ
う
。

分
節
は
同
じ
く
「
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
『
紫
式
部
日
記
』」
に
拠
る
。

（
．
序
章
部
（
第
（
節
～
第
4
節
）

　
　

①
（
寛
弘
五
年
秋
）
土
御
門
殿
の
夕
景
色
と
中
宮
安
産
祈
祷　

　
　

②
道
長
と
作
者
と
の
和
歌
贈
答　

　
　

③
道
長
長
男
頼
通
像
と
回
想

2
．
敦
成
親
王
誕
生
を
中
心
と
す
る
記
録
的
部
分
（
第
（
節
～
第
4（
節
）

　
　

①
皇
子
出
産
を
控
え
た
中
宮
周
辺
の
様
子

　
　

②
待
望
の
皇
子
誕
生
と
打
ち
続
く
慶
祝
行
事
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第
六
章　
『
紫
式
部
日
記
』
の
表
現
と
文
体

第
七
章　
『
源
氏
物
語
』
の
表
現　

お
わ
り
に　

─
『
紫
式
部
日
記
』
の
作
品
世
界

な
お
、
本
書
各
章
で
引
用
す
る
『
日
記
』
の
内
容
と
表
現
形
態
の
分
類
に
つ
い
て
は
、
便
宜
上
、
二
、
の
冒
頭
に
掲
げ
た
（
～
4
の
分

類
に
従
っ
て
い
る
こ
と
を
お
断
り
し
て
お
く
。

　
　

注

（
（
）　

平
安
時
代
の
女
流
日
記
文
学
作
品
の
個
々
の
特
質
に
つ
い
て
の
比
較
は
、
中
野
幸
一
氏
「
女
流
日
記
文
学
に
お
け
る
『
紫
式
部
日
記
』
の

位
置
」（『
女
流
日
記
文
学
講
座
三
』
平
成
3
・
7　

勉
誠
社 

）
に
詳
し
い
。

（
2
）　
「
紫
式
部
日
記
の
変
貌
」（『
源
氏
物
語
と
女
流
日
記　

研
究
と
資
料
』
昭
（（　

武
蔵
野
書
院
）

（
3
）　
「
紫
式
部
日
記
の
作
品
性
格
」（『
日
記
文
学　

作
品
論
の
試
み
』
昭
（4　

笠
間
書
院
）  

（
4
）　
『
紫
式
部
』（
昭
4（　

岩
波
新
書
）

（
（
）　

新
潮
日
本
古
典
集
成
『
紫
式
部
日
記
』（
昭
（（  

新
潮
社
）

（
6
）　
「
紫
式
部
日
記
の
表
現
」（「
宇
都
宮
大
学
教
育
学
部
紀
要
」
平
成
（
・
2
）

（
7
）　
「『
紫
式
部
日
記
』
の
憂
愁
の
叙
述
に
つ
い
て
─
女
房
日
記
の
生
成
─
」（『
国
文
学
研
究
』
平
成
2
・
（0
）

（
（
）　
「
主
題
の
形
成
」（『
別
冊
國
文
學　

王
朝
女
流
日
記
必
携
』
昭
6（　

學
燈
社
）

（
（
）　
「
日
記
文
学
論
」（『
王
朝
女
流
文
学
の
世
界
』
昭
47　

東
京
大
学
出
版
会
）

（
（0
） 　
『
平
安
時
代
日
記
文
学
の
研
究
』（
昭
32　

明
治
書
院
）

（
（（
） 　

日
本
古
典
文
学
大
系
『
紫
式
部
日
記
』
解
説　
（
昭
33　

岩
波
書
店
）

（
（2
）　
『
紫
式
部
日
記
新
釈
』（
昭
3（　

武
蔵
野
書
院
）

的
に
照
応
し
あ
い
、
（
は
前
半
の
慶
祝
記
的
部
分
な
い
し
『
日
記
』
全
体
の
序
、
4
は
後
半
部
の
序
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

現
存
す
る
『
日
記
』
を
ど
の
よ
う
な
作
品
と
し
て
把
握
す
る
か
と
い
う
こ
と
は
、
ひ
と
え
に
『
日
記
』
を
い
か
に
捉
え
、
ど
の
よ
う
に

読
む
か
と
い
う
こ
と
に
か
か
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
本
書
の
「
は
じ
め
」
に
当
っ
て
、
ま
ず
は
、『
日
記
』
研
究
の
根
幹
で

も
あ
る
『
日
記
』
の
内
容
と
多
様
な
表
現
形
態
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ら
が
相
互
に
ど
の
よ
う
に
関
わ
り
あ
っ
て
い
る
か
に

つ
い
て
考
察
し
、
現
存
す
る
作
品
形
態
を
一
つ
の
ト
ー
タ
ル
な
作
品
と
し
て
ど
の
よ
う
に
捉
え
る
か
に
つ
い
て
も
、
こ
れ
ま
で
の
主
た
る

研
究
足
跡
を
視
野
に
入
れ
な
が
ら
、
私
な
り
の
見
解
を
示
し
た
。

本
書
で
は
、
以
上
の
見
解
を
も
と
に
、
こ
れ
ら
『
日
記
』
の
内
容
と
表
現
形
態
と
を
支
え
る
作
品
内
の
個
々
の
表
現
が
作
品
世
界
の
中

で
ど
の
よ
う
に
機
能
し
て
い
る
か
に
つ
い
て
考
察
し
た
い
と
考
え
て
い
る
。
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
私
は
作
品
の
中
個
々
の
表
現
は
表

現
主
体
で
あ
る
作
者
に
よ
っ
て
作
品
世
界
を
構
築
す
る
た
め
に
位
置
づ
け
ら
れ
、
他
の
文
脈
と
の
関
わ
り
に
お
い
て
作
品
的
意
味
性
を
担

わ
さ
れ
て
い
る
と
み
て
お
り
、
こ
れ
ら
『
日
記
』
の
作
品
世
界
を
担
う
個
々
の
表
現
の
あ
り
よ
う
と
そ
の
意
味
性
を
読
み
解
か
な
け
れ
ば
、

『
紫
式
部
日
記
』
の
作
品
解
明
は
始
ま
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

本
書
の
構
成
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

は
じ
め
に　

─
『
紫
式
部
日
記
』
と
い
う
作
品
─

第
一
章　

主
家
賛
美
の
表
現
（
（
）
─
「
を
か
し
」
を
め
ぐ
っ
て
─　

第
二
章　

主
家
賛
美
の
表
現
（
2
）
─
「
い
ま
め
か
し
」
を
め
ぐ
っ
て
─

第
三
章　
《
作
者
の
憂
愁
の
思
い
》
を
担
う
表
現
─
「
憂
し
」
を
め
ぐ
っ
て
─

第
四
章　
『
紫
式
部
日
記
』
の
回
想
の
方
法

第
五
章　
『
紫
式
部
日
記
』
の
表
現
構
造
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第
一
章
　
主
家
賛
美
の
表
現
（
1
）
─
「
を
か
し
」
を
め
ぐ
っ
て

─
　

本
書
の
冒
頭
（「
は
じ
め
に
」）
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、『
日
記
』
は
今
日
な
お
、
大
別
し
て
次
の
よ
う
な
問
題
を
抱
え
て
い
る
。

第
一
は
、『
日
記
』
の
作
品
内
容
が
持
つ
二
面
的
性
格
、
す
な
わ
ち
作
品
主
題
の
も
つ
二
重
構
造
性
の
問
題
で
あ
り
、『
日
記
』
が
一
条

天
皇
の
中
宮
彰
子
腹
二
皇
子
誕
生
を
中
心
と
す
る
主
家
顕
彰
録
的
性
格
を
濃
厚
に
持
っ
た
日
記
で
あ
る
に
も
拘
わ
ら
ず
、
作
者
の
憂
愁
の

思
い
が
随
所
に
織
り
こ
ま
れ
て
い
る
の
は
な
ぜ
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。

第
二
は
、『
日
記
』
の
現
存
形
態
が
有
す
る
多
様
な
表
現
形
態
の
問
題
で
あ
る
。
つ
ま
り
『
日
記
』
は
、
寛
弘
五
年
秋
の
第
二
皇
子
敦

成
親
王
誕
生
に
関
す
る
記
録
的
部
分
か
ら
始
め
ら
れ
る
も
の
の
、
寛
弘
六
年
正
月
に
至
っ
て
突
如
、
い
わ
ゆ
る
「
消
息
」
体
に
よ
っ
て
、

作
者
の
痛
烈
な
中
宮
彰
子
方
女
房
批
評
や
自
己
の
人
生
的
内
面
表
白
が
な
さ
れ
る
随
想
的
部
分
、
次
い
で
、
年
次
不
詳
の
二
、
三
の
記
事

が
挟
み
込
ま
れ
る
な
ど
し
た
後
、
寛
弘
七
年
正
月
の
第
三
皇
子
敦
良
親
王
「
御
五
十
日
儀
」
を
中
心
と
し
た
記
録
的
部
分
で
擱
筆
さ
れ
る

と
い
う
『
日
記
』
の
現
存
形
態
は
何
を
意
味
す
る
の
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。

私
は
、
こ
う
し
た
『
日
記
』
の
作
品
解
明
の
た
め
に
は
、
こ
れ
ら
第
一
と
第
二
の
問
題
に
つ
い
て
個
々
に
解
明
す
る
だ
け
で
な
く
、
む

し
ろ
、
こ
れ
ら
二
つ
の
問
題
が
相
互
に
ど
う
関
わ
り
あ
っ
て
い
る
か
を
探
る
こ
と
が
何
よ
り
も
重
要
と
考
え
て
お
り
、
そ
の
手
掛
か
り
を

探
る
た
め
に
『
日
記
』
に
お
け
る
個
々
の
表
現
が
も
つ
作
品
的
意
味
性
に
つ
い
て
考
え
て
き
た
。
な
ぜ
な
ら
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
作
品

に
お
け
る
個
々
の
表
現
は
、
作
品
世
界
を
構
築
す
る
た
め
の
一
つ
の
方
法
と
し
て
作
者
に
よ
っ
て
位
置
づ
け
ら
れ
、
同
時
に
他
の
文
脈
と

の
関
わ
り
に
お
い
て
作
品
的
意
味
性
を
担
わ
さ
れ
て
い
る
と
考
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

（
（3
）　
『
源
氏
学
序
説
』（
昭
62　

笠
間
書
院
）

（
（4
）　
「
紫
式
部
日
記
の
表
現
機
構
─
「
十
一
日
の
暁
」
を
め
ぐ
っ
て
─
」（『
國
語
と
國
文
學
』
64
─
（（　

昭
62
・
（（
）

（
（（
）　
「
紫
式
部
日
記
逸
文
資
料
「
左
衛
門
督
」
の
「
梅
の
花
」
の
歌
─
日
記
の
成
立
と
性
格
を
め
ぐ
る
憶
説
─
」（『
國
語
と
國
文
學
』
4（
─
4　

昭
46
・
4
）

（
（6
）　
『
紫
式
部
日
記
全
注
釈
』
下
巻
（
昭
4（　

角
川
書
店
）　　
　
　

（
（7
）　
「『
紫
式
部
日
記
』
十
一
日
の
暁
の
記
の
方
法
」（『
中
古
文
学
論
攷
』
平
成
（
・
（2
）

（
（（
）　
「
紫
式
部
日
記
「
十
一
日
の
暁
」
段
の
構
造
と
成
立
（
一
）（
二
）」（『
平
安
文
学
研
究
』
6（
・
70　

昭
（（
・
7
／
（2
）

（
（（
）　

日
向
一
雅
氏
『
源
氏
物
語
の
王
権
と
流
離
』（
平
成
（　

新
典
社
）

（
20
）　

注
（
（
）
に
同
じ

（
2（
）　

詳
し
く
は
拙
稿
「
天
徳
内
裏
歌
合
仮
名
日
記
に
み
ら
れ
る
女
房
の
視
点
」（『CA

RIT
A

S

』
22　

昭
63
）
参
照
。

（
22
）　

清
水
好
子
氏
『
源
氏
物
語
論
』（
昭
4（ 
塙
書
房
）

（
23
）　

本
書
第
四
章
第
二
節
参
照
。

※　
『
日
記
』
の
最
近
年
の
研
究
動
向
に
つ
い
て
は
、
福
家
俊
幸
氏
の
「『
紫
式
部
日
記
』
研
究
の
現
在
」（『
紫
式
部
日
記
の
表
現
世
界
と
方
法
』

平
成
（（　

武
蔵
野
書
院 

）
が
た
い
へ
ん
詳
し
い
の
で
そ
れ
を
参
照
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
幸
甚
で
あ
る
。


