
(敬
)
の
わ
か
れ

-

『晴
蛤
日
記
』
上
巻
の
表
現
を
め
ぐ
っ
て

多

田

一

臣

■

『輯
蛤
日
記
』
が
､
と
り
わ
け
そ
の
上
巻
部
分
が
'
私
家
集
か
ら
の
発

展
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
､
こ
れ
ま
で
に
も
さ
ま
ざ
ま
な
角
度
か
ら
の

指
摘
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
｡
『晴
蛤
日
記
』
の
原
型
と
し
て
'
道
綱
母

の
家
集
が
現
実
に
存
在
し
た
か
い
な
か
は
措
-
と
し
て
も
､
作
者
が
こ
の

日
記
を
執
筆
す
る
に
際
し
て
､
自
身
の
歌
稿
を
整
理
し
'
そ
れ
を
年
代
順

に
配
列
し
て
い
-
中
で
'
そ
の
形
成
が
な
さ
れ
た
と
考
え
る
こ
と
は
'
こ

の
日
記
の
上
巻
部
分
に
即
す
る
か
ぎ
り
'
き
わ
め
て
至
当
な
推
断
で
あ
ろ

う
｡
歌
稿
を
整
理

･
配
列
L
t
そ
こ
に
歌
に
よ
る
時
間
の
秩
序
化
を
は
か

ろ
う
と
す
る
姿
勢
は
､
あ
る
意
味
で
､
当
時
の
私
家
集

一
般
の
あ
り
か
た

に
も
通
ず
る
も
の
が
あ
り
'
そ
う
し
た
中
か
ら
､
こ
の
日
記
が
生
み
出
さ

れ
た
と
考
え
る
こ
と
は
､
き
わ
め
て
自
然
な
推
測
で
あ
り
え
た
の
で
あ
る
｡

け
れ
ど
も
､
『晴
蛤
日
記
』
の
場
合
､
そ
こ
に
達
成
さ
れ
た
表
現
の
あ

り
か
た
は
'
私
家
集
的
な
世
界
の
そ
れ
と
は
あ
さ
ら
か
に
異
な
る
も
の
を

含
ん
で
い
た
｡
私
家
集
的
な
世
界
か
ら
の
直
線
的
な
発
展
と
し
て
で
は
な

-
'
い
わ
ば

(
敬
)
の
世
界
か
ら
の
わ
か
れ
と
し
て
'
こ
の
日
記
の
表
現

は
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
.

も
と
よ
り
'
こ
う
し
た
視
点
は
､
本
稿
独
自
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
｡

そ
れ
は
'
現
在
で
は
ほ
ぼ

l
般
化
し
た
､
本
日
記
研
究
の
基
本
的
視
点
と

も
い
う
べ
き
も
の
で
あ

っ
た
の
で
あ
る
｡
た
と
え
ば
､
木
村
正
中
氏
は
'

私
家
集

の
表
現
段
階
を
'
《
歌
を
中
心
と
し
て
表
現
さ
れ
た
生
活
断
面
や

歌
語
り
的
性
格
の
許
に
描
出
さ
れ
た
人
間
関
係
は
､
そ
の
よ
う
な
生
活
断

面
や
人
間
関
係
を
精
神
化
し
ょ
う
と
す
る
方
向
を
中
に
含
み
な
が
ら
'
そ

れ
を
実
現
す
る
に
は
至
っ
て
い
な
い
》
《
な
お
和
歌
の
感
動
を
中
核
と
す

る
限
り
'
全
体
と
し
て
の
具
体
的
内
面
性
を
充
実
し
え
て
い
な
い
》
と
し

て
否
定
的
に
把
握
さ
れ
'
そ
の
上
で
､
『晴
輪
日
記
』
の
表
現
に
つ
い
て
､

そ
れ
が
私
家
集
的
発
想
を
基
盤
と
し
て
い
る
こ
と
t
L
か
も
そ
う
し
た
発

想
が
､
現
実
の
客
観
的
定
着
と
'
心
情
の
主
観
的
表
白
と
い
う
二
面
か
ら

克
服
さ
れ
て
'
私
家
集
的
構
造
を
残
存
さ
せ
つ
つ
も
t
よ
り
統

1
的

･
内

面
的
な
作
品
世
界
を
志
向
す
る
も
の
と
な

っ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
さ
れ
'

さ
ら
に
そ
の
表
現
の
達
成
に
つ
い
て
'
次
の
ご
と
-
に
述
べ
ら
れ
た
｡

3



内
当
時
'
次
第
に
顕
著
に
な
り
つ
つ
あ

っ
た
和
歌
の
詞
書
の
叙
事
化
'

私
家
集
の
物
語
化
の
現
象
を
さ
ら
に
徹
底
さ
せ
て
'
私
的
な
生
活
体

験
の
内
幕
を
客
観
化
す
る
方
法
に
ま
で
拡
充
す
る
と
同
時
に
'
ま
た

和
歌
の
詠
歌
の
内
部
に
轡
積
す
る
の
み
で
'
そ
の
限
ら
れ
た
形
成
が

表
出
を
阻
ん
で
い
た
主
情
的
な
真
実
を
'
む
し
ろ
全
体
的
な
生
活
感

情
と
し
て
直
接
的
に
投
影
す
る
こ
と
に
よ
り
'
作
品
の
主
題
性
を
主

(汁--
)

観
的
に
強
化
す
る
こ
と
が
で
き

た

》

こ
の
木
村
氏
の
論
は
'
基
本
的
に
は

(
敬
)
の
表
現
に
規
制
さ
れ
る
私

家
集
表
現
の
あ
り
か
た
が
'
こ
の
日
記
の
中
で
'
新
た
な
表
出
と
し
て
展

開
さ
れ
て
い
-
'
そ
の
事
情
を
あ
さ
ら
か
に
す
る
も
の
で
あ

っ
た
｡
そ
こ

に
は
'
あ
さ
ら
か
に

(敬
)
の
表
現
か
ら
散
文
表
現

へ
と
い
う
道
筋
が
か

た
ど
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
｡

同
様
の
見
解
は
､
野
村
精

一
氏
も
'
以
下
の
ご
と
き
か
た
ち
で
論
じ
て

お
ら
れ
る
｡
氏
は
'
本
日
記
の
中
で
､
兼
家
と
の
関
係
が
緊
張
を
学
む
部

分
に
は
､
散
文
量
が
圧
倒
的
に
多

い
こ
と
'
そ
れ
に
比
し
て
歌
数
が
き
わ

め
て
僅
少
で
あ
る
こ
と
を
見
出
さ
れ
､
そ
こ
に

(
歌
)
の
表
現
の
限
界
性

を
指
摘
さ
れ
て
'
次
の
ご
と
き
見
解
を
述
べ
ら
れ
た
｡

《
う
た
は
作
者
道
綱
母
に
と
っ
て
'
自
己
の
体
験
的
事
象
以
外
の
何

も
の
で
も
な
か
っ
た
｡
あ
の
強
烈
な
る
主
体
意
識
の
､
生
活
と
の
わ

ず
か
な
ふ
れ
合
い
程
度
の
も
の
-
-
》

《
こ
の
日
記
の
歌
は
､
そ
の
量
の
如
何
を
と
は
ず
､
単
な
る
時
間
的

事
象
で
あ
り
'
本
質
的
な
､
人
間
的
支
柱
と
し
て
の
形
象
性
は
'
こ

(注
2
)

の
定
型
拝
情
詩
の
ワ
ク
を
は
み
出
し
た
と
こ
ろ
に

あ

る

》

一
方
､
清
水
好
子
氏
も
'
こ
の
日
記
の
作
者
に
と
っ
て
､
歌
が
そ
の
身

(注
3
)

分
を
超
越
さ
せ
る
武
器
で
あ

っ
た
こ
と
を
主

張

さ

れ

､
同
時
に
そ
れ
が
'

そ
の
全
存
在
を
託
す
に
は
な
お
不
充
分
で
あ
り
'
そ
れ
ゆ
え
に
新
た
な
散

文
表
現
が
そ
こ
に
も
と
め
･,わ
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
と
す
る
'
表
現
上
の

(注
4
)

必
然
性
を

《
歌
の
わ

か
れ

》

と
し
て
論
じ
て
お
ら
れ
る
｡

先
述
し
た
ご
と
-
'
こ
の
日
記
の
中
に

(歌
)
か
ら
散
文

へ
の
推
移
を

な
か
め
る
こ
と
は
'
そ
の
表
現
の
あ
り
か
た
を
考
え
る
際
'
も
っ
と
も
基

本
的
な
視
点
と
な
り
う
る
も
の
で
あ

っ
た
｡
し
か
し
な
が
ら
､
近
時
､
こ

う
し
た
視
点
に
疑
義
を
差
挟
む
見
方
も
示
さ
れ
は
じ
め
て
い
る
｡
た
と
え

ば
'
三
谷
邦
明
氏
は
'
こ
の
日
記
を
基
本
的
に
詩
人
の
日
記

(=
歌
人
の

日
記
)
と
解
さ
れ
る
立
場
か
ら
'
こ
れ
が
散
文
精
神
に
裏
付
け
ら
れ
た
も

の
で
は
な
-
､
(
歌
)
を
援
助
す
る
た
め
に
成
立
し
た
も
の
に
す
ぎ
ぬ
こ
と

(注
5
)

を
つ
よ
く
主
張
し
て
お

ら

れ

る

｡
三
谷
氏
の
所
説
は
､
氏
の

一
連
の
物
語

論
の
中
に
本
日
記
を
位
置
づ
け
'
(敬
)
と

(
語
り
)
の
位
相
の
中
に
'
そ

の
表
現
の
あ
り
か
た
を
見
定
め
よ
う
と
さ
れ
る
も
の
で
あ

っ
た
｡
氏
に
よ

れ
ば
､
(歌
)
と
は

《
現
在
形
の
文
学
》
《
同
化
の
文
学
》
で
あ
り
'
《
過

去
に
体
験
し
た
り
'
他
人
が
経
験
し
た
り
､
あ
る
い
は
仝
-
の
空
想
､
仮

構
で
は
あ

っ
て
も
'
あ
た
か
も
作
者
自
身
が

(
現
在
)
体
験
し
て
い
る
か

の
ご
と
き
装
い
で
歌
う
か
'
そ
う
で
な
い
な
ら
ば
過
去
や
未
来
や
他
者
の

経
験
に
対
す
る

へ
現
在
)
の
感
慨
し
か
詠
め
な
い
の
が
》
そ
の
特
色
で
あ

る
と
さ
れ
'

一
万
､
八語
り
)
と
は
､
《
過
去
形
の
文
学
で
あ
り
'
作
者
と

､[t
6
＼

享
受
者
と
は
-
-
決
し
て
本
文
と
全
体
的
に
同
化
･融
合
し
え
な
い

文

学

》

で
あ
る
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
｡

(歌
)
と

(
語
り
)
の
こ
う
し
た
表
現
の
差
異
を
こ
の
日
記
に
あ
て
は

め
た
時
'
そ
れ
が
読
者

(享
受
者
)
に
同
化
を
強
い
る
表
現
で
あ
る
か
ぎ

り
'
そ
の
表
現
の
あ
り
か
た
は

(
敬
)
に
規
制
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ざ
る

を
え
な
い
で
あ
ろ
う
｡
そ
れ
は
'
こ
の
日
記
の
文
章
が
'
歌
集
の
詞
書
か

4



ら
の
直
接
的
な
延
展
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で

も
あ
っ
た
の
で
あ
る
｡
三
谷
氏
は
'
こ
う
し
た
点
を
論
拠
と
し
て
'
こ
の

日
記
の
表
現
が
､
《
外
面
的

･
形
式
的
に
は
散
文
で
は
あ
っ
て
も
､
内
面

形
式
に
お
い
て
は
行
情
詩
》
に
ほ
か
な
ら
ぬ
こ
と
を
指
摘
さ
れ
'
そ
の
文

章
も

《
散
文
精
神
に
裏
付
け
ら
れ
た
も
の
で
は
な
-
､
か
え
っ
て

(敬
)

(注
7
)

の
延
長
線
上
に
'
(歌
)
を
援
助
す
る
た
め
に
成
立
し

た

》

も
の
で
あ
る

こ
と
を
論
じ
て
お
ら
れ
る
｡
こ
の
所
論
に
従
う
か
ぎ
り
'
こ
の
日
記
の
時

間
表
現
の
あ
り
か
た
も
､
単
に
空
間

(場
面
)
の
羅
列
を
意
味
す
る
に
と

ど
ま
り
'
物
語
の
ご
と
き
持
続
的
な
継
起
に
よ
っ
て
本
文
を
紡
ぎ
出
し
て

い
-
構
造
は
､
そ
こ
に
も
た
ら
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
に

な
る
の
で
あ
ろ
う
｡

と
こ
ろ
で
､
『晴
蛤
日
記
』
が

炎
同
化
の
文
学
》
で
あ
る
こ
と
に
つ
い

て
は
､
渡
辺
実
氏
の
､
次
の
ご
と
き
見
解
が
示
さ
れ
て
い
た
｡
氏
は
'
こ

の
日
記
の
人
物
呼
称
の
特
異
な
あ
り
か
た
に
着
目
さ
れ
､
そ
の
文
章
表
現

が

(当
事
者
的
表
現
)
と
で
も
称
す
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
さ
れ

た
｡
こ
の
日
記
の
作
者
は
'
作
中
の
出
来
事
を
離
れ
た
次
元
か
ら
対
象
と

し
て
描
-
の
で
は
な
-
､
む
し
ろ
作
中
の
出
来
事
の
次
元
で
'
作
中
の
人

物
の
目
で
､
こ
の
日
記
を
記
し
て
い
る
の
で
あ
り
､
そ
こ
に

(
当
事
者
的

表
現
V
t
す
な
わ
ち

内
道
綱
母
に
同
化
し
な
け
れ
ば
よ
-
解
せ
な
い
よ
う

(注
8)

な
文

章

》

が
出
来
上
っ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
さ
れ
た
の
で
あ
る
｡
こ
う
し

た

(当
事
者
的
表
現
)
が
､
三
谷
氏
の
説
か
れ
る

《
同
化
の
文
学
》
と
し

て
の

(敬
)
の
表
現
と
同
義
で
あ
る
こ
と
は
明
瞭
で
あ
ろ
う
｡
そ
し
て
へ

《
同
化
の
文
学
》
と
し
て
の
視
点
に
立
つ
か
ぎ
リ
'
こ
の
日
記
の
表
現
は
'

散
文
精
神
と
は
無
縁
な

《
詩
人
の
日
記
》
と
し
て
､
つ
よ
-

(
敬
)
の
表

現
の
規
制
を
受
け
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
｡

し
か
し
な
が
ら
'
無
論
､
こ
う
し
た
三
谷
氏
の
所
論
が
'
そ
の
ま
ま
に

(注
-
)

首
肯
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
か

っ
た

｡

そ
こ
に
は
､
た
し
か
に

へ歌
)
の
表

現
に
規
制
さ
れ
る

一
面
は
認
め
ら
れ
は
す
る
も
の
の
t
L
か
L
t
そ
こ
で

の
歌
を
含
む
描
写
の
あ
り
か
た
は
'
決
し
て
そ
の
段
階
に
と
ど
ま
る
も
の

で
は
な
-
､
や
は
り

(歌
)
の
表
現
の
限
界
性
を
克
服
し
ょ
う
と
す
る

散
文
精
神
の
あ
ら
わ
れ
を
'
そ
こ
に
は
っ
き
り
と
認
め
ね
ば
な
ら
な
い
の

で
あ
る
｡
も
と
よ
り
'
そ
こ
に
獲
得
さ
れ
た
表
現
は
'
物
語
の
ご
と
-
'

持
続
的
な
継
起
に
よ
っ
て
本
文
を
導
き
出
す
体
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
｡

け
れ
ど
も
'
こ
の
日
記
の
場
合
'
素
材
と
し
て
の
歌
を
整
理

･
配
列
し
'

時
間
的
な
秩
序
の
中
に
取
り
収
め
て
い
-
営
為
そ
の
も
の
の
中
に
'
(
敬
)

の
表
現
が
本
来
的
に
抱
え
込
む
限
界
性
が
お
の
ず
と
露
呈
さ
れ
て
い
た
の

で
あ
り
'
そ
う
し
た
事
実
の
中
に
こ
そ
'
新
た
な
表
現
の
あ
り
か
た
-

散
文
精
神
の
肱
胎
を
認
め
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
｡
こ
う
し
た
新
た
な

表
現
の
あ
り
か
た
は
'
い
わ
ば

へ
歌
)
を
含
む
日
記
の
構
造
の
中
か
ら
必

然
的
に
導
き
出
さ
れ
る
も
の
と
い
っ
て
よ
-
'
そ
こ
に
'
作
品
の
表
現
と

そ
れ
を
支
え
る
構
造
と
の
関
係
が
明
示
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
｡
(歌
)

を

1
つ
の
素
材
と
し
て
､
時
間
の
秩
序
の
中
に
配
列
す
る
こ
と
で
生
み
出

さ
れ
る
構
造
が
'
素
材
で
あ
る

(
歌
)
の
表
現
を
規
制
し
'
そ
こ
に
新
た

な
表
現
の
あ
り
か
た
が
不
可
避
的
に
あ
ら
わ
れ
る
､
と
い
っ
た
関
係
が
､

そ
こ
に
は
っ
き
り
と
示
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
｡

そ
こ
で
'
以
下
'
『輯
輪
日
記
』
上
巻
の
中
か
ら
'
贈
答
歌
を
中
心
と

す
る
場
面
の
い
-
つ
か
を
取
り
上
げ
､
そ
の

(
敬
)
の
中
か
ら
'
新
た
な

表
現
1

散
文
精
神
が
必
然
的
に
腫
胎
さ
れ
て
い
-
様
態
を
つ
ぶ
さ
に
な

か
め
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
｡
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二

Ⅰ

こ
れ
よ
り
'
夕
き
り
つ
か
た
'
｢う
ち
の
が
る
ま
じ
か
り
け
り
｣
と

て
出
づ
る
に
､
心
え
で
'
人
を
つ
け
て
見
す
れ
ば
､
｢
町
の
小
路
な
る

そ
こ
そ
こ
に
な
む
'
と
ま
り
給
ひ
ぬ
る
｣
と
て
来
た
り
｡
さ
れ
ば
よ

と
､
い
み
じ
う
心
憂
L
と
息

へ
ど
も
､
い
は
む
や
う
も
知
ら
で
あ
る

ほ
ど
に
､
二
三
日
ば
か
り
あ
り
て
､
あ
か
つ
き
が
た
に
門
を
た
た
く

時
あ
り
｡
｢
さ
な
め
り
｣
と
思
ふ
に
'
憂
-
て
､
開
け
さ
せ
ね
ば
､
例

の
家
と
お
ぼ
し
き
所
に
も
の
し
た
り
｡

つ
と
め
て
'
｢
な
ほ
も
あ
ら

じ
｣
と
思
ひ
て
'

欺
き
つ
つ
ひ
と
り
寝
る
夜
の
あ
-
る
ま
は
い
か
に
久
し
さ
も
の

と
か
は
知
る

と
'
例
よ
り
は
ひ
き
つ
-
ろ
ひ
て
書
き
て
'
移
ろ
ひ
た
る
菊
に
さ
し

た
り
｡
返
り
ご
と
'
｢あ
く
る
ま
で
も
こ
こ
ろ
み
む
と
し
つ
れ
ど
t
と

み
な
る
召
使
の
来
あ
ひ
た
り
つ
れ
ば
な
む
｡

い
と
こ
と
わ
り
な
り
つ

る
は
｡げ

に
や
げ
に
冬
の
夜
な
ら
ぬ
真
木
の
戸
も
お
そ
く
あ
く
る
は
わ

び
し
か
り
け
り
｣

さ
て
も
､
い
と
あ
や
し
か
り
つ
る
ほ
ど
に
'
こ
と
な
し
び
た
る
'
し

ば
し
は
'
忍
び
た
る
さ
ま
に
､
｢内
裏
に
｣
な
ど
言
ひ
つ
つ
ぞ
あ
る
べ

(経
lo
)
㌔

き
を
､
い
と
ど
し
う
心
づ
き
な
-
忠
,ふ
こ
と
ぞ
'
限
り
な
き
ゃ

｡

周
知
の
ご
と
十

二
れ
は
へ
天
暦
九
年

(九
五
三
)'
道
綱
出
産
の
あ

と
､
兼
家
の
新
し
い
愛
人
'
町
小
路
の
女
の
存
在
が
あ
き
ら
か
に
な
っ
た

こ
と
を
示
す
場
面
の

一
部
で
あ
る
｡
道
綱
の
出
産
と
い
う
生
涯
の
大
事
に

お
い
て
'
作
者
は
'
兼
家
の

｢
ね
ん
ご
ろ
な
る
心
ば

へ
｣
を
説
き
は
す
る

も
の
の
､
そ
れ
は
､
作
者
の
幸
福
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
-
､
そ
の
背

後
に
存
在
し
た
新
し
い
愛
人
の
出
現
に
よ

っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
愛
の
も
ろ

さ
'
は
か
な
さ
を
強
調
す
る
も
の
で
し
か
あ
り
え
な
か
っ
た
｡
兼
家
と
町

小
路
の
女
と
の
関
係
は
'
世
間
の
耳
目
を
聾
動
せ
し
め
'
以
後
､
天
徳
元

午

(九
五
七
)
頃
に
か
け
て
'
作
者
の
心
を
悩
ま
せ
つ
づ
け
る
の
で
あ
る
｡

こ
う
し
た
状
況
の
中
で
詠
ま
れ
た
の
が
'
有
名
な

｢
欺
き
つ
つ
｣
の
歌

で
あ
り
'
こ
れ
に
兼
家
の
返
歌
を
配
す
る
こ
と
で
､
こ
の
場
面
は
ま
と
め

あ
げ
ら
れ
て
い
る
｡
し
か
し
な
が
ら
､
こ
こ
に
う
た
い
交
わ
さ
れ
た
贈
答
歌

の
あ
り
か
た
が
'
同
時
に

(敬
)
の
表
現
の
限
界
性
を
露
呈
す
る
も
の
で

あ
る
こ
と
も
兄
の
が
し
え
ぬ
事
実
で
あ

っ
た
｡
一
体
'
作
者
が
､
こ
の

｢欺

き
つ
つ
｣
の
歌
を
う
た
う
に
い
た
る
心
理
は
'
門
を
閉
じ
て
兼
家
を
拒
絶

し
よ
う
と
す
る
き
わ
め
て
激
し
い
も
の
で
あ

っ
た
が
'
そ
の
場
合
'
拒
絶

は
何
等
の
解
決
を
も
た
ら
す
も
の
で
は
な
-
､
む
し
ろ
そ
の
心
の
痛
手
を

深
め
る
役
割
し
か
果
し
え
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
｡
け
れ
ど
も
'
作
者
は
'

そ
う
し
た
心
の
痛
手
を
自
覚
し
な
が
ら
も
､
な
お
兼
家
を
拒
絶
せ
ざ
る
を

え
な
か
っ
た
の
で
あ
り
､
こ
こ
に
は
､
そ
う
し
た
微
妙
な
心
理
の
屈
折
が

あ
ら
わ
に
示
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
｡

し
か
し
な
が
ら
'
作
者
が
兼
家

へ
の
拒
絶
を
貫
き
通
し
た
と
し
て
も
'

作
者
の
内
心
の
葛
藤
は
､
そ
の
ま
ま
の
か
た
ち
で
兼
家
に
伝
わ
る
は
ず
は

な
い
｡
兼
家
は
､
作
者
の
内
面

へ
の
か
か
わ
り
を
意
識
せ
ず
に
す
ま
す
こ

と
の
で
き
る
超
然
た
る
心
の
持
主
で
あ
り
'
こ
う
し
た
彼
の
前
に
あ

っ
て

は
､
作
者
の
内
心
の
葛
藤
も

一
顧
だ
に
さ
れ
ぬ
可
能
性
す
ら
存
在
し
た
の

で
あ
る
｡
し
か
も
､
作
者
は
'
兼
家
を
拒
絶
す
る

一
方
で
'
つ
い
に
兼
家

か
ら
の
が
れ
え
ぬ
自
己
の
運
命
を
事
実
と
し
て
甘
受
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ

た
の
で
あ
り
'
そ
う
し
た
中
で
'
そ
の
内
心
の
葛
藤
は
､
よ
り
悲
痛
な
も

の
と
し
て
強
め
ら
れ
て
い
-
の
で
あ
る
｡
｢欺
き
つ
つ
｣
の
歌
は
'
こ
う
し

- 6-



た
心
理
的
状
況
の
中
で
う
た
い
出
さ
れ
た
の
で
あ
り
'
い
わ
ば
拒
絶
す
る

こ
と
の
痛
み
を
自
覚
し
な
が
ら
､
な
お
歌
を
贈
ら
ぬ
ば
な
ら
ぬ
悲
し
み
の

中
か
ら
生
み
出
さ
れ
た
歌
Li
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
.

け
れ
ど
も
'
作
者
の
歌
に
対
す
る
兼
家
の
答
歌
は
'
そ
こ
に
こ
め
ら
れ

た
悲
痛
な
心
情
を
ま
っ
た
-
顧
み
ぬ
体
の
も
の
で
し
か
な
か
っ
た
｡
そ
れ

は
､
作
者
の
歌
の
修
辞
の
み
を
取
り
上
げ
'
冗
談
め
か
し
た
応
答
の
中
に
'

作
者
の
内
心
の
葛
藤
を
葬
り
去
ろ
う
と
す
る
も
の
に
す
ぎ
な
か
っ
た
の
で

あ
る
｡
そ
こ
に
こ
そ
'
い
わ
ば
'
こ
の
贈
答
歌
に
お
け
る
､
(
敬
)
の
表

現
の
酪
酸
と
断
絶
と
が
は
っ
き
り
と
示
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
｡

と
こ
ろ
で
'
『大
鏡
』
兼
家
伝
に
は
'
こ
の
贈
答
歌
が
､
次
の
よ
う
な

か
た
ち
で
記
さ
れ
て
い
た
｡

こ
の
母
君

(作
者
)､
き
は
め
た
る
和
歌
の
上
手
に
お
は
し
け
れ
ば
'

こ
の
殿

(兼
家
)
の
通
は
せ
た
ま
ひ
け
る
ほ
ど
の
こ
と
､
歌
な
ど
書

き
集
め
て
､
『
か
げ
ろ
ふ
の
日
記
』
と
名
づ
け
て
'
世
に
ひ
ろ
め
た
ま

へ
リ
｡
殿
の
お
は
し
ま
し
た
り
け
る
に
'
門
を
お
そ
-
あ
け
け
れ
ば
'

た
び
た
び
御
消
息
い
ひ
入
れ
さ
せ
た
ま
ふ
に
'
女
君
'

嘆
き
つ
つ
ひ
と
り
寝
る
夜
の
あ
-
る
ま
は
い
か
に
ひ
さ
し
き
も

の
と
か
は
し
る

い
と
輿
あ
り
と
思
し
召
し
て
､

げ
に
や
げ
に
冬
の
夜
な
ら
ぬ
桟
の
戸
も
お
そ
-
め
-
る
は
苦
し

(注
11
)

か
り

け

り

こ
の

『大
鏡
』
の
記
事
に
お
い
て
は
'
こ
の
贈
答
歌
の
背
後
に
存
在
す

る
作
者
の
痛
切
な
思

い
に
つ
い
て
は
言
及
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
(同
時
に
､

町
小
路
の
女
の
存
在
に
つ
い
て
も
言
及
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
)｡

い
わ
ば
'

こ
の

『
大
鏡
』
の
記
事
は
へ
こ
の
贈
答
歌
が
'
名
歌

･
秀
歌
の
応
酬
で
あ

る
こ
と
を
伝
え
'
そ
の
和
歌
的
情
趣
の
面
白
さ
を
語
ろ
う
と
す
る
も
の
に

は
か
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
｡
そ
れ
は
､
｢輯
蛤
日
記
注
解
｣
の
指
摘

す
る
よ
う
に
'
(歌
)
に
対
す
る
非
個
性
的
な
理
解
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
り
'

(注
12
)

同
時
に

《
和
歌
の
情
趣
の

一
般
化

･
概
念

化
》

を
示
す
も
の
で
も
あ
っ
た

の
で
あ
る
｡

し
か
し
な
が
ら
'
『大
鏡
』
に
お
い
て
､
こ
の
贈
答
歌
が

《
和
歌
の
情
趣

の

l
般
化

･
概
念
化
》
の
あ
ら
わ
れ
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
事
実
は
'

そ
の
表
現
そ
の
も
の
が
､

〓
疋
の
限
界
性
を
有
す
る
こ
と
を
示
す
も
の
と

も
い
え
よ
う
｡
作
者
が
､
ど
の
よ
う
に
痛
切
な
思
い
を
託
し
て

｢欺
き
つ

つ
｣
の
歌
を
う
た
っ
た
と
し
て
も
､
そ
こ
に
導
き
出
さ
れ
る
表
現
の
あ
り

か
た
は
'
結
果
と
し
て
そ
う
し
た
作
者
の
心
情
を
十
全
に
は
表
わ
し
え
な

か
っ
た
の
で
あ
る
｡

一
体
'
(敬
)
に
お
け
る
拝
情

の
表
現
と
は
'
そ
れ
な
り
に
完
結
し
た

高
度
な
情
念
の
世
界
を
表
わ
し
う
る
も
の
で
は
あ

っ
た
が
､

一
万
㌧
そ
の

表
現
を
支
え
る
様
式
性
は
'
か
え
っ
て
そ
う
し
た
拝
情
表
現
の
高
度
な
達

成
を
疎
外
す
る

一
面
を
つ
よ
-
持
ち
あ
わ
せ
て
い
た
｡
｢欺
き
つ
つ
｣
の

歌
に
'
作
者
が
託
し
た
思
い
と
は
'
単
な
る

1
回
的
な
思

い
で
は
な
-
､

む
し
ろ
作
者
の
心
中
に
内
面
化
し
っ
つ
深
め
ら
れ
て
い
-
性
質
の
も
の
で

あ

っ
た
｡
そ
う
し
た
作
者

の
思

い
は
､
(歌
)
の
世
界
に
お
け
る

一
回
的

な
､
そ
れ
ゆ
え
に
高
度
に
象
徴
化
さ
れ
た
表
現
に
よ
っ
て
は
'
完
全
に
表

わ
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
｡
兼
家
が
'
作
者
の
歌
に
対
し
て

そ
の
修
辞
面
の
み
を
取
り
上
げ
'
返
歌
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ

っ
た
の
は
'

い
わ
ば

(
歌
)
の
様
式
性
を
最
大
限
に
逆
利
用
し
た
結
果
で
あ

っ
た
と
も

い
え
よ
う
｡
そ
こ
に

(歌
)
の
表
現
の
も
つ
限
界
性
が
は
っ
き
り
と
示
さ

れ
て
い
た
の
で
あ
る
｡
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も
と
よ
り
'
こ
の

『大
鏡
』
あ
る
い
は
私
家
集

(
こ
の
贈
答
歌
が
'
こ

の
日
記
の
母
胎
と
し
て
の
家
集
に
採
録
さ
れ
て
い
た
と
仮
定
し
て
)
の
レ

ベ
ル
に
お
い
て
は
'
こ
の
贈
答
歌
が
'
か
か
る
か
た
ち
で

(敬
)
の
限
界

性
を
露
呈
し
て
い
た
こ
と
は
､
お
そ
ら
-
問
題
と
は
な
り
え
な
か
っ
た
に

相
違
な

い
｡
む
し
ろ
そ
こ
で
は
､
『大
鏡
』
の
記
事

の
ご
と
-
'
和
歌
的

情
趣
の
面
白
さ
を
伝
え
る
も
の
と
し
て
の
み
記
載
さ
れ
'
受
容
さ
れ
る
こ

と
が
通
例
で
あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
｡
こ
の
贈
答
歌
に
示
さ
れ
た
甑
酷
と
断

絶
と
は
､
こ
の
日
記
に
取
り
込
ま
れ
る
こ
と
に
よ

っ
て
'
は
じ
め
て
際
立

て
ら
れ
る
性
質
の
も
の
で
あ

っ
た
｡
そ
こ
に
'
(
敬
)
の
表
現
の
限
界
性

を
超
え
た
'
こ
の
日
記
の
新
た
な
表
現
の
意
味
が
あ
り
え
た
の
で
あ
る
｡

こ
う
し
た
点
に
関
し
て
は
､
木
村
正
中
氏
も
'
次
の
ご
と
-
に
述
べ
て

お
ら
れ
る
｡

《
｢な
げ
き
つ
つ
｣
の
歌
は
'
そ
の
独
得
な
孤
立
性
を
示
す
と
と
も

に
'も
は
や
従
来
の
贈
答
歌
を
成
り
立
た
せ
る
対
話
的
場
面
や
'
-
=
･

単
な
る
日
常
性
事
実
性
の
上
に
成
り
立
つ
場
面
と
は
ま
っ
た
-
異
な

り
､
そ
の

｢な
げ
き
つ
つ
｣
の
孤
立
性
を
こ
そ
ま
さ
に
支
軸
と
し
て

統
括
さ
れ
て
い
る
､
独
自
な
場
面
の
中
心
と
な

っ
て
い
る
｡
事
の
進

行
に
し
た
が
っ
て
お
の
お
の
の
和
歌
を
位
置
づ
け
な
が
ら
'
結
局
は

道
綱
母
の
孤
独
な
心
を
展
野
し
て
い
-
に
は
か
な
ら
な
い
｡

こ
の
よ

う
に
贈
答
の
場
面
を
作
者
の
固
有
な
心
情
の
世
界

へ
と
転
化
せ
し
め

て
い
-
と
こ
ろ
に
､
日
記
文
学
に
お
け
る
贈
答
歌
の
場
面
の
本
質
的

(注
13
)

な
構
造
が

あ

る

》

木
村
氏
は
'
こ
の
場
面
を
'
《
日
記
文
学
に
お
け
る
贈
答
歌

の
場
面
の

本
質
的
な
構
造
》
の
あ
ら
わ
れ
と
し
て
把
握
し
て
お
ら
れ
る
が
'
従
う
べ

き
見
解
と
い
え
よ
う
｡

い
ず
れ
に
し
て
も
'
こ
の
贈
答
歌
の
艶
鯨
と
断
絶

は
'
(歌
)
の
表
現
の
限
界
性
を
さ
し
示
す
も
の
で
あ
り
､
そ
う
し
た
限

界
性
の
中
か
ら
'
日
記
文
学
独
自
の
表
現
を
支
え
る
散
文
精
神
の
肱
胎
さ

れ
て
い
-
機
構
が
'
こ
の
場
面
の
中
に
見
出
し
う
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の

で
あ
る
｡

三

次
に
'
も
う

一
つ
の
例
を
な
か
め
て
み
た
い
｡

H

子
ど
も
あ
ま
た
あ
り
と
聞
-
所
も
む
げ
に
絶
え
ぬ
と
聞
-
｡
｢あ

は
れ
､
ま
し
て
い
か
ば
か
り
｣
と
思
ひ
て
､
と
ぶ
ら
Iか
｡
九
月
ば
か

り
の
こ
と
な
り
け
り
｡
｢あ
は
れ
｣
な
ど
'
し
げ
-
書
き
て
'

吹
-
風
に
つ
け
て
も
と
は
む
さ
さ
か
に
の
通
ひ
し
道
は
空
に
絶

ゆ
と
も

返
り
ご
と
は
'
こ
ま
や
か
に
､

色
変
る
心
と
見
れ
ば
つ
け
て
と
ふ
風
ゆ
ゆ
し
-
も
思
ほ
ゆ
る
か
な

と
ぞ
あ
る
｡

こ
れ
は
､
相
変
ら
ず
町
小
路
の
女
に
う

つ
つ
を
抜
か
す
兼
家
に
対
し
､

作
者
が
'
い
わ
ば
先
輩
格
で
あ
る
時
姫
に
歌
を
贈
る
こ
と
で
'
妻
と
し
て

の
連
帯
を
そ
こ
に
も
と
め
よ
う
と
し
た
こ
と
を
記
す

一
段
だ
が
'
こ
の
時

姫
と
の
贈
答
の
中
に
も
'
(敬
)
の
表
現
の
限
界
性
か
つ
よ
-
示
さ
れ
て

い
た
｡

一
体
'
作
者
が
'
こ
う
し
た
歌
を
時
姫
に
贈
り
'
思
う
よ
う
な
答
歌

(す

な
わ
ち
兼
家

へ
の
怨
瞳
と
作
者

へ
の
共
感
)
を
期
待
し
た
と
す
れ
ば
､
そ

れ
は
あ
さ
ら
か
に
作
者
の
錯
誤
を
示
す
も
の
で
あ

っ
た
｡

こ
の
当
時
'
時

姫
は
必
ず
し
も
兼
家
の
嫡
妻
で
は
な
-
'
兼
家
に
対
す
る
位
置
は
､
作
者

と
同
等
な
も
の
が
あ

っ
た
の
で
あ
る
｡
も
と
よ
り
'
作
者
は
'
こ
の
前
後
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に
お
い
て
も
'
時
姫
を

｢年
ご
ろ
の
所
｣
と
呼
称
L
t
兼
家
の
通
い
所
と

し
て
も

っ
と
も
重
き
を
な
す
所
と
し
て
記
し
て
い
る
｡
作
者
は
'
こ
こ
で

は
､

一
種
の
謙
譲
の
姿
勢
で
時
姫
に
対
峠
し
て
い
る
の
で
あ
る
｡
け
れ
ど

も
､
時
姫
側
に
と
っ
て
は
'
作
者
は
'
す
べ
て
の
面
で
無
視
し
え
ぬ
ラ
イ

バ
ル
で
あ

っ
た
｡
道
隆
出
産
後
の
時
姫
か
ら
兼
家
を
奪

っ
た
の
は
､
ほ
か

な
ら
ぬ
作
者
自
身
で
あ

っ
た
の
で
あ
り
'
そ
の
作
者
が
か
つ
て
の
自
分
と

同
様
の
状
況
に
置
か
れ
た
か
ら
と
い
っ
て
も
'
そ
れ
に
対
す
る
同
情

･
共

感
の
姿
勢
は
も
ち
う
る
は
ず
も
な
か
っ
た
の
で
あ
る
｡
作
者
が
'
時
姫
に

対
し
て
､
《
同
じ
運
命
を
痛
感
し
う
る
女
性
同
士
と
し
て
の
人
間
的
共
感

(注
14
)

を
'
そ
こ
に
探
り
出
そ

う

と
》

試
み
て
も
'
そ
れ
は
虚
妄
に
終
る
ほ
か
は

な
-
'
そ
こ
に
作
者
の
大
き
な
錯
誤
が
存
在
し
た
の
で
あ
る
｡
し
た
が
っ

て
'
こ
こ
で
の
贈
答
歌
は
'
そ
れ
ぞ
れ
の
歌
相
互
の
乗
雛
を
強
調
す
る
も

の
と
し
て
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
り
'
そ
れ
は
､
ま
た

(敬
)
の
世
界
の

秩
序
の
歪
み
を
'
そ
こ
に
窮
わ
せ
る
も
の
で
も
あ
り
え
た
の
で
あ
る
｡

も
と
よ
り
'
こ
う
し
た
見
方
に
対
す
る
異
論
が
存
在
し
な
い
わ
け
で
は

な
か
っ
た
｡
た
と
え
ば
､
柿
本
奨
氏
は
､
こ
う
し
た
歌
の
贈
答
が
当
時
の

常
套
で
あ
り
､
そ
こ
に
い
さ
さ
か
の
甑
酷
や
断
絶
も
見
出
し
え
ぬ
t
と
す

る
立
場
か
ら
'
こ
の
贈
答
歌
を
､
《
兼
家

の
夜
離
れ
と
い
う
共
通
の
状
況

(注
15
)

を
タ
ネ
に
し
て
､
た
が
い
に
相
手
を
持
ち
上
げ
た
世
辞
の
言
い
合

い

》

と

し
て
把
握
さ
れ
､
こ
れ
を
当
時
の
贈
答
歌
の

一
般
的
あ
り
か
た
を
示
す
も

の
と
し
て
解
し
て
お
ら
れ
る
｡
こ
う
し
た
柿
本
氏
の
理
解
は
､
こ
の
贈
答

歌
が

(敬
)
の
世
界
に
と
ど
ま
る
か
ぎ
り
は

(
つ
ま
り
'

一
般
の
贈
答
歌

の
レ
ベ
ル
に
と
ど
ま
る
か
ぎ
り
は
)､
き
わ
め
て
至
当
な
も
の
で
あ

っ
た
と

い
え
よ
う
｡
け
れ
ど
も
､
そ
れ
が
'
『輯
蛤
日
記
』
の
文
脈
の
中
に
位
置

づ
け
ら
れ
た
時
'
そ
れ
は
'
先
述
し
た
ご
と
き
帝
離

(
そ
し
て
作
者
の
錯

誤
)
を
生
み
出
さ
ず
に
は
い
な
い
の
で
あ
り

(
そ
れ
は
'
換
言
す
れ
ば
､

本
来
的
に
は
儀
礼
の
応
酬
に
す
ぎ
ぬ
贈
答
歌
の
中
に
､
酪
酸
と
断
絶
と
が

確
認
し
う
る
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
が
)'
そ
こ
に

(
敬
)
の
表
現
を
超
え

る
'
新
た
な
表
出
の
位
相
を
見
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
｡

以
上
の
ご
と
-
に
な
が
め
た
時
'
こ
の
贈
答
歌
の
表
現
の
あ
り
か
た
は
'

先

の
兼
家
と
の
贈
答
歌

の
そ
れ
と
軌
を

1
に
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が

確
か
め
ら
れ
よ
う
｡

こ
こ
に
は
'時
姫
を
前
に
､
虚
し
い
一
人
相
撲
を
演
ず

る
作
者
の
姿
が
-

っ
き
り
と
写
し
出
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
り
'
そ
れ
は
'

こ
の
日
記
の
表
現
を
支
え
る
新
た
な
方
法
意
識
に
よ
っ
て
､
は
じ
め
て
導

き
出
さ
れ
た
も
の
に
は
か
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
｡
(敬
)
の
表
現
の
季

む
乗
雛
と
分
裂
は
'
そ
れ
が
'
日
記
の
文
脈
に
取
り
込
ま
れ
る
中
で
'
は

じ
め
て
表
面
に
あ
ら
わ
れ
出
る
の
で
あ
り
'
そ
こ
に

(敬
)
の
表
現
を
超

(注
ー6
)

え
る
新
た
な
散
文
精
神
の
誕
生
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ

る

｡

四

最
後
に
､
も
う

一
つ
の
例
を
な
が
め
て
み
た
い
｡

m

六
月
に
な
り
ぬ
｡

つ
い
た
ち
か
け
て
長
雨
い
た
う
す
｡
見
出
し
て
'

ひ
と
り
言
に
'

わ
が
宿
の
欺
き
の
下
葉
色
深
-
う

つ
ろ
ひ
に
け
り
な
が
め
ふ
る

ま
に

な
ど
い
ふ
ほ
ど
に
'
七
月
に
な
り
ぬ
｡
｢絶
え
ぬ
と
見
ま
し
か
ば
t
か

り
に
来
る
に
は
ま
き
り
な
ま
し
｣
な
ど
'
思
ひ
っ
づ
-
る
折
に
､
も

の
し
た
る
日
あ
り
｡
も
の
も
い
は
ね
ば
'
さ
う
ぎ
う
し
げ
な
る
に
'

前
な
る
人
'
あ
り
し
下
葉
の
こ
と
を
､
も
の
の
つ
い
で
に
言
ひ
出
で

た
れ
ば
'
聞
き
て
か
-
い
ふ
｡
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を
リ
な
ら
で
色
づ
さ
に
け
る
紅
葉
葉
は
時
に
あ
ひ
て
ぞ
色
ま
き

り
け
る

と
あ
れ
ば
､
硯
引
き
寄
せ
て
'

あ
き
に
あ
ふ
色
こ
そ
ま
し
て
わ
び
し
け
れ
下
葉
を
だ
に
も
な
げ

さ
し
も
の
を

と
ぞ
書
き
つ
-
る
｡

こ
れ
も
ま
た
'
先
の
Ⅰ
例
と
同
様
'
作
者
と
兼
家
と
の
贈
答
歌
を
記
す

例
だ
が
'
こ
こ
に
も
や
は
り
そ
の
両
者
の
組
鱈
と
断
絶
と
が
明
瞭
に
示
さ

れ
て
お
り
'
(敬
)
の
表
現
の
限
界
性
を
露
呈
し
た
例
と
し

そ考
え
る
こ

と
が
で
き
る
｡

こ
こ
に
は
'
作
者
の
歌
が
二
首
､
兼
家
の
歌
が

一
首
'
計
三
首
の
歌
が

記
さ
れ
て
い
る
｡
作
者
の
第

一
の
歌
は
'
諸
注
釈
が
等
し
-
指
摘
す
る
ご

/

と
-
'
そ
の
原
拠
は
'
小
野
小
町
の

『古
今
集
』
所
載
歌
で
あ
り
'
ま
た
､

こ
れ
に
和
し
た
兼
家
の
詠
が
作
者
の
美
貌
を
称
え
た
も
の
で
あ
る
と
こ
ろ

か
ら
'
こ
の
歌
の

｢う
つ
ろ
ひ
に
け
り
｣
と
は
'
作
者
の
容
色
の
衰
え
を

詠
じ
た
も
の
と
解
す
る
こ
と
が
通
例
と
な
っ
て
い
る
｡
け
れ
ど
も
､
こ
の

一
文
の
趣
意
に
即
す
る
か
ぎ
り
'
こ
の
歌
の
背
後
に
存
在
す
る
の
は
'
町

小
路
の
女
の

一
件
を
通
じ
た
兼
家

へ
の
怨
哩
の
姿
勢
で
あ
り
'
そ
こ
で
の

｢な
が
め
｣
も
ま
た
'
こ
う
し
た
兼
家
と
の
関
係
か
ら
生
ず
る
物
思
い
に
は

か
な
ら
な
か
っ
た
｡
そ
の
意
味
で
は
'
こ
の

｢う

つ
ろ
ひ
に
け
り
｣
も

ま
ず
第

一
に
そ
う
し
た
兼
家
の
心
変
り
を
表
現
す
る
も
の
と
し
て
理
解
さ

れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
｡
も
と
よ
り
､
こ
の
歌
が
小
町
の
詠
に
依
拠

す
る
以
上
'
そ
こ
に
容
色
の
衰
え
や
'
女
と
し
て
の
魅
力
の
色
槌
せ
て
い

-
さ
ま
が
う
た
わ
れ
て
い
た
と
解
す
る
こ
と
も
'
あ
な
が
ち
見
当
は
ず
れ

と
は
い
え
ぬ
で
あ
ろ
う
｡
け
れ
ど
も
､
作
者
に
と
っ
て
､
そ
う
し
た
容
色

の
衰
え
も
'
い
わ
ば
兼
家
の
心
変
り
と
裏
腹
の
関
係
に
よ
っ
て
の
み
捉
え

ら
れ
て
い
た
の
で
あ
り
'
こ
こ
で
の

｢う

つ
ろ
ひ
に
け
り
｣
も
'
兼
家
の

心
変
り

へ
向
け
ら
れ
る
べ
き
視
線
が
'
自
身
の
容
色

へ
と
向
け
ら
れ
'
そ

の
衰
え
と
し
て
表
現
さ
れ
た
も
の
に
は
か
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
｡
作

者
は
'
第
二
の
歌
に
お
い
て
も
'
同
様
に

｢
下
葉

(
の
う

つ
ろ
ひ
)｣
を
う

た
っ
て
お
り
'
そ
れ
が

｢あ
き

(秋

=
厭
き
)
に
あ
,ご

こ
と
の
結
果
と

し
て
強
調
さ
れ
て
い
る
点
か
ら
考
え
て
も
､
そ
う
し
た
理
解
の
妥
当
性
が

確
か
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
｡

し
か
し
な
が
ら
'
先
述
し
た
ご
と
-
'
こ
の
第

一
の
歌
に
対
す
る
兼
家

の
詠
が
'
単
に
作
者
の
容
色
に
つ
い
て
の
み
言
及
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と

も
ま
た
事
実
で
あ

っ
た
｡
柿
本
奨
氏
が
指
摘
さ
れ
る
ご
と
-
'
兼
家
の
詠

は
､
《
作
者
の
歌
を
ま
と
も
に
受
け
ず
'
｢色
｣
の
意
味
を
容
色
の
美
し
き

に
す
り
か
え
て
'
作
者
に
は
甘
言
を
呈
し
'
作
者
の
悩
み
の
前
を
､
ほ
お

(止比
ー7
)

か
む
り
で
通
ろ
う
と
す
る
男
の
ず
る

さ

》

を
示
す
も
の
と
し
て
も
解
し
う

る
の
で
あ
り
､
そ
の
か
ぎ
り
に
お
い
て
は
'
こ
の
作
者
と
兼
家
の
唱
和
も
'

先
の
Ⅰ
例
と
同
様
の
も
の
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
｡

も
と
よ
り
'
作
者
の
第

一
の
歌
は
､
本
来
'
こ
の
日
記
中
'
最
初
の
独

詠
歌
で
あ
り
'
結
果
と
し
て
兼
家
と
の
贈
答
歌
の
体
を
な
す
も
の
で
あ

っ

た
が
'
そ
こ
に
こ
め
ら
れ
た
作
者
の
痛
切
な
思

い
は
'
こ
こ
で
も

(敬
)

の
世
界
の
様
式
性
の
故
に
'
ふ
た
た
び
兼
家
に
よ
っ
て
'
あ
ら
ぬ
か
た
に

は
ぐ
ら
か
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
｡
そ
れ
は
､
あ
さ
ら
か
に

(敬
)
の

表
現
の
限
界
性
の
露
呈
で
あ
り
'
同
時
に
作
者
と
兼
家
と
の
希
雛
を
際
立

た
せ
る
も
の
で
も
あ

っ
た
の
で
あ
る
｡

と
こ
ろ
で
'
(敬
)
の
様
式
性
と
は
'
(敬
)
の
自
立
を
支
え
る
固
有
な

表
出
の
あ
り
か
た
を
意
味
し
て
い
た
｡
し
た
が
っ
て
'
そ
れ
は
'
具
体
的

10



に
は
､
そ
の
韻
律
や
表
現
技
法

(た
と
え
ば
枕
詞
'
序
詞
'
懸
詞
と
い
っ

た

(喰
)
と
し
て
総
称
し
う
る
表
現
技
法
)
の
あ
り
か
た
を
意
味
す
る
も

の
で
あ
っ
た
が
､
(
敬
)
は
'
こ
う
し
た
様
式
性
に
支
え
ら
れ
る
こ
と
で
'

日
常
言
語
の
世
界
を
超
え
る
'
高
度
に
象
徴
化
さ
れ
た
詩
的
言
語
の
世
界

の
実
現
を
可
能
な
ら
し
め
て
い
た
の
で
あ
る
.

1
万
㌧
こ
う
し
た

へ歌
)

の
様
式
性
は
'
そ
の
表
現
の
多
義
性
を
そ
こ
に
も
た
ら
す
も
の
で
も
あ

っ

た
が
､
王
朝
貴
族
社
会
の
儀
礼
の
場
で
'
(敬
)
が
も
て
は
や
さ
れ
た
の

は
'
こ
う
し
た
多
義
性
が
'

一
つ
の
表
現
技
巧
と

し
て
現
実
的
な
効
用
を

担
わ
さ
れ
た
が
た
め
に
は
か
な
ら
な
か
っ
た
｡
王
朝
貴
族
た
ち
は
'
(敬
)

の
贈
答
を
通
じ
て
'
そ
の
様
式
性
を
最
大
限
に
利
用
し
'
そ
こ
に
示
さ
れ

た
表
現
技
巧
の
た
-
み
さ
を
賞
翫
し
た
の
で
あ
る
o

L
た
が
っ
て
兼
家
が
､
作
者
の
歌
に
こ
め
ら
れ
た
痛
切
な
思
い
を
は
ぐ

ら
か
し
､
そ
こ
に
示
さ
れ
た

｢う
つ
ろ
ひ
に
け
り
｣
と
い
う
詠
嘆
を
､
作

者
の
容
色
の
衰
え
に
の
み
限
定
し
て
解
し
た
こ
と
も
'
い
わ
ば
そ
う
し
た

(敬
)
の
様
式
性
を
た
-
み
に
利
用
し
た
結
果
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
｡

(注
18
)

そ
れ
は
'

一
万
で
は

《
男
の
ず
る

さ

》

を
示
す
も
の
と
も
い
え
よ
う
が
t

よ
り
本
質
的
に
は
､
こ
う
し
た
贈
答
歌
の
あ
り
か
た
'
つ
ま
り

(歌
)
の

様
式
性
の
も
た
ら
す
限
界
性
の
あ
ら
わ
れ
と
し
て
解
す
る
こ
と
が
で
き
る

の
で
あ
る
｡

こ
う
し
た

(敬
)
の
様
式
性
の
季
む
限
界
性
に
つ
い
て
は
'
小
町
谷
照

彦
氏
も
'
以
下
の
ご
と
-
に
説
い
て
お
ら
れ
る
｡

輿
歌
の
文
学
的
地
位
の
向
上
は
'

一
面
に
お
い
て
'
歌
に
様
式
的
制

約
を
与
､え
､
歌
を
文
芸
美
学
的
対
象
と
す
る
こ
と
で
満
っ
た
.
そ
こ

に
お
い
て
歌
に
求
め
ら
れ
た
価
値
基
準
は
'
必
然
的
に
表
現
の
部
面

(注
ー9
)

が
強
調
さ
れ
'
同
時
に
人
間
的
要
素
が
不
在
と
な
っ

た

》

小
町
谷
氏
の
指
摘
さ
れ
る
ご
と
十

八歌
)
の
価
値
基
準
が

《
表
現
の

部
面
》
に
の
み
限
定
さ
れ
'
《
人
間
的
要
素
が
不
在
と
な
っ
た
》
と
す
れ

ば
'
(
敬
)
の
表
現
に
託
さ
れ
る
べ
き

(心
)
は
'
必
然
的
に
余
さ
れ
'
疎

外
さ
れ
ざ
る
を
え
な
-
な
る
｡
そ
こ
に
'
こ
の
時
代
の

(
歌
)
の
'

一
つ

の
危
機
が
存
在
し
え
た
の
で
あ
る
｡

け
れ
ど
も
'
先
述
し
た
ご
と
十

八歌
)
の
様
式
性
と
は
'
本
来
'
日
常

の
言
語
秩
序
か
ら
の
転
移
を
保
証
す
る
機
能
を
有
し
て
い
た
｡
と
り
わ
け

男
女
の
贈
答
歌
の
場
合
､
日
常
性
の
窮
杵
を
脱
却
し
た
'
独
自
な
虚
構
世

界
が
そ
こ
に
実
現
さ
れ
た
の
で
あ
り
､
そ
う
し
た
虚
構
世
界
の
実
現
を
通

じ
て
､
男
女
の
自
由
な
心
情
の
解
放
が
'

一
個
の
連
帯
意
識
の
表
出
と
し

て
形
象
さ
れ
た
の
で
あ
る
｡
そ
れ
ゆ
え
に
'
そ
こ
に
形
象
さ
れ
た
虚
構
世

界
と
は
'
い
わ
ば
散
文
的
な
秩
序
と
は
相
反
す
る
世
界
で
も
あ
っ
て
'
そ

れ
は
､
本
来
､
散
文
の
踏
み
込
み
え
ぬ
表
現
領
域
で
も
あ
り
え
た
の
で
あ

る
｡
そ
れ
は
'
閉
ざ
さ
れ
た
行
情
の
空
間
と
で
も
い
う
べ
き
も
の
で
あ
り
､

そ
の
表
現
密
度
は
'
あ
る
意
味
で
は
'
散
文
表
現
の
そ
れ
に
比
し
て
'
は

る
か
に
濃
密
な
も
の
で
あ
っ
た
｡
歌
物
語
を
は
じ
め
と
す
る
物
語
文
学
の

世
界
で
､
(歌
)
が
散
文
に
桔
抗
し
う
る
表
現
位
相
を
保
ち
う
る
の
は
､

こ
う
し
た

(歌
)
の
表
現
の
あ
り
か
た
に
支
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
が
大
き
か

っ
た
の
で
あ
る
｡

し
か
し
な
が
ら
'
こ
れ
ま
で
な
か
め
た
ご
と
-
'
『晴
蛤
日
記
』
の
贈
答

歌
の
あ
り
か
た
は
'
も
は
や
そ
こ
に
閉
ざ
さ
れ
た
虚
構
の
連
帯
空
間
を
形

象
す
る
も
の
で
は
あ
り
え
な
か
っ
た
｡
作
者
と
兼
家
と
の
艶
酷
と
断
絶
を

強
調
す
る
こ
と
で
､
そ
れ
は
'
む
し
ろ

(歌
)
の
世
界
の
分
裂
を
呈
示
す

る
も
の
と
し
て
立
ち
あ
ら
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
｡

と
こ
ろ
で
'
こ
の
艶
酷
と
断
絶
を
呈
示
す
る
贈
答
歌
に
目
を
向
け
た
時
'

- ll-



作
者
の
第
二
の
歌
の
位
相
が
'
あ
ら
た
め
て
問
題
と
さ
れ
ね
ば
な
る
ま
い
｡

こ
の
第
二
の
歌
は
､
兼
家
の

｢を
り
な
ら
で
｣
の
歌
に
対
し
て
詠
ま
れ
た

歌
だ
が
'
同
時
に
'
作
者
の
前
歌
の

｢
欺
き
の
下
葉
｣
を
繰
り
返
し
､
｢あ

き
に
あ
,ふ
｣
の

｢秋
｣
に

｢厭
き
｣
を
意
味
さ
せ
て
'
そ
の

内
世
辞
に

l

(注
20
)

矢
を
報

い

た

》

歌
と
な

っ
て
い
る
｡
け
れ
ど
も
'
こ
の
歌
の
あ
り
か
た
を

な
が
め
た
時
'
単
に

《
一
矢
を
報

い
た
》
と
す
る
だ
け
で
は
す
ま
さ
れ
ぬ

も
の
が
'
そ
こ
に
は
内
包
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
｡
こ
の
第
二
の
歌
は
､

作
者
の
前
歌
と
そ
れ
に
対
す
る
兼
家
の
答
歌
'
そ
の
贈
答
歌
に
際
立
て
ら

れ
る
齢
酷
と
断
絶
と
を
承
け
る
か
た
ち
で
'
な
か
ば
必
然
的
に
詠
ま
れ
た

歌
に
は
か
な
ら
な
か
っ
た
｡
そ
の
意
味
で
､
日
本
古
典
文
学
全
集

『晴
蛤

日
記
』
の

《
思
ふ
に

｢あ
き
に
あ
ふ
｣
の
歌
は
､
明
ら
か
に
兼
家
の

｢を

り
な
ら
で
｣

へ
の
答
歌
と
し
て
詠
ま
れ
て
い
る
け
れ
ど
も
'
同
時
に
'
贈

答
よ
り
も
自
分
の
気
持
を
処
理
す
る
こ
と
の
万
に
重
点
を
お
い
て
い
る
点

が
う
か
が
え
る
｡
そ
れ
は

一
面
'
こ
の
歌
が
､
兼
家
の
歌
を
飛
び
越
え
て
｢
わ

が
宿
の
｣
の
独
詠
と
探
-
つ
な
が
っ
て
い
-
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
は
な

い
か
》
と
い
う
指
摘
は
傾
聴
に
価
す
る
も
の
で
あ

っ
た
と
い
え
よ
う
｡
兼

家
は
､
こ
の
第
二
の
歌
に
対
す
る
返
歌
は
し
な
か
っ
た
ら
し
い
が
'
そ
れ

は
'
嘆
き
の
深
さ
を
改
め
て
知
ら
さ
れ
た
兼
家
が
'
《
こ
と
ば
に
つ
ま

っ

(注2
ー)

て

》

返
歌
で
き
な
か
っ
た
た
め
で
は
な
十

二
れ
が
'
｢
わ
が
宿
の
｣
の
歌

と
結
び
あ
わ
さ
れ
る
か
た
ち
で
'
作
者
の
内
面
を
志
向
す
る
も
の
で
あ

っ

た
が
た
め
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
｡
作
者
は
､
自
身
の
心
を
深
-
み
つ
め

る
中
で
'
こ
の
歌
を
詠
じ
て
い
る
の
で
あ
り
'
そ
こ
で
の
作
者
と
兼
家
と

の
轟
敵
は
も
は
や
決
定
的
で
あ

っ
た
と
い
え
よ
う
｡
兼
家
の
第
二
の
答
歌

が
存
在
し
た
と
し
て
も
'
こ
こ
に
記
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
あ
り
'

そ
れ
が
こ
の
日
記
の
表
現
原
理
で
も
あ
り
え
た
の
で
あ
る
｡

こ
の
贈
答
歌
に
見
出
さ
れ
る
表
現
の
あ
り
か
た
は
'
歌
の
贈
答
を
機
械

的
に
配
列
し
て
い
-
体
の
も
の
で
は
な
-
'
そ
こ
に
は

(歌
)
の
表
現
の

限
界
性
を
認
識
し
た
作
者
の
主
体
的
姿
勢
が
'
明
瞭
に
存
在
し
え
た
の
で

あ
る
｡
そ
の
表
現
の
あ
り
か
た
は
'
日
記
と
い
う
形
態
の
中
に
'
新
た
に

選
び
取
ら
れ
た
万
法
意
識
の
あ
ら
わ
れ
で
も
あ

っ
た
が
'
同
時
に
そ
れ
は
'

(敬
)
の
表
現
の
限
界
性
の
認
識
の
中
に
腫
胎
す
る
散
文
精
神

の
顕
現
で

も
あ
り
え
た
の
で
あ
る
｡

五

以
上
の
ご
と
-
'
『輯
蛤
日
記
』
上
巻
部
分
に
記
さ
れ
た
い
-
つ
か
の

贈
答
歌
の
例
を
な
か
め
な
が
ら
'
そ
こ
に
必
然
的
に
露
呈
さ
れ
る

(歌
)

の
表
現
の
限
界
性
と
'
そ
こ
に
肱
胎
さ
れ
る
散
文
精
神
の
あ
ら
わ
れ
と
に

つ
い
て
考
え
て
き
た
｡

こ
う
し
た

『輯
蛤
日
記
』
の
表
現
の
あ
り
か
た
は
'

そ
れ
が
､
本
質
的
に
は

(敬
)
に
よ

っ
て
規
制
さ
れ
る
も
の
で
は
な
か
っ

た
こ
と
､
換
言
す
れ
ば

(敬
)
の
表
現
論
理
に
従
属
す
る
も
の
で
は
な
か

っ
た
こ
と
を
明
瞭
に
示
し
て
い
た
｡
そ
し
て
そ
れ
は
'
こ
の
日
記
が
､
私

家
集
か
ら
の
無
契
機
的
な
展
開
と
し
て
は
位
置
づ
け
ら
れ
な
い
こ
と
を
'

は
っ
き
り
と
示
し
て
い
た
の
で
あ
る
｡
も
と
よ
り
私
家
集
も
､
歌
集
と
い

う
形
態
の
中
に
歌
を
配
列
L
t
そ
こ
に
新
た
な
時
間
秩
序
を
構
成
す
る
も

の
で
は
あ

っ
た
か
'
そ
の
表
現
の
あ
り
か
た
は
'
ど
の
よ
う
に
詞
書
が
長

大
化
､
物
語
化
し
ょ
う
と
も
'
基
本
的
に

(歌
)
の
世
界
に
従
属
す
る
も

の
で
し
か
あ
り
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
｡

し
か
し
な
が
ら
'
『輯
蛤
日
記
』
に
お
い
て
は
､
こ
れ
ま
で
な
が
め
て
き

た
ご
と
-
'
(敬
)
の
あ
り
か
た
そ
の
も
の
が
分
裂
を
学
み
t
へ歌
)
に
よ

る
独
自
な
行
情
世
界
の
構
築
が
も
は
や
不
可
能
な
地
点
で
'
そ
の
表
現
が
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企
図
さ
れ
て

い
た
｡
(
敬
)
を
配
置
し
て

い
-
'
そ

の
あ
り
か
た

の
中

に
'

(
歌
)
の
世
界

の
分

裂

と
破
綻

と
が
志
向
さ
れ
て

い
た
の
で
あ
る
｡

こ
う

し
た
分
裂
と
破
綻

こ
そ
が
､

い
わ
ば
散
文
精
神
を
導
-

一
つ
の
契
機

で
あ

り
'
作
者
は
､
そ

の
分
裂
と
破
綻
と
を
志
向
す

る
こ
と
で
'

こ
の
日
記

の

新
た
な
表

現
方
法

を
獲

得
し
え
た
の
で
あ
る
｡

そ
の
意
味
で
､
『
晴
蛤
日

記
』
上
巻
部

分

に
お
け
る
表
現
世
界
と
は
t
へ
歌
)
が
､
そ
の
分
裂

の
中

か
ら
派
生
す
る
散
文
精
神
に
よ

っ
て
か
ら
め
と
ら
れ
て

い
-
過
程
を
示
す
'

い
わ
ば

(
敬
)
と
散
文
と
の
あ
や
う

い
緊
張
関
係

の
上

に
成
立
し
た
'

一

つ
の
摸
索
と
し
て
の
構
造
体

で
あ

っ
た
と

い
う

こ
と
が
で
き
る

の
で
あ
る
｡

(
注
1
)
木
村
正
中

｢晴
蛤
日
記

に
お
け
る
私
家
集
的
性
格

に
つ
い
て
｣

(
『文
芸
研
究
』
8
'
昭
和
36
年
4
月
)

(
注
2
)
野
村
精

一

｢
か
け
ろ
ふ
の
終
蔦
｣
(『国
語
と
国
文
学
』
､
昭
和
30

年
6
月
)

(
注
3
)
清
水
氏
は
'
近
時
､
作
者
の
歌
才
が
'
そ
の
身
分
を
超
越
さ
せ
る

武
器
で
あ

っ
た
と
同
時
に
､
そ
れ
が
'
宮
廷
上
層
部
に
喰
い
込
も

う
と
す
る
兼
家
に
と
っ
て
､
き
わ
め
て
有
用
な
も
の
で
あ

っ
た
こ

と
を
指
摘
さ
れ
'
そ
こ
に
作
者
の
安
定
し
た
妻
の
座
の
意
味
を
見

出
し
て
お
ら
れ
る
(
｢
王
朝
女
流
文
学
の
形
成
と
背
景
-

晴
蛤
日

記
の
場
合
｣
『
日
本
女
性
史
』
第

一
巻
)0

(
注
4
)
清
水
好
子

｢
日
記
文
学

の
文
体
｣
(
『解
釈
と
鑑
賞
』
'
昭
和
36
年

2
月
)

(注
5
)
三
谷
邦
明

｢晴
蛤
日
記
の
時
間
意
識
｣
(
『
一
冊
の
講
座

輯
蛤
日

記
』
)

(注
6
)
三
谷
邦
明
｢
物
語
文
学
の
文
章
｣
(
『
日
本
文
学
』
'
昭
和
56
年
3
月
)

(注
7
)
へ
注
5
)
に
同
じ
｡

(注
8
)
渡
辺
実

『
平
安
朝
文
章
史
』

へ
注
9
)
三
谷
氏
の
所
論
で
不
審
な
の
は
'
散
文
と

(
語
り
)
が
混
同
し
て

用
い
ら
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
こ
と
で
あ
る
｡
日
記
の
散
文
表
現

を

(
語
り
)
の
範
噂
で
と
ら
,冬
1
る
か
ど
う
か
は
､
や
は
り
問
歯

で
あ
ろ
う
｡

(注
10
)
本
文
の
引
用
は
'
講
談
社
学
術
文
庫
本
に
よ
る
｡

(
注
11
)
本
文
の
引
用
は
､
日
本
古
典
文
学
全
集
本
に
よ
る
｡

(
注
12
)
秋
山
虞
他

｢晴
蛤

日
記
注
解

六
｣
(
『解
釈
と
鑑
賞
』
'
昭
和
37

年
10
月
)
.

(注
13
)
木
村
正
中

｢あ
け
ぬ
真
木
の
戸
｣
(
『武
蔵
野
文
学
』
g3
'
昭
和
5

年
12
月
)

(
注
14
)
秋
山
虞
他

｢晴
蛤
日
記
注
解

九
｣
(
『解
釈
と
鑑
賞
』
'
昭
和
38

年
1
月
)

(
注
15
)
柿
本
奨

『輯
蛤
日
記
全
注
釈
』

(注
16
)
作
者
は
､
H
例
の
直
後
に
お
い
て
も
'
時
姫
と
の
歌
の
贈
答
を
記

し
て
い
る
｡
そ
の
贈
答
の
あ
り
か
た
も
､
こ
の
部
分
と
同
様
'
(敬
)

の
レ
ベ
ル
で
は
き
わ
め
て
儀
礼
的

･
常
套
的
な
応
酬
と
な

っ
て
い

る
が
'
日
記
の
文
脈
中
で
は
'
や
は
り
'
両
者
の
齢
鯨
と
断
絶
と

を
強
調
す
る
も

の
と
な

っ
て

い
る
､
し
た
が
っ
て
'
そ
こ
で
も

(
敬
)
の
表
現
を
超
え
る
散
文
精
神

の
肱
胎
を
た
し
か
め
る
こ
と

が
で
き
る
｡

(
注
17
)
(
注
15
)
に
同
じ
｡

(
注
18
)
(
注
15
)
に
同
じ
｡

(
注
19
)
小
町
谷
照
彦

｢
平
中
物
語
論
序
説
｣
(
『
日
本
文
学
』
､
昭
和
39
年

6
月
)

(注
20
)
秋
山
虞
他

｢晴
蛤

日
記
注
解

八
｣
(
『解
釈
と
鑑
賞
』
'
昭
和
37

年
12
月
)

13

(
注
21
)
(
注
15
)
に
同
じ
｡

(本
学
教
官
)


