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堀
辰
雄
「
か
げ
ろ
ふ
の
日
記
」
論

―
古
典
の
〈
翻
訳
〉

戸
　
塚
　
　
　
学

　
は
じ
め
に

昭
和
十
年
前
後
の
日
本
文
壇
で
は
、
折
か
ら
の
「
文
芸
復
興
」
の
掛
け
声
と
呼
応
し
て
「
国
文
学
の
復
興
」
が
論
議
さ
れ
た
＊
１
。
古

典
文
学
が
一
般
の
読
者
に
と
っ
て
縁
遠
い
も
の
と
な
っ
て
い
る
現
代
に
お
い
て
、
古
典
を
人
々
に
身
近
な
も
の
と
し
て
「
復
興
」
す
る

こ
と
が
提
唱
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
発
想
は
、
昭
和
初
期
の
円
本
全
集
の
流
行
が
体
現
す
る
、
文
学
の
大
衆
化
の
動
き
の
延
長

線
上
に
あ
る
も
の
だ
っ
た
。

こ
う
し
た
要
求
に
応
え
た
の
が
、
新
た
な
タ
イ
プ
の
古
典
の
現
代
語
訳
の
叢
書
だ
っ
た
。
至
文
堂
の
『
物
語
日
本
文
学
』（
第
一
期

二
十
四
巻
、
第
二
期
十
二
巻
、
昭
10
～
13
）
は
、「
作
品
の
平
明
親
切
な
る
意
訳
又
は
翻
訳
」
に
よ
っ
て
作
品
の
内
容
を
わ
か
り
や
す

く
伝
達
し
、
古
典
を
「
国
民
大
衆
の
有
に
帰
せ
し
め
」
る
こ
と
を
謳
っ
た
＊
２
。
ま
た
非
凡
閣
の
『
現
代
語
訳
国
文
学
全
集
』（
全

二
十
六
巻
、
昭
11
～
14
）
は
訳
者
に
作
家
を
採
用
し
、「
日
本
語
の
美
し
さ
を
生
か
し
、
そ
の
中
に
原
典
の
性
格
を
活
現
」
す
る
こ
と
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を
目
指
し
た
＊
３
。
二
つ
の
叢
書
は
、
従
来
の
学
究
的
な
逐
語
訳
を
批
判
し
、
訳
文
を
改
良
し
て
古
典
を
一
般
に
普
及
す
る
こ
と
を
謳
う

点
で
、
共
通
す
る
姿
勢
を
持
っ
て
い
た
。

こ
れ
ら
二
つ
の
叢
書
の
試
み
は
文
壇
で
話
題
と
な
り
、
文
学
の
側
が
こ
う
し
た
動
き
に
ど
う
関
わ
る
べ
き
か
が
議
論
さ
れ
た
。
歌
人

の
柴
生
田
稔
は
、
両
叢
書
の
目
的
を
評
価
し
つ
つ
も
、
実
際
の
訳
文
が
古
典
の
「
平
凡
化
」
に
な
っ
て
い
る
と
注
文
を
つ
け
、「
本
当

に
古
典
を
現
代
に
生
か
す
」
に
は
、
古
典
に
「
共
鳴
し
た
作
家
が
自
己
の
創
作
に
ま
で
導
」
く
こ
と
が
必
要
だ
と
指
摘
し
た
＊
４
。
吉
田

精
一
は
こ
の
柴
生
田
の
議
論
を
引
き
受
け
、「
古
典
を
現
代
に
生
か
さ
う
と
す
る
作
家
」
の
登
場
を
期
待
し
た
＊
５
。
両
者
は
、
二
つ
の

叢
書
を
古
典
の
現
代
化
の
試
み
と
捉
え
＊
６
、
こ
れ
を
文
学
に
も
共
通
す
る
課
題
と
し
て
受
け
止
め
た
の
で
あ
る
。

堀
辰
雄
の
「
か
げ
ろ
ふ
の
日
記
」（「
改
造
」
昭
12
・
12
）
は
、
こ
う
し
た
時
代
の
気
運
の
さ
な
か
に
発
表
さ
れ
た
。
本
作
は
『
蜻
蛉

日
記
』
を
原
典
と
し
、
王
朝
の
一
女
性
の
半
生
を
綴
っ
た
自
叙
伝
の
形
式
を
と
る
。
主
人
公
の
「
私
」
は
幸
福
だ
っ
た
新
婚
時
代
か
ら

筆
を
起
こ
し
、
夫
の
浮
気
を
機
に
始
ま
る
夫
婦
の
す
れ
違
い
、「
私
」
の
不
満
の
頂
点
に
お
け
る
西
山
へ
の
出
奔
、
下
山
後
の
「
私
」

の
認
識
の
変
化
に
至
る
、
十
数
年
に
わ
た
る
夫
婦
の
関
係
の
推
移
を
た
ど
り
直
し
て
い
く
。

当
時
一
般
に
は
ま
だ
広
く
読
ま
れ
て
い
な
か
っ
た
『
蜻
蛉
日
記
』
は
、こ
の
堀
の
小
説
を
通
し
て
人
々
に
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
＊
７
。

こ
の
意
味
で
本
作
は
、
作
家
の
手
に
な
る
古
典
の
現
代
化
と
い
う
、
柴
生
田
や
吉
田
の
求
め
に
合
致
す
る
も
の
だ
っ
た
。
と
い
う
よ
り
、

柴
生
田
と
吉
田
の
時
評
は
「
か
げ
ろ
ふ
の
日
記
」
の
発
表
直
後
に
書
か
れ
て
お
り
、
両
者
の
議
論
は
こ
の
堀
の
実
作
を
念
頭
に
置
く
も

の
だ
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。

「
か
げ
ろ
ふ
の
日
記
」
に
は
、
古
典
の
翻
案
作
品
と
し
て
一
つ
の
特
徴
が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
原
典
『
蜻
蛉
日
記
』
の
文
章
に
全
面

的
に
依
拠
し
て
書
か
れ
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
書
き
出
し
の
「
半
生
も
既
に
過
ぎ
て
し
ま
つ
て
‥
‥
」
と
い
う
一
節

か
ら
し
て
、『
蜻
蛉
日
記
』
の
「
か
く
あ
り
し
と
き
過
て
‥
‥
」
と
い
う
冒
頭
の
一
節
を
な
ぞ
る
よ
う
に
現
代
語
に
置
き
換
え
た
も
の
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で
あ
る
。
同
時
代
評
は
、
本
作
が
「
解
釈
調
、
口
訳
調
」
で
あ
る
と
指
摘
し
＊
８
、「
原
文
の
現
代
訳
だ
け
の
つ
ぎ
合
せ
」
に
な
っ
て
い

る
と
評
し
た
＊
９
。「
か
げ
ろ
ふ
の
日
記
」
は
『
蜻
蛉
日
記
』
の
文
章
に
基
づ
き
、
こ
れ
を
訳
す
よ
う
に
書
か
れ
た
小
説
な
の
で
あ
る
。

従
来
の
研
究
は
、
こ
う
し
た
本
作
の
創
作
方
法
の
特
徴
を
正
面
か
ら
論
じ
て
こ
な
か
っ
た
。
な
る
ほ
ど
、
原
典
『
蜻
蛉
日
記
』
と
の

比
較
は
早
く
か
ら
な
さ
れ
、
本
文
同
士
の
対
照
は
精
密
化
さ
れ
て
き
た
。
つ
と
に
吉
田
精
一
は
、
堀
が
小
説
に
お
い
て
独
自
に
付
け
加

え
た
の
が
「
主
と
し
て
女
主
人
公
の
心
理
解
析
」
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
＊
10
、
大
森
郁
之
助
や
杉
野
要
吉
が
、
原
典
に
対
す
る
付
加
、

省
略
、
移
動
と
い
っ
た
編
集
が
ど
う
行
わ
れ
て
本
作
が
書
か
れ
て
い
る
の
か
を
詳
細
に
明
ら
か
に
し
た
＊
11
。
だ
が
こ
う
し
た
議
論
は
、

原
典
と
の
内
容
上
の
差
異
の
析
出
に
帰
着
し
、
本
作
が
訳
す
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
こ
と
を
か
え
っ
て
覆
い
隠
し
て
き
た
と
思
わ
れ
る
。

「
か
げ
ろ
ふ
の
日
記
」は
、『
蜻
蛉
日
記
』の
文
章
を
な
ぞ
る
よ
う
に
現
代
語
に
置
換
す
る
形
で
書
か
れ
て
い
る
。
こ
の
意
味
で
本
作
は
、

正
し
く
『
蜻
蛉
日
記
』
を
原
典
と
す
る
小
説
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
創
作
方
法
を
と
る
こ
と
で
、
堀
は
本
作
に
お
い
て
何
を
作
り
出
し

て
い
る
の
か
。
本
稿
は
、「
か
げ
ろ
ふ
の
日
記
」
の
創
作
方
法
を
翻
訳
と
い
う
視
点
か
ら
捉
え
直
し
＊
12
、
堀
が
本
作
で
創
出
し
た
も
の

を
明
ら
か
に
す
る
試
み
で
あ
る
。

ま
ず
は
『
蜻
蛉
日
記
』
冒
頭
部
と
「
か
げ
ろ
ふ
の
日
記
」
冒
頭
部
を
比
較
し
、
本
作
に
お
け
る
堀
の
創
作
方
法
を
明
ら
か
に
す
る
。

な
お
、本
作
は
続
篇
「
ほ
と
ゝ
ぎ
す
」（「
文
芸
春
秋
」
昭
14
・
２
）
と
一
連
の
作
と
し
て
論
じ
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
が
、以
下
本
稿
は
「
か

げ
ろ
ふ
の
日
記
」
を
単
独
で
議
論
の
対
象
と
す
る
こ
と
に
す
る
。

　
一次

に
引
く
の
は
、「
か
げ
ろ
ふ
の
日
記
」
の
冒
頭
部
と
、
原
典
『
蜻
蛉
日
記
』
の
対
応
箇
所
で
あ
る
。
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半
生
も
既
に
過
ぎ
て
し
ま
つ
て
、
も
は
や
こ
の
世
に
何
ん
の
な
す
事
も
な
く
生
き
な
が
ら
へ
て
ゐ
る
自
分
だ
が
、

―
一
た
い
顔

か
た
ち
だ
つ
て
人
並
で
な
い
し
、
こ
れ
と
云
つ
た
才
能
も
あ
る
わ
け
で
は
な
い
の
だ
か
ら
、
こ
ん
な
風
に
は
か
な
い
暮
し
を
し
て

ゐ
る
の
も
尤
も
の
事
だ
と
は
思
ふ
も
の
の
、
唯
、
か
う
や
つ
て
ぼ
ん
や
り
と
明
し
暮
し
て
ゐ
る
が
ま
ま
に
、
世
の
中
に
多
い
物
語

な
ど
を
り
を
り
取
り
上
げ
て
、
そ
の
端
な
ど
を
読
ん
で
み
る
と
、
ず
ゐ
ぶ
ん
有
り
触
れ
た
空
言
さ
へ
書
い
て
あ
る
や
う
だ
か
ら
、

自
分
の
並
々
な
ら
ぬ
身
の
上
を
日
記
に
つ
け
て
見
た
ら
、
そ
ん
な
も
の
よ
り
も
反
つ
て
珍
ら
し
が
つ
て
く
れ
る
人
も
あ
る
か
も
知

れ
な
い
。
そ
れ
に
ま
た
、
世
間
の
人
々
が
、
私
の
や
う
に
こ
ん
な
に
不
為
合
せ
に
な
つ
た
の
は
、
余
に
も
女
と
し
て
思
ひ
上
つ
て

ゐ
た
た
め
で
あ
ら
う
か
ど
う
か
、
そ
の
例
に
も
す
る
が
好
い
と
思
ふ
の
だ
。（
一
）
＊
13

�

か
く
あ
り
し
と
き
過
て
、
世
中
に
、
い
と
も
の
は
か
な
く
、
と
に
も
か
く
に
も
つ
か
で
、
世
に
ふ
る
人
あ
り
け
り
。
か
た
ち
と
て

も
人
に
も
に
ず
、心
だ
ま
し
い
も
あ
る
に
も
あ
ら
で
、か
う
も
の
ゝ
や
う
に
も
あ
ら
で
あ
る
も
、こ
と
わ
り
と
お
も
ひ
つ
ゝ
、た
ゞ
、

ふ
し
お
き
あ
か
し
く
ら
す
ま
ゝ
に
、
世
の
中
に
お
ほ
か
る
、
ふ
る
物
が
た
り
の
は
し
な
ど
を
み
れ
ば
、
世
に
お
ほ
か
る
そ
ら
ご
と

だ
に
あ
り
。
ひ
と
に
も
あ
ら
ぬ
身
の
う
へ
ま
で
、
う
き
日
記
し
て
、
め
づ
ら
し
き
さ
ま
に
も
、
あ
り
な
ん
。
あ
め
が
し
た
の
人
の

品
た
か
き
を
ん
な
と
、
と
は
ん
た
め
し
に
も
せ
よ
か
し
と
、
お
ぼ
ゆ
る
も
（『
蜻
蛉
日
記
』
上
巻
之
一
）
＊
14

「
か
げ
ろ
ふ
の
日
記
」
の
主
人
公
の
「
私
」
が
、
現
在
の
「
は
か
な
い
暮
し
」
に
至
る
半
生
を
振
り
返
る
「
日
記
」
の
筆
を
と
る
と

い
う
、
小
説
全
体
の
枠
組
み
を
規
定
す
る
冒
頭
部
で
あ
る
。
作
者
が
「
身
の
う
へ
」
の
「
日
記
」
を
書
く
に
至
っ
た
経
緯
と
そ
の
意
義

を
説
明
す
る
『
蜻
蛉
日
記
』
の
冒
頭
部
を
、
堀
は
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
用
い
て
一
篇
の
小
説
の
冒
頭
部
へ
と
作
り
変
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

本
文
を
対
照
す
る
と
、
堀
は
原
文
の
一
語
一
句
に
基
づ
い
て
「
か
げ
ろ
ふ
の
日
記
」
の
文
章
を
作
り
出
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

た
と
え
ば
傍
線
部
、「
こ
と
わ
り
」
を
「
尤
も
の
事
」、「
世
に
お
ほ
か
る
」
を
「
ず
ゐ
ぶ
ん
有
り
触
れ
た
」
と
い
う
よ
う
に
、
堀
は
原

典
の
語
句
の
意
味
を
解
き
ほ
ぐ
す
よ
う
に
し
て
、
対
応
す
る
意
味
の
現
代
語
に
変
換
し
て
い
る
。
波
線
部
の
よ
う
に
独
自
の
付
加
部
分
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―
不
幸
の
原
因
を
過
去
に
探
ろ
う
と
す
る
枠
組
み
の
設
定

―
は
あ
る
も
の
の
、
原
文
を
ほ
ぼ
逐
語
的
に
置
き
換
え
て
い
る
。
後
続

の
部
分
も
、
ほ
と
ん
ど
の
箇
所
が
こ
の
よ
う
に
原
典
の
文
に
基
づ
い
て
書
か
れ
て
い
る
。

原
文
の
意
味
だ
け
で
な
く
そ
の
形
態
が
現
代
語
で
写
し
取
ら
れ
て
い
る
こ
と
も
特
徴
で
あ
る
。
原
文
の
語
句
及
び
文
の
順
序
、
構
文

が
踏
襲
さ
れ
、
接
続
助
詞
や
連
用
形
で
文
の
終
止
を
繰
り
延
べ
て
連
綿
と
続
く
文
の
長
さ
も
「
か
げ
ろ
ふ
の
日
記
」
に
取
り
入
れ
ら
れ

て
い
る
。
原
文
で
は
三
文
に
当
た
る
文
を
長
大
な
一
文
に
接
続
し
た
の
も
、
切
れ
目
な
く
続
く
原
文
の
形
態
を
強
調
し
た
も
の
だ
と
考

え
ら
れ
る
。

こ
の
途
切
れ
る
こ
と
な
く
続
く
長
文
は
、「
も
は
や
こ
の
世
に
何
ん
の
な
す
事
も
な
」
い
と
い
う
現
状
の
認
識
、「
物
語
」
の
読
書
体
験
、

「
身
の
上
」
の
「
日
記
」
執
筆
へ
の
決
意
と
い
う
「
私
」
の
心
情
と
行
為
と
を
一
連
な
り
に
提
示
す
る
。
身
辺
の
出
来
事
と
そ
こ
か
ら

喚
起
さ
れ
る「
私
」の
心
情
と
を
な
だ
ら
か
に
つ
な
ぎ
合
わ
せ
て
進
行
す
る
本
作
の
文
章
が
、こ
う
し
て
生
み
出
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
「
か
げ
ろ
ふ
の
日
記
」
の
創
作
方
法
は
、
一
種
の
翻
訳
行
為
と
呼
ぶ
べ
き
も
の
で
あ
る
。
原
典
『
蜻
蛉
日
記
』
の
語
句

を
逐
一
参
照
し
、
そ
の
意
味
と
形
態
を
写
し
取
る
よ
う
に
現
代
語
に
変
換
し
て
い
く
点
は
、
通
常
の
翻
訳
行
為
と
通
底
す
る
か
ら
で
あ

る
。と

こ
ろ
が
、
実
際
の
現
代
語
訳
と
比
べ
て
み
る
と
、
堀
に
よ
る
語
句
の
変
換
方
法
は
、
そ
れ
と
は
似
て
非
な
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が

わ
か
る
。『
物
語
日
本
文
学
』
所
収
の
池
田
亀
鑑
訳
、『
現
代
語
訳
国
文
学
全
集
』
所
収
の
与
謝
野
晶
子
訳
と
比
べ
て
み
よ
う
＊
15
。

�

す
べ
て
の
事
は
、
過
去
に
お
し
流
さ
れ
て
し
ま
つ
て
、
今
は
た
よ
り
も
な
く
、
荒
涼
と
し
た
気
持
の
中
で
、
暮
し
て
ゐ
る
女ひ
と

が
あ

つ
た
。
／
容
貌
と
い
つ
て
も
、
人
並
で
は
な
く
、
才
能
も
こ
れ
と
い
ふ
程
も
な
く
、
か
う
物
の
数
で
も
な
く
、
無
意
義
に
生
き
て

ゐ
る
の
も
、
道
理
と
思
ひ
な
が
ら
、
た
だ
ぼ
ん
や
り
と
起
き
た
り
ね
た
り
し
て
ゐ
る
ま
ゝ
に
、
世
の
中
に
沢
山
あ
る
古
物
語
の
は

し
な
ど
を
、
の
ぞ
い
て
見
る
と
、
ひ
ど
い
作
り
事
さ
へ
も
書
い
て
あ
る
。
人
ら
し
く
も
な
い
我
が
身
の
上
ま
で
、
こ
ま
ご
ま
と
日
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記
に
書
い
て
み
れ
ば
、
き
つ
と
珍
し
く
読
ま
れ
る
か
も
知
れ
な
い
。
又
一
つ
に
は
こ
の
世
の
高
き
位
を
の
ぞ
む
婦
人
た
ち
の
例
に

も
す
る
が
よ
い
、
と
思
ふ
に
つ
け
て
も
、（
池
田
亀
鑑
訳
『
蜻
蛉
日
記
』）

�
時
の
流
れ
の
赴
く
ま
ま
に
現
在
が
遠
慮
な
く
過
去
と
な
つ
て
行
く
世
の
中
に
、
存
在
も
あ
や
ふ
や
な
哀
れ
な
一
人
の
女
が
あ
つ
た
。

容
貌
と
云
つ
て
も
何
ら
群
を
抜
い
た
も
の
で
な
く
、
怜
悧
な
生
れ
つ
き
で
も
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
ん
な
風
に
自
分
は
誰
れ
か

ら
も
無
視
さ
れ
て
ゐ
る
の
も
道
理
な
こ
と
で
あ
る
と
思
ひ
、
寂
し
く
暮
し
な
が
ら
世
間
に
行
は
れ
て
ゐ
る
小
説
類
を
濫
読
し
て
ゐ

た
が
、
空
想
で
綴
ら
れ
た
も
の
は
と
に
か
く
、
人
並
で
も
な
い
者
の
体
験
を
、
其
れ
が
数
の
少
い
社
会
の
上
層
の
人
間
生
活
に
読

者
を
触
れ
し
め
る
可
能
性
も
な
い
こ
ん
な
身
分
の
者
も
自
家
の
日
記
を
書
く
も
の
だ
と
云
ふ
嘲
笑
を
受
け
る
こ
と
な
ど
も
、
も
う

自
分
は
ど
う
で
も
よ
い
と
云
ふ
気
持
に
な
つ
た
。（
与
謝
野
晶
子
訳
『
蜻
蛉
日
記
』）

池
田
や
与
謝
野
の
訳
は
、
原
文
を
説
明
的
に
言
い
換
え
た
箇
所
も
見
ら
れ
る
が
、
全
体
と
し
て
は
原
文
の
語
句
の
意
味
や
文
法
的
機

能
の
再
現
に
な
っ
て
い
る
。
書
き
出
し
の
一
文
の
よ
う
に
語
句
を
大
胆
に
加
え
て
い
る
箇
所
も
、
原
文
の
意
味
の
敷
衍
の
範
囲
に
と
ど

ま
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
堀
は
「
そ
ら
ご
と
だ
に
あ
り
」
を
「
空
言
さ
へ
書
い
て
あ
る
や
う
だ
か
ら

0

0

0

0

0

」
と
置
き
換
え
る
な
ど
＊
16
、�

原
文
の
文
意
を
逸
脱
す
る
語
句
を
付
与
し
た
り
、
助
詞
や
助
動
詞
を
別
の
機
能
を
持
つ
語
に
変
更
し
た
り
す
る
。「
一
た
い
」、「
か
う

や
つ
て
」
と
い
っ
た
、
文
調
を
整
え
る
た
め
の
語
句
の
付
加
も
自
由
に
行
わ
れ
る
。
原
文
の
正
確
な
再
現
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
原

文
の
意
味
や
特
徴
を
取
り
入
れ
た
、
文
の
創
出
が
行
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

注
目
す
べ
き
は
、
原
文
か
ら
の
語
句
の
変
換
の
過
程
で
、
堀
が
文
章
に
味
付
け
を
加
え
て
い
る
点
で
あ
る
。
た
と
え
ば
原
文
の
「
か

た
ち
と
て
も
人
に
も
に
ず
」
と
い
う
箇
所
を
、
池
田
は
「
容
貌
と
い
つ
て
も
、
人
並
で
は
な
く
」
と
素
っ
気
な
く
直
訳
す
る
。
堀
は
こ

の
部
分
を
、「
顔
か
た
ち
だ
つ
て

0

0

0

人
並
で
な
い
し0

」
と
書
き
手
の
愚
痴
め
い
た
口
調
を
加
え
て
変
換
す
る
。
後
続
の
箇
所
で
も
、「
あ
あ
」、

「
ま
あ
」
と
い
っ
た
感
動
詞
の
付
加
、
女
性
語
尾
「
か
し
ら
」
の
付
加
、
書
き
手
の
女
性
性
を
強
調
す
る
敬
語
の
付
与
が
見
ら
れ
る
＊
17
。
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こ
う
し
た
変
換
に
よ
っ
て
、「
日
記
」
の
文
章
の
背
後
に
は
、
自
身
の
生
を
「
不
為
合
せ
」
と
規
定
す
る
、
書
く
女
性
「
私
」
の
声
が

響
か
さ
れ
る
。

こ
の
こ
と
と
関
連
す
る
の
が
、
冒
頭
の
一
文
に
お
け
る
人
称
詞
の
変
換
で
あ
る
。
冒
頭
の
一
文
、
原
典
で
は
「
‥
‥
世
に
ふ
る
人
あ

り
け
り
」
と
い
う
よ
う
に
、作
者
が
自
己
を
「
人
」
と
他
者
の
よ
う
に
客
体
化
し
て
提
示
す
る
。
作
り
物
語
や
私
家
集
の
冒
頭
部
に
倣
っ

た
こ
の
表
現
を
＊
18
、
池
田
は
「
‥
‥
女ひ
と

が
あ
つ
た
」、
与
謝
野
は
「
‥
‥
女
が
あ
つ
た
」
と
再
現
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
堀
は
、「
人
」

を
「
自
分
」
へ
と
置
き
換
え
、
さ
ら
に
後
続
の
文
と
第
一
文
を
接
続
し
て
い
る
。

こ
こ
で
の
自
称
詞
「
自
分
」
は
、「
私
」
が
見
つ
め
る
自
己
を
指
す
。
そ
し
て
、「
自
分
だ
が
‥
‥
」
以
下
に
続
く
の
は
、「
自
分
」

を
見
つ
め
る
こ
と
で
「
私
」
の
中
に
生
じ
て
く
る
思
い
で
あ
る
。「
顔
か
た
ち
だ
つ
て
人
並
で
な
い
」、「
こ
れ
と
云
つ
た
才
能
も
あ
る

わ
け
で
は
な
い
」
は
「
私
」
の
主
観
的
な
自
己
規
定
で
あ
り
、「
こ
ん
な
風
に

0

0

0

0

0

は
か
な
い
暮
し
」
も
「
か
う
や
つ
て

0

0

0

0

0

ぼ
ん
や
り
と
明
し

暮
し
て
ゐ
る
」
も
、「
私
」
の
内
な
る
視
点
か
ら
見
ら
れ
た
現
状
認
識
で
あ
る
。
つ
ま
り
、「
私
」
が
不
幸
な
「
自
分
」
を
見
つ
め
る
こ

と
で
生
じ
る
心
の
動
き
が
「
私
」
の
視
点
に
入
り
込
ん
だ
形
で
綴
ら
れ
た
文
章
に
な
っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
堀
は
、
原
典
の
文
章
を
逐
語
的
に
参
照
し
、
原
文
の
意
味
と
形
態
上
の
特
徴
を
取
り
入
れ
、
文
章
に
味
付
け
を
加
え
る

形
で
変
換
し
て
「
か
げ
ろ
ふ
の
日
記
」
の
文
を
創
出
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
原
文
の
意
味
を
現
代
語
に
よ
っ
て
再
現
す
る
の
で
は
な
く
、

原
典
『
蜻
蛉
日
記
』
の
文
章
を
、書
く
女
性
「
私
」
の
声
や
視
点
を
反
映
し
た
文
章
へ
と
作
り
変
え
る
行
為
だ
と
言
え
る
。
つ
ま
り
堀
は
、

道
綱
母
の
書
い
た
日
記
の
文
章
を
、
女
性
の
書
記
主
体
「
私
」
が
統
御
す
る
、
小
説
の
叙
述
へ
と
変
換
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
原
典
『
蜻
蛉
日
記
』
の
文
章
を
そ
の
意
味
と
形
態
を
取
り
入
れ
て
小
説
の
叙
述
へ
と
変
換
し
て
い
く
堀
の
創
作
方
法
を
、

こ
こ
で
は
通
常
の
翻
訳
行
為
と
区
別
し
て
、
古
典
の
〈
翻
訳
〉
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。
次
節
で
は
こ
う
し
た
堀
の
〈
翻
訳
〉
の
あ
り
よ

う
を
、
冒
頭
部
以
下
の
部
分
に
範
囲
を
拡
大
し
て
考
察
す
る
。
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二『

蜻
蛉
日
記
』
冒
頭
部
の
「
人
」
を
、
堀
は
自
称
詞
「
自
分
」
へ
と
変
換
し
た
。
こ
の
変
換
は
、「
か
げ
ろ
ふ
の
日
記
」
に
お
け
る
堀

の
〈
翻
訳
〉
の
あ
り
よ
う
を
考
察
す
る
上
で
、特
に
注
目
す
べ
き
点
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
と
い
う
の
も
、冒
頭
部
以
下
の
後
続
部
分
で
も
、

堀
は
人
称
詞
の
変
換
を
意
識
的
に
行
っ
て
い
る
と
見
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

次
は
一
人
息
子
が
元
服
し
た
年
の
冬
、
長
雨
を
き
っ
か
け
に
「
私
」
が
過
去
と
現
在
の
境
遇
を
比
べ
、
自
己
と
い
う
存
在
に
つ
い
て

思
い
を
め
ぐ
ら
す
場
面
で
あ
る
。
後
に
原
典
の
対
応
箇
所
を
引
く
。

�

私
は
し
や
う
こ
と
な
し
に
昔
の
事
な
ど
を
思
ひ
出
し
な
が
ら
、
昔
の
自
分
が
心
待
ち
に
し
て
ゐ
た
す
べ
て
の
事
と
今
の
自
分
と
は

何
と
云
ふ
ひ
ど
い
相
違
だ
ら
う
、
あ
の
頃
は
こ
ん
な
雨
風
に
だ
つ
て
御
い
と
ひ
な
さ
ら
ぬ
も
の
を
と
自
分
は
信
じ
て
ゐ
た
の
に
＊
19
、�

な
ど
と
考
へ
続
け
て
ゐ
た
。
し
か
し
い
ま
、
か
う
や
つ
て
し
み
じ
み
と
思
ひ
返
し
て
見
る
と
、
そ
の
頃
だ
つ
て
自
分
は
ち
つ
と
も

気
の
緩
む
や
う
な
心
も
ち
の
し
た
事
な
ん
ぞ
は
つ
い
ぞ
無
か
つ
た
や
う
に
も
思
は
れ
た
。
こ
れ
と
云
ふ
の
も
、
一
体
、
自
分
の
心

が
驕
つ
て
ゐ
た
の
だ
ら
う
か
し
ら
？
あ
あ
、
こ
ん
な
事
に
な
る
な
ん
て
自
分
は
夢
に
も
思
は
な
か
つ
た
も
の
を
。
そ
れ
ほ
ど
ま
で

私
は
大
き
な
夢
を
持
ち
つ
づ
け
て
ゐ
た
の
に
。（
三
）

�

い
に
し
へ
を
お
も
へ
ば
、
わ
が
心
に
し
も
あ
ら
じ
。
心
の
ほ
か
に
や
あ
り
け
ん
。
あ
め
風
に
も
さ
は
ら
ぬ
も
の
と
、
な
ら
は
し
た

り
し
も
の
を
、け
ふ
、お
も
ひ
い
づ
れ
ば
、昔
も
心
の
ゆ
る
ぶ
や
う
に
も
な
か
り
し
か
ば
、我
心
の
お
ほ
け
な
き
に
こ
そ
あ
り
け
れ
。

あ
は
れ
、
さ
ら
ぬ
も
の
と
み
し
も
の
を
、
そ
れ
ま
で
お
も
ひ
か
け
ら
れ
ぬ
と
、
な
が
め
く
ら
さ
る
。（
中
巻
之
六
）

原
典
に
「
わ
れ
」
の
所
有
格
「
わ
が
」
が
二
度
見
え
る
が
、
高
木
和
子
に
よ
れ
ば
『
蜻
蛉
日
記
』
の
「
わ
れ
」
は
、
作
者
が
他
者
と

自
己
を
比
較
し
感
情
を
動
か
し
た
り
自
己
の
孤
独
を
見
つ
め
た
り
す
る
場
面
に
現
れ
る
人
称
詞
で
あ
る
＊
20
。
堀
は
、
こ
の
「
わ
れ
」
が
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現
れ
る
右
引
用
部
が
、
作
者
が
自
己
に
向
き
合
う
特
異
な
場
面
で
あ
る
こ
と
を
意
識
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
と
い
う
の
も
、「
か

げ
ろ
ふ
の
日
記
」
の
対
応
箇
所
に
は
、
自
称
詞
「
自
分
」
が
多
用
さ
れ
る
と
い
う
、
顕
著
な
特
徴
が
見
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

原
文
は
、「
い
に
し
へ
を
お
も
へ
ば
、
わ
が
心
に
し
も
あ
ら
じ
」
と
い
う
よ
う
に
、
思
う
行
為
と
思
わ
れ
る
内
容
と
を
切
れ
目
な
く

一
文
で
提
示
す
る
。
こ
う
し
た
文
を
、
堀
は
波
線
部
の
思
考
動
詞
に
続
き
、
切
れ
目
な
く
思
考
の
中
身
が
連
接
さ
れ
た
文
へ
と
変
換
し

て
い
る
。
ま
た
傍
線
部
の
よ
う
に
「
わ
が
」
を
「
自
分
」
で
置
き
換
え
、
さ
ら
に
一
節
の
全
体
に
自
称
詞
「
自
分
」
を
補
っ
て
い
る
。

こ
う
し
て
、「
私
は
」

―
「
思
ふ
」
と
い
う
主
述
か
ら
、
文
を
切
ら
ず
に
自
称
詞
「
自
分
」
を
含
む
主
述
が
分
岐
し
て
い
く
構
文
が

作
り
出
さ
れ
て
い
る
。
末
尾
三
文
で
は
、
原
文
の
「
こ
そ
‥
‥
け
れ
」
に
よ
る
強
調
や
感
動
詞
「
あ
は
れ
」
を
踏
ま
え
、「
私
」
の
声

を
前
景
化
す
る
よ
う
に
語
句
を
変
換
し
て
い
る
。

思
考
動
詞
「
思
ひ
出
す
」
に
よ
っ
て
、「
私
」
の
内
省
行
為
は
外
か
ら
対
象
化
さ
れ
る
。
直
後
に
自
称
詞
「
自
分
」
が
現
れ
、
そ
の

ま
ま
「
私
」
の
視
点
に
入
り
込
む
形
で
自
己
へ
と
視
線
が
向
け
ら
れ
て
い
く
。「
何
と
云
ふ

0

0

0

0

‥
‥
だ
ら
う
」、「
あ
の
頃
は
‥
‥
の
に

0

0

」
は
、

過
去
と
現
在
の
「
自
分
」
を
見
つ
め
て
引
き
出
さ
れ
た
「
私
」
の
内
言
に
な
っ
て
い
る
。「
私
」
を
外
か
ら
対
象
化
す
る
次
元
か
ら
、「
私
」

の
視
点
に
内
在
し
て
「
自
分
」
を
対
象
化
す
る
次
元
へ
連
続
的
に
移
行
す
る
の
で
あ
る
。

二
重
傍
線
部
「
考
へ
続
け
て
ゐ
た
」、「
思
は
れ
た
」
と
い
う
思
考
動
詞
が
そ
れ
ぞ
れ
直
前
部
分
を
「
私
」
の
思
考
内
容
と
し
て
対
象

化
し
、
内
省
へ
の
没
入
は
い
っ
た
ん
中
断
さ
れ
る
。
直
後
に
再
び
内
省
へ
の
没
入
が
起
こ
る
と
い
う
形
が
繰
り
返
さ
れ
、
末
尾
三
文
に

至
っ
て
思
考
動
詞
が
脱
落
す
る
。
こ
れ
に
伴
い
「
私
」
の
視
点
の
内
側
へ
の
完
全
な
移
行
が
行
わ
れ
、
か
つ
て
の
「
夢
」
を
失
っ
た
と

い
う
「
私
」
の
慨
嘆
が
、「
‥
‥
か
し
ら
」、「
‥
‥
も
の
を
」、「
‥
‥
の
に
」
と
、「
私
」
の
内
面
の
直
接
的
吐
露
と
し
て
提
示
さ
れ
る
。

も
う
一
箇
所
、
同
様
の
自
己
省
察
の
場
面
と
、
こ
れ
に
対
応
す
る
原
文
を
見
て
み
よ
う
。
夫
の
新
た
な
浮
気
に
反
発
し
た
「
私
」
が

西
山
の
寺
に
参
籠
し
、
夫
に
反
抗
し
て
き
た
こ
れ
ま
で
の
自
己
の
あ
り
よ
う
を
改
め
て
問
い
直
す
場
面
で
あ
る
。
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唯
、
嘆
か
は
し
い
と
思
ふ
の
は
、
か
う
云
ふ
物
思
ひ
に
ふ
さ
は
し
い
や
う
な
住
居
を
さ
へ
自
分
で
好
ん
で
し
ず
に
は
居
ら
れ
な
く

な
つ
た
自
分
の
宿
世
の
切
な
さ
と
、

―
そ
れ
と
も
う
一
つ
は
、
自
分
の
死
後
に
、
日
頃
か
う
し
て
自
分
の
傍
を
離
れ
ず
に
長
精

進
な
ど
も
共
に
し
て
頼
も
し
げ
に
見
え
る
あ
の
子
が
、
他
に
は
力
に
す
べ
き
人
も
居
な
い
の
で
さ
ぞ
世
間
に
も
出
に
く
い
だ
ら
う
、

そ
れ
に
か
う
し
て
精
進
し
て
ゐ
る
自
分
と
同
じ
や
う
な
物
を
ば
か
り
食
べ
さ
せ
て
ゐ
る
の
で
、
こ
の
頃
は
よ
く
咽
に
も
通
ら
ぬ
ら

し
い
の
を
見
る
の
が
自
分
に
は
辛
く
て
し
や
う
が
な
い
＊
21
。

―
そ
ん
な
事
を
考
へ
続
け
な
が
ら
、
こ
ん
な
思
ひ
を
自
分
も
し
又

子
供
に
ま
で
さ
せ
て
漸
つ
と
か
う
し
て
自
分
が
気
安
く
し
て
ゐ
る
の
か
と
思
ふ
と
、
遂
に
は
そ
の
気
安
さ
そ
の
も
の
さ
へ
自
分
を

苦
し
め
出
し
て
く
る
の
だ
つ
た
。
あ
あ
、
私
は
一
体
ど
う
し
た
ら
い
い
の
だ
ら
う
？
…
…
（
五
）

�

た
ゞ
、
か
ゝ
る
す
ま
ひ
を
さ
へ
せ
ん
と
は
、
か
ま
へ
た
り
け
り
。
身
の
す
く
せ
ば
か
り
を
、
な
か
ら
む
あ
と
に
そ
ひ
て
か
な
し
き

こ
と
は
、
ひ
ご
ろ
の
な
が
し
や
う
じ
し
つ
る
人
の
、
た
の
も
し
げ
な
け
れ
ど
み
ゆ
づ
る
人
も
な
け
れ
ば
、
か
し
ら
も
さ
し
い
で
ず
。

松
の
葉
ば
か
り
に
お
も
ひ
な
り
に
た
る
身
の
、
お
な
じ
さ
ま
に
て
く
は
せ
た
れ
ど
、
え
も
く
ひ
や
ら
ぬ
を
み
る
た
び
に
ぞ
、
な
み

だ
は
こ
ぼ
れ
ま
さ
る
。
か
く
て
あ
る
は
い
と
心
や
す
か
り
け
る
を
、た
ゞ
涙
も
ろ
な
る
こ
そ
い
と
く
る
し
か
り
け
れ
。（
中
巻
之
八
）

原
文
は
、
二
度
用
い
ら
れ
る
「
身
」
と
い
う
語
が
示
す
よ
う
に
、
や
は
り
作
者
が
自
己
に
目
を
向
け
て
い
る
箇
所
で
あ
る
。
こ
こ
で

も
堀
は
、
原
文
を
自
称
詞
「
自
分
」
が
多
用
さ
れ
る
文
へ
と
変
換
し
て
い
る
。

原
文
で
は
第
二
文
の
半
ば
で
「
か
な
し
き
こ
と
は
」
に
続
い
て
内
省
の
中
身
が
連
接
さ
れ
て
い
る
の
を
、
堀
は
「
嘆
か
は
し
い
と
思

ふ
の
は
」
と
置
き
換
え
て
一
節
全
体
の
冒
頭
に
据
え
、
内
省
行
為
の
提
示
か
ら
内
省
の
中
身
へ
と
続
く
流
れ
を
作
り
出
し
て
い
る
。
波

線
部
の
二
箇
所
の
思
考
動
詞
「
思
ふ
」、「
考
へ
る
」
が
内
省
の
節
を
導
き
、
そ
の
中
で
自
称
詞
「
自
分
」
を
含
む
主
述
が
次
々
と
分
岐

す
る
よ
う
に
現
れ
る
形
に
な
っ
て
い
る
。
末
尾
で
は
「
あ
あ
、
私
は
一
体
ど
う
し
た
ら
い
い
の
だ
ら
う
？
」
と
い
う
詠
嘆
的
な
「
私
」

の
内
言
が
、先
の
引
用
部
と
同
じ
よ
う
な
形
で
現
れ
る
。
書
く
「
私
」
が
過
去
の
「
私
」
と
一
体
化
し
、自
ら
の
嘆
き
の
声
を
当
時
の
「
私
」
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の
嘆
き
と
共
に
響
か
せ
る
の
で
あ
る
＊
22
。

二
つ
の
箇
所
は
、
よ
く
似
た
文
章
の
形
態
上
の
特
徴
を
持
つ
。
思
考
動
詞
と
思
考
の
中
身
の
切
れ
目
の
な
い
連
接
、「
自
分
」
を
含

む
主
述
が
枝
分
か
れ
す
る
構
文
、
後
半
部
に
お
け
る
思
考
動
詞
の
脱
落
と
感
動
詞
や
倒
置
の
頻
用
で
あ
る
。
つ
ま
り
堀
は
、
原
文
の
二

箇
所
に
通
底
す
る
も
の
を
見
出
し
、
そ
れ
を
「
か
げ
ろ
ふ
の
日
記
」
の
文
章
に
反
映
さ
せ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

重
要
な
の
は
、
こ
う
し
た
文
章
の
形
態
と
「
私
」
の
自
己
省
察
の
あ
り
よ
う
が
連
動
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
二
つ
の
場
面
に
お
け

る
内
省
の
内
容
は
端
的
に
要
約
可
能
で
、
前
者
は
過
去
と
現
在
の
自
己
の
対
照
で
あ
り
、
後
者
は
悩
む
こ
と
で
周
囲
を
巻
き
込
ん
で
き

た
自
己
へ
の
反
省
で
あ
る
。
だ
が
そ
れ
を
思
う
「
私
」
の
心
の
動
き
は
複
雑
に
錯
綜
し
て
お
り
、
そ
の
錯
綜
を
叙
述
が
体
現
す
る
。「
自

分
は
‥
‥
」、「
自
分
が
‥
‥
」
と
い
う
自
己
指
示
の
反
復
が
容
易
に
焦
点
を
結
ば
な
い
自
己
像
を
繰
り
返
し
捉
え
よ
う
と
す
る
思
考
の

流
れ
を
、「
自
分
」
を
含
む
主
述
の
分
岐
と
思
考
動
詞
の
脱
落
が
、「
私
」
が
自
己
の
内
へ
内
へ
と
潜
り
込
ん
で
い
く
自
己
沈
潜
の
過
程

を
表
す
の
で
あ
る
。

堀
が
〈
翻
訳
〉
を
通
し
て
作
り
出
し
て
い
る
の
は
、
こ
の
よ
う
に
書
き
手
が
自
己
の
内
に
沈
潜
し
て
い
く
一
人
称
叙
述
で
あ
る
。
そ

れ
は
、
堀
の
初
期
作
品
に
見
ら
れ
た
人
物
の
心
理
を
超
越
的
な
位
置
か
ら
分
析
す
る
心
理
小
説
の
叙
述
と
は
異
質
な
も
の
だ
っ
た
＊
23
。

こ
う
し
た
叙
述
は
、『
蜻
蛉
日
記
』
の
「
作
中
の
出
来
事
を
、
離
れ
た
次
元
か
ら
対
象
と
し
て
描
く
の
で
な
し
に
、
作
中
の
出
来
事
の

次
元
で
、
渦
中
の
人
物
の
目
と
し
て
書
い
て
い
る
」
＊
24
と
い
う
特
徴
的
な
文
章
を
〈
翻
訳
〉
す
る
こ
と
で
生
み
出
さ
れ
て
い
る
。
た
だ

し
そ
れ
は
原
文
の
特
徴
の
単
な
る
再
現
で
は
な
く
、
堀
が
語
句
の
変
換
の
過
程
で
作
り
出
し
た
も
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
叙
述
が
、書
き
手
の
「
私
」
が
自
ら
の
「
不
為
合
せ
」
の
原
因
を
過
去
の
自
身
の
「
思
ひ
上
」
り
の
う
ち
に
探
る
と
い
う
、

「
か
げ
ろ
ふ
の
日
記
」
全
体
の
枠
組
み
を
成
立
さ
せ
て
い
る
。
そ
も
そ
も
、回
想
さ
れ
る
自
己
省
察
が
過
去
の
時
点
で
完
結
し
て
い
れ
ば
、

「
私
」
が
自
己
の
半
生
を
振
り
返
る
必
要
は
生
じ
な
い
。
だ
が
、
書
き
手
の
「
私
」
は
今
な
お
自
己
に
つ
い
て
思
い
悩
む
存
在
で
あ
る
。
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だ
か
ら
「
私
」
は
過
去
の
「
私
」
と
一
体
化
し
て
内
省
し
、
自
己
の
「
驕
」
り
の
発
見
に
書
く
過
程
に
お
い
て
到
達
す
る
の
で
あ
る
。

次
節
で
は
こ
う
し
て
作
り
出
さ
れ
た
本
作
の
叙
述
が
持
つ
特
徴
を
、『
蜻
蛉
日
記
』
以
外
の
本
文
と
の
関
係
に
着
目
し
つ
つ
論
じ
る
。

　
三「

か
げ
ろ
ふ
の
日
記
」
執
筆
の
背
景
を
記
し
た
書
簡
体
の
エ
ッ
セ
イ
「
山
村
雑
記
」（「
新
潮
」
昭
13
・
８
）
に
お
い
て
、堀
は
原
典
『
蜻

蛉
日
記
』
を
手
に
と
っ
た
経
緯
を
語
っ
て
い
る
。
堀
に
よ
れ
ば
、
創
作
の
準
備
の
た
め
に
西
洋
の
女
性
の
日
記
や
書
簡
体
の
作
品

―

ユ
ー
ジ
ェ
ニ
ー
・
ド
・
ゲ
ラ
ン
の
『
日
記
』
や
「
ほ
る
と
が
る
文
」
な
ど

―
を
読
み
進
め
て
い
く
中
で
、「
さ
う
い
ふ
手
紙
や
日
記

を
残
し
て
い
つ
た
昔
の
不
幸
な
恋
人
た
ち
の
一
人
」
の
「
日
記
」
と
し
て
『
蜻
蛉
日
記
』
に
「
心
を
奪
は
れ
」
た
と
い
う
。

こ
の
堀
の
言
及
は
、日
本
の
王
朝
女
流
日
記
を
西
洋
の「
不
幸
な
恋
人
た
ち
」の
手
記
と
重
ね
て
見
よ
う
と
す
る
堀
の
姿
勢
を
物
語
る
。

と
い
う
よ
り
、
西
洋
の
日
記
や
書
簡
体
の
作
品
と
類
比
し
う
る
点
に
お
い
て
、『
蜻
蛉
日
記
』
は
堀
に
見
出
さ
れ
て
い
る
と
言
う
べ
き

で
あ
る
。
で
は
、
両
者
は
ど
の
よ
う
な
意
味
で
重
ね
ら
れ
て
い
る
の
か
。
佐
藤
春
夫
の
訳
に
な
る
「
ほ
る
と
が
る
文
」（「
改
造
」
昭
４
・

４
）
＊
25
の
冒
頭
部
を
見
て
み
よ
う
。

�

ま
あ
考
へ
て
も
ご
ら
ん
な
さ
い
ま
し
、
い
と
し
い
お
方
さ
ま
、
あ
な
た
さ
ま
は
ど
ん
な
に
向
見
ず
な
こ
と
を
し
て
下
さ
い
ま
し
た

事
か
。
あ
あ
、
不
仕
合
、
あ
な
た
さ
ま
が
裏
切
ら
れ
も
致
し
ま
し
た
し
、
あ
な
た
さ
ま
も
わ
た
く
し
を
幻
の
希
望
の
か
ず
か
ず
で

お
裏
切
な
さ
れ
も
致
し
ま
し
た
。
あ
れ
ほ
ど
た
く
さ
ん
の
お
歓
び
を
前
途
に
懸
け
て
ゐ
ら
し
つ
た
情
熱
が
今
は
怖
し
い
絶
望
の
思

ひ
を
お
さ
せ
申
す
の
で
す
。（
最
初
の
文
）

「
ほ
る
と
が
る
文
」
は
愛
す
る
対
象
か
ら
顧
み
ら
れ
な
い
「
昔
の
不
幸
な
恋
人
」
の
物
語
で
あ
る
点
で
「
か
げ
ろ
ふ
の
日
記
」
と
通
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じ
る
。
だ
が
重
要
な
の
は
む
し
ろ
両
作
の
文
体
上
の
近
接
で
あ
る
＊
26
。「
か
げ
ろ
ふ
の
日
記
」
に
は
「
ほ
る
と
が
る
文
」
の
一
節
を
引

用
す
る
よ
う
に
作
中
に
取
り
入
れ
た
部
分
が
あ
り
＊
27
、
堀
が
本
作
の
文
章
を
「
ほ
る
と
が
る
文
」
の
そ
れ
と
意
識
的
に
重
ね
合
わ
せ
よ

う
と
し
て
い
た
こ
と
が
見
て
と
れ
る
。
同
作
に
は
主
人
公
の
女
性
の
境
遇
を
規
定
す
る
「
不
仕
合
」
と
い
う
語
句
、
詠
嘆
的
な
感
動
詞

や
倒
置
の
多
用
、
女
性
性
と
結
び
つ
く
誇
張
さ
れ
た
敬
語
や
女
性
言
葉
の
多
用
が
見
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
特
徴
は
、
堀
が
原
典
『
蜻
蛉

日
記
』
を
〈
翻
訳
〉
す
る
際
に
、
独
自
に
付
与
し
た
文
体
的
な
特
徴
と
一
致
し
て
い
る
。

中
で
も
注
目
し
た
い
の
は
二
人
称
の
機
能
で
あ
る
。
書
簡
体
小
説
で
あ
る
「
ほ
る
と
が
る
文
」
で
は
、「
わ
た
く
し
」
が
恋
人
の
騎

士
を
二
人
称
「
あ
な
た
さ
ま
」
で
指
呼
し
た
上
で
、相
手
へ
の
非
難
を
書
き
綴
っ
て
い
く
＊
28
。
同
作
に
お
け
る
恋
の
「
不
幸
」
の
調
子
は
、

こ
の
一
人
称
か
ら
二
人
称
に
発
せ
ら
れ
る
言
葉
を
通
し
て
作
り
上
げ
ら
れ
て
い
く
。
こ
う
し
た
叙
述
の
特
徴
は
「
か
げ
ろ
ふ
の
日
記
」

に
も
形
を
変
え
て
見
出
せ
る
。
原
文
か
ら
の
〈
翻
訳
〉
の
過
程
を
踏
ま
え
つ
つ
見
て
み
よ
う
。

�

無
論
あ
の
方
が
い
ら
し
つ
た
の
だ
と
分
つ
て
ゐ
た
も
の
の
、
私
も
少
し
意
地
に
な
つ
て
、
い
つ
ま
で
も
戸
を
開
け
さ
せ
ず
に
ゐ
た
。

や
が
て
知
ら
な
い
う
ち
に
あ
の
方
は
お
帰
り
に
な
つ
て
し
ま
は
れ
た
ら
し
か
つ
た
。
お
ほ
か
た
例
の
所
へ
で
も
い
ら
し
つ
た
の
だ

ら
う
。（
略
）
い
つ
も
に
変
ら
ず
、
こ
ち
ら
が
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
切
な
い
心
も
ち
を
お
訴
へ
し
て
ゐ
る
も
の
を
、
あ
の
方
は
さ
も

事
も
な
げ
に
あ
し
ら
は
れ
よ
う
と
し
か
な
さ
ら
な
い
の
だ
＊
29
。
ど
う
し
て
そ
ん
な
女
の
事
な
ん
ぞ
を
私
に
も
つ
と
出
来
る
だ
け
お

隠
し
な
す
つ
て
、
も
う
少
時
な
り
と
、「
内
裏
に
」
な
ど
と
仰
や
つ
て
で
も
、
私
を
お
瞞
し
に
な
つ
て
居
て
く
れ
ら
れ
な
か
つ
た

も
の
な
の
だ
ら
う
か
？
（
一
）　

�

さ
な
め
り
と
思
ふ
に
、
う
く
て
、
あ
け
さ
せ
ね
ば
、
例
の
い
へ
と
お
ぼ
し
さ
所
に
も
の
し
た
り
。（
略
）
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
し
の
び
た
る
さ
ま
に
、
う
ち
に
な
ど
い
ひ
つ
ゝ
あ
る
べ
き
を
、
い
と
ゞ
し
う

心
づ
き
な
く
お
も
ふ
事
ぞ
、
か
ぎ
り
な
き
や
。（
上
巻
之
二
）
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「
私
」
の
一
連
の
不
幸
の
始
ま
り
と
な
る
夫
の
最
初
の
浮
気
が
発
覚
し
、「
私
」
が
夫
を
家
か
ら
閉
め
出
し
た
場
面
で
あ
る
。
堀
は
、

原
文
で
夫
に
つ
い
て
記
さ
れ
た
文
を
、「
あ
の
方
」
と
い
う
主
語
と
夫
に
対
す
る
執
拗
な
敬
語
を
付
与
し
て
変
換
し
て
い
る
＊
30
。「
お
帰

り
に
な
つ
て
し
ま
は
れ
た

0

0

0

0

0

」、「
そ
ん
な

0

0

0

女
の
事
な
ん
ぞ
を
」
な
ど
と
、「
私
」
の
夫
に
対
す
る
不
満
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
付
加
さ
れ
る
こ

と
も
特
徴
で
あ
る
。
ま
た
、
原
文
で
は
「
さ
な
め
り
と
思
ふ
に
、
う
く
て
、
あ
け
さ
せ
ね
ば
‥
‥
」
と
い
う
よ
う
に
、
夫
の
行
動
の
記

述
が
心
情
の
表
出
に
連
接
さ
れ
て
お
り
、
堀
は
こ
う
し
た
文
の
形
態
を
現
代
語
で
再
現
し
て
い
る
。
末
尾
二
文
は
「
私
」
の
直
接
的
な

内
面
吐
露
の
形
に
変
換
さ
れ
、
夫
の
行
為
の
記
述
か
ら
「
私
」
の
心
理
の
表
出
へ
と
い
う
文
の
流
れ
が
作
り
出
さ
れ
て
い
る
。

注
目
す
べ
き
は
他
称
詞
「
あ
の
方
」
が
担
う
機
能
で
あ
る
。
作
中
で
他
者
か
ら
見
た
夫
を
意
味
す
る
「
殿
」
や
、
与
謝
野
晶
子
訳
で

用
い
ら
れ
る
「
彼
」
の
よ
う
な
呼
称
と
異
な
り
、他
称
詞
「
あ
の
方
」
は
指
示
と
敬
意
の
起
点
で
あ
る
「
私
」
の
主
観
を
反
映
し
て
い
る
。

「
私
」
が
見
つ
め
る
自
己
が
「
自
分
」
と
指
示
さ
れ
る
よ
う
に
、「
私
」
が
見
つ
め
る
夫
が
「
あ
の
方
」
と
指
示
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

「
ほ
る
と
が
る
文
」
で
は
直
接
的
な
呼
び
か
け
の
箇
所
以
外
で
も
、
恋
人
は
「
あ
な
た
さ
ま
」
と
逐
一
指
呼
さ
れ
る
。「
あ
な
た
さ
ま
」

と
い
う
二
人
称
は
対
象
を
「
わ
た
く
し
」
と
の
関
係
の
中
に
置
き
、
あ
る
近
し
さ
の
う
ち
に
指
し
示
す
＊
31
。
し
た
が
っ
て
引
用
第
二
文

の
よ
う
に
過
剰
に
現
れ
る
二
人
称
は
、
そ
の
反
復
的
な
指
示
に
お
い
て
「
わ
た
く
し
」
の
心
が
当
の
対
象
に
向
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
を

露
わ
に
す
る
。「
あ
な
た
さ
ま
」
と
い
う
指
示
が
、「
わ
た
く
し
」
に
と
っ
て
特
別
な
存
在
と
し
て
の
意
味
を
恋
人
の
騎
士
に
付
与
し
、

い
わ
ば
周
囲
の
存
在
か
ら
聖
別
す
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
、
一
人
称
の
書
記
主
体
に
と
っ
て
特
別
な
存
在
を
指
示
す
る
二
人
称
の
機
能
を
、
堀
は
人
称
を
変
換
し
て
「
か
げ
ろ
ふ
の

日
記
」
に
取
り
入
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
本
作
で
も
「
あ
の
方

0

0

0

は
お
帰
り
に
な
つ
て
し
ま
は
れ
た
」、「
あ
の
方

0

0

0

は
さ
も
事
も

な
げ
に
あ
し
ら
は
れ
よ
う
と
し
か
な
さ
ら
な
い
」
と
夫
は
他
称
詞
「
あ
の
方
」
で
繰
り
返
し
指
呼
さ
れ
、
そ
の
上
で
「
お
帰
り
に
な
つ

て
し
ま
」
っ
た
こ
と
、「
事
も
な
げ
に
あ
し
ら
」
っ
た
こ
と
が
非
難
さ
れ
る
。「
私
」
に
と
っ
て
特
別
な
存
在
と
し
て
夫
を
繰
り
返
し
指
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呼
し
＊
32
、
そ
の
夫
の
冷
淡
さ
や
不
真
面
目
さ
を
非
難
す
る
叙
述
は
、
そ
う
で
は
な
い

0

0

0

0

0

0

夫
を
期
待
す
る
「
私
」
の
心
を
表
出
す
る
。

つ
ま
り
「
か
げ
ろ
ふ
の
日
記
」
の
叙
述
は
、
夫
を
第
三
者
と
し
て
冷
静
に
客
体
化
す
る
の
で
は
な
く
、
夫
を
「
私
」
と
の
関
係
に
お

い
て
指
し
示
し
、「
私
」
の
心
に
映
し
出
さ
れ
て
い
る
夫
を
提
示
す
る
。
試
み
に
引
用
第
一
文
を
「
無
論
彼0

が
来
た

0

0

と
分
つ
て
は
ゐ
た

も
の
の
‥
‥
」
な
ど
と
書
き
換
え
て
み
る
と
、「
私
」
が
夫
に
向
け
る
心
情
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
は
失
わ
れ
る
。
本
作
の
叙
述
は
、「
私
」
に
と
っ

て
特
別
な
存
在
と
し
て
の
夫
を
、
そ
の
よ
う
に
夫
を
見
つ
め
る
「
私
」
の
視
線
を
含
め
て
提
示
す
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
叙
述
の
特
徴
を
踏
ま
え
て
読
む
時
、
本
作
末
尾
の
次
の
場
面
の
持
つ
意
味
も
よ
く
理
解
さ
れ
る
。「
私
」
が
夫
に
無
断

で
家
を
空
け
た
こ
と
に
驚
き
、
夫
の
側
が
「
私
」
に
心
を
乱
さ
れ
る
場
面
で
あ
る
。

�

そ
ん
な
心
に
も
な
い
乱
暴
な
事
を
な
さ
り
な
が
ら
、
反
つ
て
あ
の
方
が
私
に
お
苦
し
め
ら
れ
に
な
つ
て
ゐ
る
の
が
、
ど
う
と
い
ふ

事
も
な
し
に
、
唯
、
さ
う
や
つ
て
あ
の
方
の
な
す
が
ま
ま
に
な
つ
て
ゐ
る
う
ち
に
、
私
に
は
分
か
つ
て
来
た
の
だ
つ
た
。
し
か
し

御
自
分
で
は
そ
れ
に
は
一
向
お
気
づ
き
な
さ
れ
よ
う
と
も
せ
ず
に
入
ら
つ
し
や
る
ら
し
か
つ
た
。
／
そ
れ
か
ら
漸
つ
と
あ
の
方
は

御
自
分
に
立
ち
返
へ
ら
れ
た
か
と
思
ふ
と
、
何
だ
つ
て
そ
ん
な
事
を
な
す
つ
た
の
か
は
よ
く
お
分
か
り
に
な
ら
ぬ
な
が
ら
、
急
に

い
ま
ま
で
の
何
も
か
も
を
ほ
ん
の
一
時
の
御
戯
れ
だ
つ
た
と
で
も
云
ふ
や
う
に
な
さ
ら
う
と
し
て
、
私
に
い
つ
も
の
や
う
な
冗
談

な
ん
ぞ
を
言
は
れ
出
し
た
。
私
も
私
で
、
あ
の
方
が
私
の
た
め
に
お
苦
し
め
ら
れ
に
な
つ
て
ゐ
た
な
ん
ぞ
と
云
ふ
事
を
あ
の
方
に

は
お
分
か
り
に
な
ら
せ
ぬ
の
が
、
せ
め
て
も
の
私
の
思
ひ
や
り
で
で
も
あ
る
と
云
つ
た
や
う
に
、
さ
も
何
事
も
な
か
つ
た
や
う
に

し
て
ゐ
た
。（
七
）

こ
こ
で
は
、
一
文
の
中
で
用
い
ら
れ
る
に
は
不
自
然
な
ほ
ど
、
他
称
詞
「
あ
の
方
」
が
繰
り
返
し
用
い
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
こ
と
は

こ
の
場
面
で
、「
私
」
が
夫
の
「
あ
の
方
」
へ
一
心
に
視
線
を
注
い
で
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
ま
た
夫
へ
の
指
示
が
文
の
流
れ
の
中

で
「
私
」
へ
の
指
示
へ
返
っ
て
く
る
と
い
う
特
徴
的
な
文
の
形
態
に
も
注
意
し
た
い
。
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「
あ
の
方

0

0

0

が
私0

に
お
苦
し
め
ら
れ
に
」
と
「
あ
の
方
」
へ
の
指
示
が
「
私
」
へ
の
指
示
に
直
結
し
、
そ
れ
が
「
あ
の
方

0

0

0

の
な
す
が
ま

ま
に
」
を
経
て
、「
私0

に
は
分
か
つ
て
来
た
」
と
「
私
」
へ
の
指
示
に
返
っ
て
く
る
。「
あ
の
方

0

0

0

は
御
自
分
に
立
ち
返
へ
ら
れ
た
」
と
「
あ

の
方
」
が
指
示
さ
れ
、再
び
「
私0

に
い
つ
も
の
や
う
な
」
と
「
私
」
が
指
示
さ
れ
る
。「
私0

も
私0

で
」
と
自
己
へ
の
指
示
が
続
い
た
後
、「
あ0

の
方

0

0

が
私0

の
た
め
に
」
と
「
あ
の
方
」
と
「
私
」
が
交
互
に
指
示
さ
れ
、「
あ
の
方

0

0

0

に
は
お
分
か
り
に
な
ら
せ
ぬ
」
と
夫
が
指
示
さ
れ
る
。

そ
れ
が
「
せ
め
て
も
の
私0

の
思
ひ
や
り
」
と
「
私
」
へ
の
指
示
に
収
斂
し
て
い
く
。

「
あ
の
方
」

―
「
私
」

―
「
あ
の
方
」

―
と
続
く
指
示
の
交
錯
は
、「
私
」
の
視
線
が
夫
と
自
己
と
に
往
還
す
る
よ
う
に
差
し

向
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
し
て
そ
れ
が
、「
私
」
の
心
や
思
考
の
動
き
と
連
動
す
る
。
す
な
わ
ち
、
取
り
乱
す
夫
の
様

子
へ
の
観
察
は
、
夫
の
心
を
理
解
す
る
「
私
」
の
心
の
働
き
へ
つ
な
が
り
、
そ
れ
が
「
私
」
自
身
の
理
解
を
夫
に
悟
ら
せ
な
い
よ
う
に

と
い
う
夫
へ
の
思
い
を
導
く
。
そ
の
心
の
動
き
が
、
夫
に
配
慮
し
て
何
気
な
さ
を
装
う
「
私
」
の
心
の
働
き
と
行
動
に
は
ね
返
っ
て
い

く
の
で
あ
る
。

「
か
げ
ろ
ふ
の
日
記
」
は
自
ら
の
苦
悩
を
嘆
き
続
け
て
来
た
「
私
」
が
、
初
め
て
夫
の
側
の
苦
悩
に
気
付
き
、
そ
こ
か
ら
ひ
る
が
え
っ

て
自
己
に
思
い
を
巡
ら
す
こ
の
地
点
で
閉
じ
ら
れ
る
。
つ
ま
り
「
私
」
は
一
連
の
内
省
の
果
て
に
、
自
身
と
は
異
な
る
内
面
を
持
つ
他

者
と
し
て
夫
を
発
見
し
、
そ
の
他
者
を
鏡
に
自
己
を
捉
え
直
す
。
こ
の
夫
の
側
の
心
理
に
対
す
る
洞
察
と
、
そ
れ
が
「
私
」
自
身
の
心

と
行
動
に
は
ね
返
っ
て
く
る
作
用
は
、
錯
綜
し
た
文
章
の
形
態
と
相
即
す
る
。
す
な
わ
ち
他
称
詞
「
あ
の
方
」
に
よ
っ
て
夫
を
反
復
的

に
指
示
し
、
そ
の
夫
と
「
私
」
と
を
交
互
に
指
呼
す
る
叙
述
こ
そ
が
、「
私
」
が
特
別
な
他
者
と
自
己
に
眼
を
向
け
て
心
を
動
か
す
一

連
の
内
省
を
生
み
出
す
の
で
あ
る
。

堀
辰
雄
が
『
蜻
蛉
日
記
』
を
〈
翻
訳
〉
し
て
作
り
出
し
て
い
る
の
は
何
か
。
そ
れ
は
書
き
手
の
女
性
「
私
」
が
時
に
自
ら
の
嘆
き
の

声
を
背
後
に
響
か
せ
、
自
己
の
内
に
沈
潜
し
、
そ
し
て
特
別
な
他
者
を
見
つ
め
る
視
点
を
反
映
し
た
一
人
称
叙
述
で
あ
る
。
そ
れ
は
、



堀辰雄「かげろふの日記」論―古典の〈翻訳〉　戸塚　学

（17）376

西
洋
の
書
簡
体
文
学
の
中
に
堀
が
見
出
し
た
、
一
人
称
の
女
性
書
記
主
体
が
特
別
な
他
者
を
見
つ
め
て
記
す
叙
述
を
、
日
本
の
王
朝
女

流
日
記
の
文
章
に
依
拠
し
て
作
り
出
す
試
み
で
も
あ
っ
た
。

「
不
幸
な
恋
人
」
と
し
て
の
一
人
の
女
性
を
生
み
出
そ
う
と
す
る
時
、
そ
の
女
性
が
書
く
言
葉
か
ら
作
り
出
す
必
然
性
は
な
い
は
ず

で
あ
る
。
だ
が
堀
は
本
作
で
言
葉
の
側
か
ら
、
つ
ま
り
一
人
称
叙
述
か
ら
書
き
手
の
女
性
「
私
」
を
作
り
出
す
方
法
を
と
っ
た
。
自
己

と
他
者
に
眼
を
向
け
、
内
省
の
過
程
で
対
象
に
潜
り
込
ん
で
い
く
こ
の
叙
述
の
内
に

0

0

0

0

0

0

0

こ
そ
、
書
く
「
私
」
は
存
す
る
。
堀
辰
雄
は
「
か

げ
ろ
ふ
の
日
記
」
に
お
い
て
、古
典
の
〈
翻
訳
〉
に
よ
っ
て
一
人
称
叙
述
を
作
り
出
し
、書
く
女
性
「
私
」
を
創
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
お
わ
り
に

堀
は
エ
ッ
セ
イ
「
山
村
雑
記
」
に
お
い
て
、『
蜻
蛉
日
記
』
の
文
章
の
特
徴
に
つ
い
て
自
ら
の
印
象
を
述
べ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
『
蜻

蛉
日
記
』
の
文
章
は
「
変
に
く
ど
く
ど
し
て
ゐ
て
、
い
つ
も
お
な
じ
嘆
き
ば
か
り
繰
り
返
し
て
ゐ
る
」。
続
く
箇
所
で
堀
は
さ
ら
に
二

つ
の
対
比
的
な
概
念
を
用
い
て
『
蜻
蛉
日
記
』
の
文
章
の
特
徴
を
説
明
す
る
。

�「
蜻
蛉
日
記
」
に
於
い
て
は
、
作
者
は
そ
の
折
々
の
苛
ら
苛
ら
し
た
気
も
ち
を
そ
の
折
々
の
気
も
ち
の
ま
ま
に
構
は
ず
に
誇
張
し
、

そ
の
た
め
前
後
の
記
事
な
ど
に
少
し
辻
褄
の
合
は
な
い
事
が
あ
つ
て
も
一
向
意
に
介
さ
な
い
、
―
言
つ
て
見
れ
ば
、
こ
の
日
記

の
作
者
は
す
べ
て
を
論
理
的
秩
序

0

0

0

0

0

（logical�order

）
に
よ
つ
て
は
書
か
ず
に
、
心
理
的
秩
序

0

0

0

0

0

（psychological�order

）
に
よ

つ
て
の
み
書
い
て
ゐ
る
、

―
其
処
に
や
は
り
こ
の
日
記
独
自
の
ち
や
ん
と
し
た
統
一
が
お
の
づ
か
ら
あ
つ
て
、
そ
れ
を
も
生
か

さ
う
と
す
る
と
も
は
や
私
の
手
を
入
れ
る
余
地
な
ん
ぞ
は
何
処
に
も
な
い
位
な
の
で
す
。＊
33

『
蜻
蛉
日
記
』
で
は
「
作
者
」
の
「
折
々
の
苛
ら
苛
ら
し
た
気
も
ち
」
が
「
そ
の
折
々
の
気
も
ち
の
ま
ま
に
構
は
ず
に
誇
張
」
さ
れ
、
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時
に
「
前
後
の
記
事
な
ど
に
少
し
辻
褄
の
合
は
な
い
」
箇
所
も
見
受
け
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
『
蜻
蛉
日
記
』
の
文
章
の
特
徴
を
、堀
は
「
心0

理
的
秩
序

0

0

0

0

」に
従
っ
て
書
か
れ
て
い
る
と
評
す
る
。
作
者
の
心
の
ま
ま
に
記
さ
れ
た
文
章
の
背
後
に
、単
な
る
無
作
為
で
は
な
い「
論
理
」

と
別
種
の
「
秩
序
」
が
存
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

堀
は
こ
の
「
心
理
的
秩
序

0

0

0

0

0

」
に
よ
っ
た
書
き
方
を
、「
論
理
的
秩
序

0

0

0

0

0

」
に
よ
っ
た
書
き
方
と
対
置
し
て
い
る
。
そ
れ
ま
で
の
堀
の
小

説
は
、
人
間
の
心
理
を
超
越
的
な
位
置
か
ら
分
析
す
る
フ
ラ
ン
ス
心
理
小
説
に
範
を
と
り
、
む
し
ろ
「
論
理
的
秩
序

0

0

0

0

0

」
に
即
し
て
書
か

れ
て
い
た
。『
蜻
蛉
日
記
』
の
「
心
理
的
秩
序

0

0

0

0

0

」
に
よ
っ
た
書
き
方
は
、
従
来
の
堀
の
小
説
の
方
法
と
は
異
な
る
も
の
と
し
て
、
あ
る

い
は
そ
れ
ま
で
の
方
法
を
相
対
化
す
る
も
の
と
し
て
堀
の
前
に
現
れ
た
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
堀
は
そ
の
よ
う
に
「
心
理
的
秩
序

0

0

0

0

0

」
に
即
し
て
書
か
れ
た
『
蜻
蛉
日
記
』
の
文
章
に
、「
こ
の
日
記
独
自
の
ち
や
ん
と
し
た

統
一
」
を
見
出
す
。
そ
し
て
「
か
げ
ろ
ふ
の
日
記
」
を
書
く
際
に
、
そ
れ
を
「
生
か
さ
う
と
」
す
る
と
、「
私
の
手
を
入
れ
る
余
地
な

ん
ぞ
は
何
処
に
も
な
い
位
」
だ
っ
た
と
い
う
。
こ
の
堀
の
言
は
、
堀
が
『
蜻
蛉
日
記
』
の
意
味
と
形
態
を
な
ぞ
る
よ
う
に
写
し
取
る
古

典
の
〈
翻
訳
〉
に
よ
り
、
自
他
に
向
け
る
「
私
」
の
心
情
が
刻
ま
れ
た
叙
述
を
作
り
出
し
た
と
い
う
本
稿
の
議
論
を
、
堀
の
意
識
の
側

か
ら
裏
書
き
す
る
も
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
な
創
作
方
法
で
本
作
が
書
か
れ
た
こ
と
に
は
、
こ
の
時
期
の
堀
の
小
説
に
対
す
る
問
題
意
識
が
与
っ
て
い
た

と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
問
題
意
識
は
、
本
作
と
同
じ
く
王
朝
女
流
日
記
を
参
照
し
て
書
か
れ
た
現
代
小
説
「
物
語
の
女
」（「
文
芸
春
秋
」

昭
９
・
10
）
の
時
点
に
ま
で
遡
る
も
の
で
あ
る
＊
34
。
初
出
「
か
げ
ろ
ふ
の
日
記
」
の
冒
頭
に
は
書
簡
形
式
の
序
文
が
付
さ
れ
て
お
り
、

そ
こ
で
は
「
物
語
の
女
」
の
こ
と
が
次
の
よ
う
に
言
及
さ
れ
て
い
た
。

�

＊
＊
＊
様
（
略
）
思
ひ
切
つ
て
こ
の
手
帳
を
お
送
り
い
た
し
ま
す
。
数
年
前
に
亡
く
な
り
ま
し
た
母
が
残
し
て
行
つ
た
も
の
で
ご

ざ
い
ま
す
。（
略
）
こ
の
程
「
物
語
の
女
」
な
ど
拝
見
い
た
し
ま
す
に
つ
け
、
あ
な
た
様
な
ら
か
う
云
ふ
も
の
に
も
御
興
味
を
持
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た
れ
、
又
、
こ
の
古
い
日
記
に
托
し
て
な
り
と
、
せ
め
て
御
自
分
を
生
か
さ
う
と
な
さ
れ
た
母
の
お
気
持
も
よ
く
御
わ
か
り
下
さ

れ
る
か
と
も
思
は
れ
ま
す
の
で
、
こ
の
手
帳
を
お
送
り
す
る
決
心
を
い
た
し
ま
し
た
。（
略
）
無
名
の
女
＊
35

現
代
の
一
女
性
が
自
ら
の
半
生
を
『
蜻
蛉
日
記
』
に
託
し
て
記
し
た
手
記
が
「
か
げ
ろ
ふ
の
日
記
」
で
あ
り
、
そ
れ
は
「
物
語
の
女
」

の
作
者
「
＊
＊
＊
」
な
ら
「
興
味
」
を
持
つ
は
ず
の
も
の
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
序
文
は
現
代
と
王
朝
と
舞
台
を
異
に
す
る
二
つ

の
作
が
、
実
は
共
通
す
る
発
想
や
意
識
の
も
と
に
書
か
れ
た
こ
と
を
示
唆
す
る
。
実
際
両
作
は
、
想
い
を
寄
せ
る
男
性
に
自
ら
の
言
葉

を
届
け
ら
れ
な
か
っ
た
女
性
が
、
過
去
の
自
己
の
心
情
に
分
け
入
り
言
葉
に
し
た
手
記
と
い
う
形
式
を
共
有
し
て
い
た
。

「
物
語
の
女
」
の
時
期
の
堀
の
問
題
意
識
は
、後
年
の
堀
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
「
自
分
自
身
で
は
な
い
或
物
の
裡
に
自
分
を
置
い
て
書
」

（「
序
」、『
聖
家
族
』
新
潮
社
、
昭
14
）
く
こ
と
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。「
物
語
の
女
」
の
執
筆
当
時
、
作
中
人
物
の
作
者
か
ら
の

自
由
を
主
張
し
た
モ
ー
リ
ャ
ッ
ク
の
小
説
論
に
触
発
さ
れ
た
堀
は
、
自
ら
が
理
想
と
す
る
西
欧
風
の
客
観
小
説
の
実
現
の
た
め
に
、「
い

ま
ま
で
好
い
気
に
な
つ
て
自
分
自
身
の
物
語
、
或
ひ
は
そ
れ
に
似
た
も
の
を
ば
か
り
書
い
て
き
た
」
こ
と
を
批
判
的
に
振
り
返
っ
て
い

た
（「
小
説
の
こ
と
な
ど

―
モ
オ
リ
ア
ツ
ク
の
小
説
論
を
読
ん
で
」、「
新
潮
」
昭
９
・
７
）。
つ
ま
り
、
作
者
で
あ
る
堀
自
身
と
は
別

様
な
存
在
の
物
語
を
書
く
こ
と
が
目
指
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

過
去
の
男
性
と
の
恋
を
中
年
の
一
女
性
が
振
り
返
っ
て
手
記
に
記
す
「
物
語
の
女
」
は
、
た
し
か
に
堀
に
と
っ
て
自
ら
と
異
質
な
人

物
の
心
に
踏
み
込
み
、
そ
の
他
者
の
位
置
に
身
を
置
く
試
み
と
な
っ
た
と
言
え
よ
う
。
た
だ
し
、「
物
語
の
女
」
の
時
点
で
は
、
そ
れ

は
文
体
の
次
元
に
は
及
ん
で
い
な
か
っ
た
。「
物
語
の
女
」
は
母
か
ら
娘
に
宛
て
ら
れ
た
手
記
で
あ
り
、
依
然
フ
ラ
ン
ス
心
理
小
説
の

影
響
の
圏
内
に
あ
っ
た
。
そ
こ
で
は
過
去
の
出
来
事
や
心
理
は
書
く
「
私
」
の
視
点
か
ら
整
理
し
て
回
想
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
意
味
で

堀
は
異
質
な
他
者
の
言
葉
の
中
に
は
入
り
込
ん
で
い
な
か
っ
た
と
言
え
る
。

こ
れ
に
対
し
て
「
か
げ
ろ
ふ
の
日
記
」
の
叙
述
は
、
堀
が
親
し
ん
で
き
た
明
晰
な
心
理
分
析
か
ら
は
か
け
離
れ
た
も
の
だ
っ
た
。
書
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き
手
の
「
私
」
が
内
省
の
過
程
で
自
己
の
内
に
沈
潜
し
、
夫
を
「
私
」
の
主
観
的
な
視
線
に
染
め
上
げ
て
記
す
本
作
の
叙
述
は
、
従
来

の
堀
の
小
説
の
そ
れ
と
は
異
質
な
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
叙
述
を
創
出
す
る
た
め
に
、
王
朝
の
『
蜻
蛉
日
記
』
の
文
章
の
一
語

一
句
を
な
ぞ
る
よ
う
に
変
換
す
る
創
作
方
法
が
要
請
さ
れ
た
。
か
く
し
て
堀
は
、「
自
分
自
身
で
は
な
い
或
物
の
裡
に
自
分
を
置
」
く

こ
と
を
、
小
説
の
叙
述
に
お
い
て
実
現
し
え
た
の
で
あ
る
＊
36
。

昭
和
十
年
代
は
、
作
家
が
日
本
古
典
に
注
目
し
「
回
帰
」
し
た
時
代
だ
っ
た
。
だ
が
そ
れ
は
必
ず
し
も
伝
統
へ
の
一
面
的
遡
行
で
は

な
く
、
時
に
「
西
洋
的
な
る
知
性
を
経
て
、
日
本
的
な
も
の
の
探
求
に
帰
」
＊
37
る
動
き
だ
っ
た
。「
か
げ
ろ
ふ
の
日
記
」
に
お
け
る
古

典
の
〈
翻
訳
〉
と
い
う
堀
の
創
作
方
法
は
、
堀
の
古
典
回
帰
の
近
代
性
を
体
現
し
て
い
る
＊
38
。
す
な
わ
ち
、
初
期
創
作
に
お
い
て
西
洋

の
言
語
を
翻
訳
し
て
作
中
に
取
り
入
れ
る
こ
と
で
自
ら
の
文
体
を
更
新
し
た
堀
辰
雄
は
、
昭
和
十
年
代
に
こ
の
方
法
を
日
本
古
典
の
文

章
に
適
用
す
る
こ
と
で
、
創
作
の
上
で
新
た
な
転
回
を
遂
げ
た
の
で
あ
っ
た
。

＊
１�

菊
池
寛
「
国
文
学
の
復
興
」（「
改
造
」
昭
８
・
12
）、
杉
山
平
助
「
文
芸
時
評
」（「
新
潮
」
昭
９
・
１
）。

＊
２��「
本
叢
書
の
特
色
」（『
物
語
日
本
文
学
』
内
容
見
本
、
昭
10
）。『
物
語
日
本
文
学
』
に
つ
い
て
、
風
巻
景
次
郎
は
「
古
典
が
平
易
な
現
代
語
で
書
き
か
へ

ら
れ
た
点
で
、
最
も
通
俗
的
普
及
に
目
的
が
置
か
れ
て
ゐ
る
」
と
評
し
、
こ
の
種
の
「
通
俗
的
普
及
を
目
的
と
す
る
種
類
の
全
集
」
の
流
行
を
時
代
的
現

象
と
し
て
指
摘
し
た
（「
今
年
度
国
文
学
界
の
展
望
」、「
短
歌
研
究
」
昭
11
・
12
）。

＊
３��「
わ
が
現
代
語
訳
の
意
義
」（『
現
代
語
訳
国
文
学
全
集
』
内
容
見
本
、
昭
11
）。
非
凡
閣
は
『
新
選
大
衆
小
説
全
集
』（
昭
８-

10
）
の
刊
行
元
で
あ
り
、
収

録
作
家
の
白
井
喬
二
と
菊
池
寛
は
『
現
代
語
訳
国
文
学
全
集
』
の
訳
者
を
兼
ね
る
。

＊
４��

柴
生
田
稔
「
古
典
の
現
代
語
訳
」（「
文
学
界
」
昭
13
・
１
）。

＊
５��

吉
田
精
一
「
古
典
と
作
家
」（「
文
学
界
」
昭
13
・
３
）。

＊
６��

こ
の
時
期
以
降
、
古
典
を
現
代
に
生
か
す
方
法
や
、
現
代
に
古
典
を
読
む
こ
と
の
意
義
と
い
っ
た
、
古
典
の
現
代
化
を
め
ぐ
る
議
論
が
活
性
化
す
る
。
た
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と
え
ば
特
集
「
日
本
古
典
文
芸
と
現
代
文
芸
」（「
文
芸
懇
話
会
」
昭
11
・
５
）、「
古
典
の
現
代
的
意
義
」（「
文
学
」
昭
13
・
10
）
の
諸
論
考
を
参
照
。

＊
７��

小
島
政
二
郎
『
わ
が
古
典
鑑
賞
』（
中
央
公
論
社
、
昭
16
）
は
、『
蜻
蛉
日
記
』
が
「
一
般
世
間
の
人
の
口
に
登
る
や
う
に
な
つ
た
」
の
は
、
堀
の
「
か
げ

ろ
ふ
の
日
記
」
以
後
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。

＊
８��

舟
橋
聖
一
「
文
芸
時
評
」（「
解
釈
と
鑑
賞
」
昭
13
・
３
）。

＊
９��
風
巻
景
次
郎
「
新
風
断
想
」（「
短
歌
研
究
」
昭
15
・
11
）。
こ
の
風
巻
の
評
は
、
単
行
本
『
か
げ
ろ
ふ
の
日
記
』（
創
元
社
、
昭
14
）
所
収
の
本
文
を
対
象

と
す
る
も
の
で
あ
る
。

＊
10��

吉
田
精
一
『
現
代
文
学
と
古
典
』（
至
文
堂
、
昭
36
）。

＊
11��

大
森
郁
之
助
『
演
習
太
宰
堀
石
坂
』（
審
美
社
、
昭
44
）、
杉
野
要
吉
「
堀
辰
雄
「
か
げ
ろ
ふ
の
日
記
」
に
つ
い
て

―
歴
史
小
説
の
挫
折
」（「
国
語
と
国

文
学
」
昭
45
・
２
）。
こ
う
し
た
流
れ
に
対
し
、
作
品
自
体
の
解
釈
の
必
要
性
を
竹
内
清
己
が
主
張
し
た
が
、
そ
の
竹
内
も
原
典
へ
の
付
加
部
分
を
論
拠

に
本
作
の
女
性
像
を
論
じ
て
い
る
（『
堀
辰
雄
の
文
学
』
桜
楓
社
、
昭
59
）。

＊
12��

本
稿
で
言
う
翻
訳
は
主
に
同
一
言
語
内
に
お
け
る
翻
訳
を
指
す
。
西
洋
語
の
翻
訳
と
堀
の
創
作
と
の
関
連
に
つ
い
て
は
、「
堀
辰
雄
「
不
器
用
な
天
使
」

論

―
翻
訳
か
ら
小
説
へ
」（「
日
本
近
代
文
学
」
平
21
・
11
）
以
下
の
拙
稿
を
参
照
。

＊
13��

括
弧
内
の
漢
数
字
は
章
を
指
す
。
本
作
が
単
行
本
『
か
げ
ろ
ふ
の
日
記
』
に
収
録
さ
れ
る
際
に
、
第
七
章
は
分
割
さ
れ
八
章
仕
立
て
と
な
る
。
以
下
本
稿

の
議
論
及
び
引
用
は
、
初
出
本
文
に
拠
る
。

＊
14��『
蜻
蛉
日
記
』
本
文
は
、
当
時
の
流
布
本
文
で
あ
る
坂
徴
『
蜻
蛉
日
記
解
環
』
を
、
堀
旧
蔵
書
に
見
え
る
『
日
本
文
学
古
註
大
成
』（
国
文
名
著
刊
行
会
、

昭
９
）
に
拠
っ
て
引
用
す
る
。
こ
の
時
期
の
他
の
主
な
本
文
に
『
日
本
古
典
全
集
』（
日
本
古
典
全
集
刊
行
会
、昭
３
）、桂
宮
本
に
依
拠
し
た
喜
多
義
勇
『
蜻

蛉
日
記
講
義
』（
東
京
武
蔵
野
書
院
、
昭
12
）
が
あ
る
が
、
本
作
に
は
『
蜻
蛉
日
記
解
環
』
の
註
や
本
文
に
拠
っ
た
と
見
ら
れ
る
表
現
が
多
い
。
一
例
を

挙
げ
れ
ば
、『
日
本
古
典
全
集
』
で
「
天
下
の
人
の
品
た
り
［
○
か
カ
］
き
や
」
と
な
っ
て
い
る
箇
所
、『
蜻
蛉
日
記
解
環
』
で
は
「
品
た
か
き
を
ん
な
」

で
あ
り
、「
か
げ
ろ
ふ
の
日
記
」
の
対
応
箇
所
は
「
女
と
し
て
思
ひ
上
つ
て
ゐ
た
た
め
」
で
あ
る
。
堀
が
「
品
た
か
き
」
を
家
柄
で
な
く
性
格
の
問
題
と

解
し
た
の
は
、『
蜻
蛉
日
記
解
環
』
の
語
釈
「
門
地
に
か
ゝ
は
ら
ず
、
た
ゞ
心
ば
え
の
高
き
を
云
」
を
踏
ま
え
た
も
の
だ
ろ
う
。
な
お
、
堀
旧
蔵
『
蜻
蛉

日
記
解
環
』、『
蜻
蛉
日
記
講
義
』、『
日
本
古
典
全
集
』
は
い
ず
れ
も
書
き
込
み
が
下
巻
に
限
ら
れ
、
こ
れ
ら
は
続
篇
「
ほ
と
ゝ
ぎ
す
」
執
筆
時
に
使
用
さ

れ
た
本
と
見
ら
れ
る
。
本
作
執
筆
時
の
使
用
原
本
は
、
油
屋
火
災
で
焼
失
し
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。

＊
15��

池
田
亀
鑑
訳
『
蜻
蛉
日
記
上
』（『
物
語
日
本
文
学
』
第
八
巻
、
至
文
堂
、
昭
10
）、
与
謝
野
晶
子
訳
『
平
安
朝
女
流
日
記
』（『
現
代
語
訳
国
文
学
全
集
』

第
九
巻
、
非
凡
閣
、
昭
13
）。

＊
16�

以
下
、
引
用
文
中
の
傍
点
は
稿
者
に
よ
る
。

＊
17��

こ
れ
ら
は
書
き
手
の
女
性
性
を
示
す
「
役
割
語
」（
金
水
敏
「
役
割
語
探
求
の
提
案
」
佐
藤
喜
代
治
編
『
国
語
史
の
新
視
点
』
明
治
書
院
、
平
12
）
と
し
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て
捉
え
ら
れ
る
。
な
お
、
昭
和
初
年
代
か
ら
十
年
代
は
、
敬
語
や
丁
寧
な
言
葉
遣
い
が
「
女
こ
と
ば
」
の
特
徴
と
し
て
国
語
学
者
に
よ
り
価
値
づ
け
ら
れ

て
い
く
時
期
で
あ
っ
た
（
中
村
桃
子
『
女
こ
と
ば
と
日
本
語
』
岩
波
新
書
、
平
24
）。

＊
18��

川
口
久
雄
『
日
本
古
典
文
学
大
系
』
第
二
十
巻
（
岩
波
書
店
、
昭
32
）、
木
村
正
中
・
伊
牟
田
経
久
『
日
本
古
典
文
学
全
集
』
第
九
巻
（
小
学
館
、
昭
48
）

な
ど
。
た
だ
し
謙
遜
を
表
明
す
る
自
称
詞
と
と
る
異
見
も
あ
る
（
今
西
祐
一
郎
「『
蜻
蛉
日
記
』
序
跋
考
」、「
文
学
」
昭
62
・
10
）。

＊
19��
堀
辰
雄
記
念
文
学
館
所
蔵
の
本
作
の
自
筆
原
稿
（
松
屋
製
の
二
百
字
詰
原
稿
用
紙
百
三
十
七
枚
分
、
小
説
冒
頭
か
ら
「
六
」
半
ば
ま
で
）
に
は
、
入
稿
直

前
に
堀
が
加
え
た
ら
し
い
語
句
の
修
正
跡
が
全
篇
に
わ
た
り
見
ら
れ
る
が
、
こ
の
箇
所
は
「
私
は
信
じ
て
ゐ
た
」
と
書
か
れ
て
い
た
の
が
、
後
か
ら
「
自

分
は
信
じ
て
ゐ
た
」
と
修
正
さ
れ
て
い
る
。

＊
20��

高
木
和
子
「
平
安
散
文
に
お
け
る
「
人
」

―
非
人
称
の
叙
述
形
式
」（「
日
本
文
芸
研
究
」
平
13
・
３
）。

＊
21��

自
筆
原
稿
で
は
、
こ
の
一
文
中
の
「
自
分
で
好
ん
で
」
と
「
自
分
に
は
辛
く
て
」
の
二
箇
所
に
、
後
か
ら
「
自
分
」
が
書
き
加
え
ら
れ
て
い
る
。

＊
22��

梅
本
宣
之
は
「
五
」
の
「
私
」
の
自
己
省
察
に
「
苦
悩
し
て
い
る
自
分
を
距
離
を
置
い
て
眺
め
る
も
う
一
人
の
〈
私
〉
の
登
場
」
を
指
摘
し
、
そ
こ
に
近

代
的
な
自
己
意
識
を
見
て
と
る
が
（「「
か
げ
ろ
ふ
の
日
記
」
覚
え
書
」、「
帝
塚
山
学
院
短
期
大
学
研
究
年
報
」
平
８
・
12
）、
む
し
ろ
本
作
の
叙
述
で
特

徴
的
な
の
は
、
内
省
の
過
程
で
書
く
「
私
」
か
ら
過
去
の
自
己
へ
の
距
離
が
消
失
し
、
な
し
崩
し
に
一
体
化
し
て
い
く
点
で
あ
る
。

＊
23��

堀
初
期
の
心
理
小
説
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
堀
辰
雄
「
聖
家
族
」
論

―
文
体
と
心
理
の
相
即
」（「
国
語
と
国
文
学
」
平
28
・
10
）
を
参
照
。

＊
24��

渡
辺
実
『
平
安
朝
文
章
史
』（
ち
く
ま
学
芸
文
庫
、
平
12
）。
渡
辺
は
こ
れ
を
「
当
事
者
的
表
現
」
と
規
定
し
、「
誰
の
た
め
に
と
い
う
こ
と
な
し
に
」
書

か
れ
た
『
蜻
蛉
日
記
』
の
文
章
の
特
徴
と
捉
え
る
。

＊
25��『
佐
藤
春
夫
全
集
』
第
三
巻
（
改
造
社
、
昭
７
）
に
初
収
、『
ほ
る
と
が
る
文
』（
竹
村
書
房
、
昭
９
）
に
再
録
。
竹
村
書
房
版
の
「
解
説
」
に
よ
れ
ば
、

原
典
は
芥
川
龍
之
介
旧
蔵
の
英
訳The letters of a Portuguese nun, tr.by�Edgar�Prestage,�London,�D

.�N
utt,�1893.

で
あ
り
、
こ
の
本
は
堀
旧
蔵

書
に
見
え
る
。
堀
が
借
覧
し
た
も
の
だ
ろ
う
。
竹
村
書
房
版
も
堀
旧
蔵
書
に
見
え
、
本
文
の
引
用
は
こ
の
竹
村
書
房
版
に
拠
っ
た
。

＊
26��

近
年
、
飯
島
洋
が
「
ほ
る
と
が
る
文
」
の
女
性
像
と
本
作
の
「
私
」
と
を
比
較
し
、
本
作
の
女
性
像
は
「
ほ
る
と
が
る
文
」
の
影
響
を
受
け
つ
つ
も
そ
こ

か
ら
逸
脱
し
て
い
る
と
論
じ
た
（『
虚
構
の
生

―
堀
辰
雄
の
作
品
世
界
』
世
界
思
想
社
、
平
28
）。
こ
の
よ
う
に
従
来
は
内
容
上
の
影
響
関
係
が
議
論
さ

れ
て
き
た
が
、
本
稿
は
文
体
の
特
徴
の
近
接
と
い
う
点
か
ら
同
作
と
の
関
係
を
捉
え
直
す
。

＊
27��

た
と
え
ば
本
作
の
「
自
分
が
心
待
ち
に
し
て
ゐ
た
す
べ
て
の
事
と
今
の
自
分
と
は
何
と
云
ふ
ひ
ど
い
相
違
だ
ら
う
」（
三
）
と
い
う
一
節
は
「
ほ
る
と
が

る
文
」
の
「
わ
た
く
し
が
心
待
ち
に
致
し
て
ゐ
ま
し
た
す
べ
て
の
事
と
只
今
の
わ
た
く
し
と
は
何
と
ひ
ど
い
相
違
で
ご
ざ
い
ま
す
事
か
」（
第
三
の
文
）
を
、

「
せ
め
て
は
そ
ん
な
痛
ま
し
い
最
後
が
を
り
を
り
あ
の
方
に
自
分
の
事
を
思
ひ
出
さ
せ
、
そ
の
お
心
を
充
た
し
て
く
れ
る
か
も
知
れ
な
い
」（
五
）
は
、「
せ

め
て
は
、
悲
痛
な
最
後
が
時
折
は
あ
な
た
さ
ま
に
わ
た
く
し
を
思
は
せ
、（
略
）
あ
な
た
さ
ま
は
真
に
お
心
を
打
た
れ
て
下
さ
り
も
い
た
し
ま
せ
う
」（
第

三
の
文
）
を
取
り
入
れ
た
も
の
で
あ
る
。
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＊
28��

た
だ
し
冒
頭
一
文
の
「
お
方
さ
ま
」、「
あ
な
た
さ
ま
」
は
、原
文
でm

y�love

（
私
の
愛
）
と
あ
っ
た
の
を
、人
物
と
取
り
違
え
た
た
め
の
誤
訳
で
あ
る
（
島

田
謹
二
『
日
本
に
お
け
る
外
国
文
学
』
上
、
朝
日
新
聞
社
、
昭
50
）。
つ
ま
り
「
か
げ
ろ
ふ
の
日
記
」
に
直
接
影
響
を
与
え
て
い
る
の
は
、
佐
藤
春
夫
の

翻
訳
の
日
本
語
で
あ
る
。

＊
29��

自
筆
原
稿
で
は
、
引
用
第
二
文
「
あ
の
方
は
お
帰
り
に
」
と
第
四
文
「
あ
の
方
は
さ
も
事
も
な
げ
に
」
の
二
箇
所
で
、「
あ
の
方
」
が
後
か
ら
書
き
足
さ

れ
て
い
る
。

＊
30��『
蜻
蛉
日
記
』
で
は
、
兼
家
に
対
し
て
原
則
的
に
敬
語
が
付
さ
れ
な
い
（
柿
本
奨
「
蜻
蛉
日
記
の
敬
語
」、「
学
大
国
文
」
昭
43
・
12
、
木
村
正
中
「
蜻
蛉

日
記
の
対
兼
家
表
現
に
お
け
る
敬
語
否
定
論
」、「
玉
藻
」
昭
47
・
３
）。
な
お
、
自
筆
原
稿
で
は
、
全
体
に
堀
が
敬
語
表
現
を
念
入
り
に
修
正
し
て
い
る

こ
と
が
確
認
で
き
る
。

＊
31��

Ｖ
・
ジ
ャ
ン
ケ
レ
ヴ
ィ
ッ
チ
「
二
人
称
の
死
」（
仲
澤
紀
雄
訳
『
死
』
み
す
ず
書
房
、
昭
53
）
の
概
念
を
踏
ま
え
、
二
人
称
を
め
ぐ
る
存
在
論
を
展
開
し

た
山
本
史
華
は
、「
二
人
称
は
そ
の
記
憶
に
お
い
て
近
し
さ
を
伴
っ
て
現
象
す
る
他
者
」
で
あ
り
「
記
憶
に
お
い
て
、
不
意
打
ち
の
よ
う
に
現
れ
る
」
と

定
義
す
る
。
一
人
称
に
と
っ
て
の
二
人
称
は
「
何
処
に
い
よ
う
が
、
知
覚
対
象
が
不
在
だ
ろ
う
が
、
特
定
の
他
者
が
い
ま
こ
こ

4

4

4

4

に
現
れ
る
こ
と
」
で
あ
る

（『
無
私
と
人
称

―
二
人
称
生
成
の
倫
理
へ
』
東
北
大
学
出
版
会
、
平
18
、
傍
点
原
文
）。

＊
32��

他
称
詞
「
あ
の
方
」
は
息
子
を
指
す
「
あ
の
子
」
と
い
う
呼
称
と
対
を
な
し
、
そ
の
こ
と
で
夫
と
息
子
は
「
私
」
に
と
っ
て
そ
の
他
大
勢
の
他
者
と
は
異

な
る
存
在
と
し
て
区
別
さ
れ
る
。

＊
33�

傍
点
原
文
。

＊
34��

以
下
、
同
作
を
め
ぐ
る
議
論
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
堀
辰
雄
「
物
語
の
女
」
論

―
昼
顔
は
ど
こ
に
咲
い
て
い
る
か
」（「
国
語
と
国
文
学
」
平
20
・
12
）

を
参
照
。

＊
35��

自
筆
原
稿
全
体
に
残
る
通
し
番
号
の
訂
正
跡
と
エ
ピ
グ
ラ
フ
部
分
の
原
稿
の
貼
り
合
わ
せ
を
見
る
と
、
序
文
と
エ
ピ
グ
ラ
フ
は
後
か
ら
書
き
加
え
ら
れ
、

小
説
冒
頭
に
挿
入
さ
れ
た
と
推
定
さ
れ
る
。

＊
36��

本
作
で
指
摘
し
た
創
作
方
法
や
叙
述
の
特
徴
は
、続
篇
「
ほ
と
ゝ
ぎ
す
」
で
は
既
に
変
化
し
て
い
る
。
原
文
の
逐
語
的
な
変
換
や
自
称
詞
「
自
分
」
の
頻
出
、

長
文
や
執
拗
な
敬
語
の
使
用
は
影
を
潜
め
、
夫
は
「
殿
」、
息
子
は
「
道
綱
」
と
記
さ
れ
る
。
こ
れ
に
合
わ
せ
る
形
で
単
行
本
『
か
げ
ろ
ふ
の
日
記
』
収

録
時
、「
か
げ
ろ
ふ
の
日
記
」
の
「
あ
の
子
」
も
「
道
綱
」
に
改
め
ら
れ
て
い
る
。「
ほ
と
ゝ
ぎ
す
」
執
筆
時
の
堀
の
問
題
意
識
は
、
本
作
と
は
別
の
視
点

か
ら
考
察
す
る
必
要
が
あ
る
。

＊
37�

萩
原
朔
太
郎
「
日
本
へ
の
回
帰
」（「
い
の
ち
」
昭
12
・
12
）。

＊
38��

杉
野
要
吉
前
掲
論
の
よ
う
に
堀
の
王
朝
物
を
同
時
代
の
「
日
本
回
帰
」
と
同
一
視
す
る
こ
と
や
、
逆
に
「
外
的
な
状
況
と
は
、
ほ
と
ん
ど
無
関
係
」（
谷

田
昌
平
「
堀
辰
雄
と
古
典

―
『
か
げ
ろ
ふ
の
日
記
』
を
中
心
に
」、「
国
文
学
」
昭
36
・
３
）
と
断
ず
る
こ
と
は
、
こ
う
し
た
堀
の
古
典
回
帰
の
様
相
を
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見
誤
ら
せ
る
。
堀
の
古
典
回
帰
は
、
初
期
以
来
の
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
一
側
面
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
。

＊�
堀
辰
雄
の
作
品
の
引
用
は
初
出
に
拠
り
、
旧
字
体
は
適
宜
通
用
字
体
に
直
し
、
ル
ビ
は
適
宜
省
略
し
た
。
明
ら
か
な
誤
字
・
脱
字
は
修
正
し
た
。

＊�
本
稿
は
、
稿
者
の
博
士
論
文
『
堀
辰
雄
研
究

―
翻
訳
か
ら
創
作
へ
』
第
六
章
「「
か
げ
ろ
ふ
の
日
記
」
論

―
古
典
の
翻
訳
」
を
全
面
的
に
改
稿
し
た
も
の

で
あ
る
。
同
章
は
、
芸
術
至
上
主
義
文
芸
学
会
第
二
一
九
回
例
会
（
平
成
二
十
二
年
一
月
）
に
お
け
る
口
頭
発
表
に
基
づ
く
。
会
場
で
貴
重
な
ご
意
見
を
頂

い
た
方
々
に
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。
ま
た
、
資
料
閲
覧
に
際
し
格
別
の
ご
配
慮
を
賜
っ
た
堀
辰
雄
記
念
文
学
館
に
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

＊�

本
稿
は
、JSPS
科
研
費
【16K

16772

】
の
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。


