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空
し
さ
な
の
で
あ
る
。
求
め
る
対
象
の
不
在
を
し
め
や
か
に
嘆
く
消
極

性
に
対
し
て
、む
し
ろ
こ
れ
を
激
し
く
志
向
す
る
積
極
性
を
示
す
の
が
、

愛
情
を
意
味
す
る
「
か
な
し
」
の
場
合
で
あ
る
。

つ
ま
り
阪
倉
は
、「
求
め
る
対
象
の
不
在
」
と
い
う
こ
と
を
「
か
な
し
」

の
根
本
の
意
義
と
し
て
見
な
が
ら
、
そ
の
対
象
へ
の
態
度
に
よ
っ
て
二
義

を
区
別
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
阪
倉
は
「
消
極
性
」
の
方
を
「
悲
哀
の
情

の
か
な
し
」、「
積
極
性
」
の
方
を
「
愛
情
の
か
な
し
」
と
呼
ん
で
い
る
た

め
、
本
稿
で
も
こ
れ
に
則
っ
て
同
じ
表
現
を
用
い
る
こ
と
と
す
る
。

　

し
か
し
、
阪
倉
も
自
身
の
論
文
で
引
用
し
て
い
る
が
次
の
よ
う
な
用
例

も
『
万
葉
集
』
に
は
見
ら
れ
る
。

う
ち
ひ
さ
す
宮
に
行
く
児
を
ま
か
な
し
み
留
む
れ
ば
苦
し
や
れ
ば
す

べ
な
し
（
五
三
二
）

こ
の
歌
に
お
け
る
「
か
な
し
」
は
消
極
性
、
積
極
性
の
両
方
の
面
を
確
認

す
る
こ
と
が
で
き
る
。「
悲
哀
」
ま
た
は
「
愛
情
」
に
完
全
に
区
別
で
き

る
用
例
が
多
い
も
の
の
、
阪
倉
の
主
張
の
通
り
「
求
め
る
対
象
の
不
在
」

は
じ
め
に

　

古
語
「
か
な
し
」
に
は
大
き
く
分
け
て
二
つ
の
意
味
が
あ
る
と
さ
れ
て

い
る
。
壽
岳
章
子
（
一
九
五
二
）
は
そ
の
二
義
を
「
一
つ
は
哀
切
、
一
つ

は
恋
愛
情
緒
」
と
分
け
な
が
ら
も
、「
出
発
と
な
る
情
意
は
、
胸
に
迫
る

切
な
い
生
理
的
な
も
の
」
だ
と
い
う
点
で
、「
ふ
る
さ
と
を
一
に
す
る
」

と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
松
浦
照
子
（
一
九
七
八
）
は
二
つ
の
用
例
を
挙
げ
、

「
泣
く
」
に
帰
結
す
る
方
と
、「
撫
で
か
し
づ
く
」
と
同
様
の
意
味
を
有
す

る
方
で
分
け
、
陰
性
と
陽
性
の
二
面
を
認
め
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
「
か

な
し
」
に
二
つ
の
意
味
が
あ
る
こ
と
を
主
張
す
る
先
行
論
は
多
い
が
、
阪

倉
篤
義
（
一
九
七
八
）
は
『
万
葉
集
』
に
お
け
る
「
か
な
し
」
の
用
例
を

分
析
し
、
そ
れ
を
次
の
よ
う
に
表
現
し
て
い
る
。

「
か
な
し
」
と
い
う
語
の
中
心
的
な
意
味
を
な
す
の
は
、
要
す
る
に
、

求
め
る
も
の
の
不
在
に
よ
っ
て
感
じ
る
、満
た
さ
れ
ぬ
淋
し
さ
で
あ
り
、

古
語
「
か
な
し
」
に
つ
い
て
の
考
察

滝　

口　

美　

穂



三
〇

（
万
葉
集
・
東
歌
相
模
国
歌
・
巻
十
四
・
三
三
七
二
）

３　

筑
波
嶺
に
雪
か
も
降
ら
る
否
を
か
も
か
な
し
き
（
加
奈
思
吉
）
兒
ろ

が
布
乾
さ
る
か
も

（
万
葉
集
・
東
歌
常
陸
国
歌
・
巻
十
四
・
三
三
五
一
）

●
悲
哀
の
「
か
な
し
」

４　

三
度
挙
り
た
ま
ひ
し
か
ど
も
、
か
な
し
き
（
哀
）
情
に
忍
び
ず
、
頸

を
刺
す
こ
と
能
は
ず
て
、
…
…
（
古
事
記
・
中
巻
）

５　

常
世
へ
に
雲
立
ち
わ
た
る
玉
匣
は
つ
か
に
あ
け
し
我
ぞ
か
な
し
き

（
加
奈
志
企
）　
（
風
土
記
歌
謡
）

６　

春
の
野
に
霞
た
な
び
き
う
ら
が
な
し
（
悲
）
こ
の
夕
影
に
う
ぐ
ひ
す

鳴
く
も
（
万
葉
集
・
巻
十
九
・
四
二
九
〇
）

　

右
に
示
し
た
用
例
の
う
ち
、
１
〜
３
は
愛
情
の
「
か
な
し
」、
４
〜
６

は
悲
哀
の「
か
な
し
」を
表
し
て
い
る
と
判
断
で
き
る
。
例
え
ば
、用
例
４
、

６
の
よ
う
な
表
記
が
あ
て
ら
れ
て
い
る
「
か
な
し
」
は
悲
哀
の
方
に
し
か

見
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
よ
っ
て
、『
万
葉
集
』
以
外
の
上
代
の
作
品
に

お
い
て
も
、「
か
な
し
」
の
二
義
に
は
表
記
の
区
別
が
見
ら
れ
る
と
わ
か
っ

た
。
た
だ
し
、
阪
倉
は
愛
情
の
意
味
で
使
わ
れ
る
「
か
な
し
」
は
東
歌
や

防
人
歌
に
の
み
見
ら
れ
る
と
も
指
摘
し
て
い
る
。
つ
ま
り
愛
情
の
「
か
な

し
」
は
使
用
さ
れ
る
地
域
が
限
定
さ
れ
る
方
言
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に

な
る
。
方
言
で
あ
れ
ば
、
愛
情
、
悲
哀
そ
れ
ぞ
れ
を
同
様
に
扱
う
べ
き
で

と
い
う
根
本
の
意
義
は
同
じ
で
あ
る
た
め
、
こ
の
よ
う
に
意
義
が
区
別
し

が
た
い
用
例
が
見
ら
れ
る
こ
と
は
不
思
議
で
は
な
い
（
注
１
）。

　
「
悲
哀
」「
愛
情
」
の
二
義
が
あ
る
こ
と
は
確
認
で
き
た
が
、
阪
倉
は
さ

ら
に
表
記
の
違
い
を
指
摘
し
て
い
る
。『
万
葉
集
』
に
お
け
る
「
か
な
し
」

の
表
記
に
お
い
て
、
愛
情
の
「
か
な
し
」
は
仮
名
書
き
さ
れ
て
い
る
も
の

し
か
な
い
の
に
対
し
、
悲
哀
の
情
を
表
す
「
か
な
し
」
は
仮
名
書
き
さ
れ

て
い
る
も
の
だ
け
で
な
く
、「
悲
・
哀
・
憐
」
な
ど
の
字
が
あ
て
ら
れ
て

い
る
も
の
が
存
在
す
る
。「
悲
・
哀
・
憐
」
と
い
っ
た
表
記
は
、
愛
情
の

方
に
は
一
切
見
ら
れ
な
い
た
め
、
阪
倉
は
「
両
義
の
間
に
、
あ
る
区
別
を

お
こ
う
と
す
る
意
識
」
が
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
阪
倉
は
『
万

葉
集
』
に
絞
っ
て
考
察
し
て
い
る
が
、『
万
葉
集
』
以
外
に
、『
古
事
記
』『
日

本
書
紀
』『
日
本
書
紀
歌
謡
』『
風
土
記
歌
謡
』『
続
日
本
書
紀
歌
謡
』
な

ど
他
の
上
代
作
品
も
含
め
検
索
し
た
の
で
、
そ
の
用
例
の
一
部
を
引
用
す

る
（
注
２
）。

●
愛
情
の
「
か
な
し
」

１　

多
摩
川
に
さ
ら
す
手
作
り
さ
ら
さ
ら
に
な
に
そ
こ
の
娘
の
こ
こ
だ
か

な
し
き
（
可
奈
之
伎
）　　

（
万
葉
集
・
東
歌
武
蔵
国
歌
・
巻
十
四
・
三
三
七
三
）

２　

相
模
路
の
よ
ろ
ぎ
の
浜
の
真
砂
な
す
児
ら
は
か
な
し
く（
可
奈
之
久
）

思
は
る
る
も　



三
一

（
徒
然
草
上
・
第
十
三
段
）

１
０　

ほ
ど
経
る
ま
ま
に
、せ
む
方
な
う
か
な
し
う
思
さ
る
る
に
、御
方
々

の
御
宿
直
な
ど
も
、
絶
え
て
し
た
ま
は
ず
、
た
だ
涙
に
ひ
ち
て
明
か
し

暮
ら
さ
せ
た
ま
へ
ば
…
…
（
源
氏
物
語
・
桐
壺
）

●
愛
情
の
「
か
な
し
」

１
１　

今
は
と
見
え
し
ま
で
い
と
あ
は
れ
と
思
ひ
て
う
し
ろ
め
た
げ
に
の

た
ま
ひ
し
を
、
と
思
し
出
で
つ
つ
、
こ
の
君
を
し
も
い
と
か
な
し
う
し

た
て
ま
つ
り
た
ま
ふ
。（
源
氏
物
語
・
橋
姫
）

１
２　

よ
き
人
の
御
こ
と
は
さ
ら
な
り
、
下
衆
な
ど
の
ほ
ど
に
も
、
親
な

ど
の
か
な
し
う
す
る
子
は
、
目
た
て
耳
た
て
ら
れ
て
、
い
た
は
し
う
こ

そ
お
ぼ
ゆ
れ
。　

（
枕
草
子
・
２
４
９
段　

世
の
中
に
あ
ほ
い
と
心
憂
き
も
の
は
）

１
３　
「
…
父
母
に
も
あ
ひ
見
ず
、
か
な
し
き
妻
子
の
顔
も
見
で
死
ぬ
べ

き
こ
と
」
と
嘆
く
。（
源
氏
物
語
・
明
石
）

１
４　

宮
は
い
み
じ
う
う
つ
く
し
う
大
人
び
た
ま
ひ
て
、
め
づ
ら
し
う
う

れ
し
と
思
し
て
睦
れ
き
こ
え
た
ま
ふ
を
、
か
な
し
と
見
た
て
ま
つ
り
た

ま
ふ
に
も
、思
し
立
つ
筋
は
い
と
難
け
れ
ど
、…
…
（
源
氏
物
語
・
賢
木
）

右
に
示
し
た
用
例
の
と
お
り
、
中
古
、
中
世
に
も
「
か
な
し
」
に
は
悲
哀

と
愛
情
の
二
義
が
存
在
す
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
は

上
代
と
変
わ
り
な
い
。
だ
が
、
こ
こ
で
愛
情
の
「
か
な
し
」
に
お
け
る
、

は
な
い
こ
と
に
な
る
が
、
今
回
は
そ
こ
ま
で
掘
り
下
げ
る
こ
と
が
で
き
な

か
っ
た
た
め
、
扱
わ
な
い
こ
と
と
す
る
。

一
、
中
古
、
中
世
の
用
例
分
析

　

上
代
の
「
か
な
し
」
に
は
、
悲
哀
と
愛
情
の
二
義
が
見
ら
れ
、
そ
の
二

義
は
表
記
の
違
い
に
よ
っ
て
区
別
の
意
識
が
見
ら
れ
る
こ
と
を
確
認
し

た
。
中
古
、
中
世
に
お
い
て
も
「
か
な
し
」
に
は
二
義
存
在
す
る
と
考
え

ら
れ
る
が
、
中
古
以
降
の
作
品
は
仮
名
書
き
さ
れ
た
も
の
が
一
般
に
な
る

た
め
、「
表
記
の
区
別
」
と
い
う
観
点
は
な
く
な
る
は
ず
で
あ
る
。
で
は

中
古
、
中
世
に
お
け
る
「
か
な
し
」
の
二
義
に
は
ど
の
よ
う
な
区
別
が
見

ら
れ
る
の
か
を
次
に
確
認
す
る
。（
注
３
）

●
悲
哀
の
「
か
な
し
」

７　

男
、「
都
へ
い
な
む
」
と
い
ふ
。
こ
の
女
、
い
と
か
な
し
う
て
、
馬

の
は
な
む
け
を
だ
に
せ
む
と
て
、
お
き
の
ゐ
で
都
島
と
い
ふ
所
に
て
、

酒
飲
ま
せ
て
よ
め
る
。（
伊
勢
物
語
・
百
十
五
段
）

８　

其
の
結
縁
の
功
徳
に
よ
り
て
、
忽
ち
に
罪
を
滅
ぼ
し
て
、
命
延
び
に

け
り
」
と
思
ふ
に
、
哀
れ
に
か
な
し
く
て
、
…
…

（
今
昔
物
語
・
巻
二
四
−
二
二
）

９　

人
の
な
き
あ
と
ば
か
り
か
な
し
き
は
な
し
。



三
二

割
合
を
計
算
す
る
と
、「
か
な
し
く
す
」
と
い
う
形
は
五
一
％
の
割
合
を

占
め
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。「
か
な
し
く
す
」
と
い
う
形
は
、
分
解
し
て

考
え
る
と
、「
か
な
し
」
が
サ
変
動
詞
「
す
」
を
修
飾
し
て
い
る
形
だ
と

考
え
ら
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
形
容
詞
が
動
詞
を
修
飾
す
る
こ
と
自
体
は
不
自

然
な
現
象
で
は
な
い
。
し
か
し
、
用
例
中
の
約
半
数
が
、
こ
の
よ
う
に
動

詞
を
修
飾
し
た
形
で
あ
り
、
さ
ら
に
そ
の
修
飾
さ
れ
る
動
詞
も
ほ
と
ん
ど

が
「
す
」
で
あ
る
こ
と
は
少
し
不
自
然
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
し
か
も
、

こ
の
「
か
な
し
く
す
」
と
い
う
形
は
上
代
で
は
一
例
も
見
ら
れ
な
か
っ
た

形
で
あ
る
。
中
古
に
な
っ
て
い
き
な
り
、
愛
情
の
「
か
な
し
」
に
だ
け
約

半
数
も
の
割
合
で
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
か
ら
考
え
る
と
、
愛
情

の
「
か
な
し
」
の
現
れ
方
に
偏
り
が
あ
る
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。

　

先
ほ
ど
、
愛
情
の
「
か
な
し
」
に
し
か
見
ら
れ
な
い
「
か
な
し
く
す
」

と
い
う
形
を
紹
介
し
た
。
一
方
、
悲
哀
の
「
か
な
し
」
に
し
か
見
ら
れ
な

い
形
も
存
在
す
る
。

１
５　

大
臣
ぞ
や
が
て
渡
り
た
ま
へ
る
。
い
と
た
へ
が
た
げ
に
思
し
て
、

御
袖
も
ひ
き
放
ち
た
ま
は
ず
。
見
た
て
ま
つ
る
人
々
も
い
と
か
な
し
。

　
（
源
氏
物
語
・
葵
）

１
６　

こ
た
み
は
、
い
と
安
ら
か
に
て
あ
さ
ま
し
き
ま
で
く
つ
ろ
か
に
乗

ら
れ
た
る
に
も
、
道
す
が
ら
い
み
じ
う
か
な
し
。
下
り
て
み
る
に
も
、

用
例
１
１
、１
２
に
注
目
し
た
い
。
ま
ず
、
そ
れ
ぞ
れ
「
か
な
し
」
の
対

象
と
し
て
い
る
も
の
を
確
認
す
る
と
、
用
例
１
１
は
「
こ
の
君
」、
用
例

１
２
は
「
子
」
を
対
象
と
し
て
い
る
。
い
ず
れ
も
子
ど
も
や
女
房
な
ど
、

庇
護
に
値
す
る
も
の
を
対
象
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
愛
情
の
「
か
な
し
」

と
判
断
し
た
が
、
こ
の
二
例
に
お
い
て
「
か
な
し
」
は
「
か
な
し
く
す
」

と
い
う
形
で
文
に
現
れ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
く
。
一
部
の
辞
書
で
も
次
の

よ
う
な
記
述
を
す
る
も
の
が
あ
る
。

　

●
古
語
大
辞
典
（
一
九
八
三
）

「
か
な
し
く
す
」
…
い
と
お
し
い
と
思
う
。
か
わ
い
が
る
。

　

●
岩
波
古
語
辞
典
補
訂
版
（
一
九
九
〇
）

「
か
な
し
う
す
」
…
何
を
し
て
も
足
り
な
い
ほ
ど
か
わ
い
が
る
。

こ
こ
に
立
項
さ
れ
て
い
る
「
か
な
し
く
す
」
に
は
、
通
説
の
二
義
の
う
ち

「
愛
情
」
の
意
味
し
か
記
さ
れ
て
い
な
い
。
つ
ま
り
、「
か
な
し
く
す
」
と

い
う
形
が
用
例
上
、
愛
情
の
方
に
限
定
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
で

は
、
中
古
以
降
愛
情
の
「
か
な
し
」
に
は
新
た
な
形
が
出
現
し
た
と
い
う

こ
と
な
の
か
。

　

今
回
収
集
し
た
全
三
八
一
例
を
悲
哀
と
愛
情
に
分
類
す
る
と
、
悲
哀
が

三
二
六
例
、愛
情
が
五
五
例
と
い
う
結
果
と
な
っ
た
。
愛
情
の
「
か
な
し
」

は
全
体
の
約
十
四
％
と
、
割
合
と
し
て
は
少
な
い
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
さ

ら
に
そ
の
愛
情
の
「
か
な
し
」
に
お
い
て
、
文
に
現
れ
る
形
で
区
別
し
て



三
三

で
終
止
す
る
わ
け
で
は
な
く
、
動
詞
「
す
」
を
修
飾
し
た
形
に
な
っ
て
い

る
。
愛
情
の
「
か
な
し
」
に
お
い
て
、「
か
な
し
く
す
」
と
い
う
形
が
固

定
化
し
て
き
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

　

た
だ
し
、
こ
の
よ
う
な
例
は
愛
情
の
「
か
な
し
」
の
う
ち
約
半
数
と
い

う
こ
と
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、「
か
な
し
く
す
」
で
全
て
統
一
さ
れ
た

わ
け
で
は
な
い
。

１
３　
「
…
父
母
に
も
あ
ひ
見
ず
、
か
な
し
き
妻
子
の
顔
も
見
で
死
ぬ
べ

き
こ
と
」
と
嘆
く
。（
源
氏
物
語
・
明
石
）

２
０　

豊
後
介
、
あ
は
れ
に
な
つ
か
し
う
う
た
ひ
す
さ
び
て
、「
い
と
か

な
し
き
妻
子
も
忘
れ
ぬ
」
と
て
、
…
…
（
源
氏
物
語
・
玉
鬘
）

右
の
用
例
中
の
「
か
な
し
」
は
い
ず
れ
も
「
妻
子
」
を
修
飾
し
て
お
り
、

愛
情
の
「
か
な
し
」
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
こ
れ
は
も
ち
ろ
ん
連

体
形
と
し
て
、
あ
っ
て
当
然
の
形
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
に
も
併
行
し

て
「
か
な
し
う
す
」
が
連
体
修
飾
す
る
例
が
見
ら
れ
る
。

１
２　

よ
き
人
の
御
こ
と
は
さ
ら
な
り
、
下
衆
な
ど
の
ほ
ど
に
も
、
親
な

ど
の
か
な
し
う
す
る
子
は
、
目
た
て
耳
た
て
ら
れ
て
、
い
た
は
し
う
こ

そ
お
ぼ
ゆ
れ
。　

（
枕
草
子
・
２
４
９
段　

世
の
中
に
あ
ほ
い
と
心
憂
き
も
の
は
）

こ
こ
で
、
上
代
に
お
け
る
体
言
の
修
飾
を
確
認
す
る
。

●
愛
情
「
か
な
し
き
」

さ
ら
に
物
も
お
ぼ
え
ず
か
な
し
。

（
蜻
蛉
日
記
・
康
保
元
年
七
月
）

１
７　

あ
や
ま
り
て
、
そ
の
人
の
子
孫
の
末
々
に
い
た
る
ま
で
、
我
、
守

り
と
な
ら
ん
。
た
だ
と
く
と
く
、
こ
の
度
の
我
が
命
を
乞
ひ
受
け
よ
。

い
と
か
な
し
。
我
を
助
け
よ
。」

（
宇
治
拾
遺
物
語
・
巻
十
−
六
）

右
の
よ
う
に
「
か
な
し
。」
で
終
止
す
る
形
は
形
容
詞
に
ご
く
一
般
的
な

使
用
形
で
あ
る
。
だ
が
、
こ
の
形
は
悲
哀
の
「
か
な
し
」
に
し
か
見
る
こ

と
が
で
き
な
い
。
逆
に
考
え
る
と
、
愛
情
の
「
か
な
し
」
は
「
か
な
し
。」

で
終
止
す
る
形
を
持
た
な
い
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
、
形
容
詞
に
は
通
常

見
ら
れ
な
い
不
自
然
な
現
象
で
あ
る
。
で
は
愛
情
の
「
か
な
し
」
は
一
切

文
末
に
く
る
こ
と
が
な
い
か
と
い
う
と
そ
う
で
は
な
い
。

１
８　

今
は
と
見
え
し
ま
で
い
と
あ
は
れ
と
思
ひ
て
う
し
ろ
め
た
げ
に
の

た
ま
ひ
し
を
、
と
思
し
出
で
つ
つ
、
こ
の
君
を
し
も
い
と
か
な
し
う
し

た
て
ま
つ
り
た
ま
ふ
。（
源
氏
物
語
・
橋
姫
）

１
９　

女
一
人
よ
り
外
に
、
ま
た
子
も
な
か
り
け
れ
ば
、
こ
の
女
を
ぞ
ま

た
な
き
も
の
に
か
な
し
く
し
け
る
。

（
宇
治
拾
遺
物
語
・
巻
九
−
三
）

助
動
詞
類
は
伴
っ
て
い
る
も
の
の
、用
例
１
８
、１
９
は
愛
情
の「
か
な
し
」

が
文
末
で
使
わ
れ
て
い
る
例
で
あ
る
。
た
だ
し
、「
か
な
し
」
そ
れ
自
体
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な
れ
ば
ぞ
か
し
と
あ
は
れ
な
り
。

（
枕
草
子
・
２
４
９
段　

世
の
中
に
あ
ほ
い
と
心
憂
き
も
の
は
）

２
１　

風
吹
け
ば
沖
つ
し
ら
浪
た
つ
た
山
よ
は
に
や
君
が
ひ
と
り
こ
ゆ
ら

む
と
よ
み
け
る
を
き
き
て
、
か
ぎ
り
な
く
か
な
し
と
思
ひ
て
、
河
内
へ

も
い
か
ず
な
り
に
け
り
。（
伊
勢
物
語
・
二
十
三
段
）

●
悲
哀
の
「
か
な
し
」

２
２　

大
願
を
立
つ
れ
ど
、
遥
か
な
る
世
界
に
て
、
風
の
音
に
手
も
え
聞

き
伝
へ
た
て
ま
つ
ら
ぬ
を
、
い
み
じ
く
か
な
し
と
思
ふ
に
、
老
の
身
の

残
り
と
ど
ま
り
た
る
も
い
と
心
憂
け
れ
ど
、
…
…
（
源
氏
物
語
・
玉
鬘
）

２
３　

わ
り
な
く
、
身
心
憂
く
、
人
つ
ら
く
、
か
な
し
く
お
ぼ
ゆ
る
日
あ

り
。（
蜻
蛉
日
記
・
安
和
二
年
八
月
）

右
の
用
例
は
主
に
「
か
な
し
と
思
ふ
」
と
い
う
形
で
現
れ
て
い
る
用
例
で

あ
る
。
用
例
２
０
、２
１
が
愛
情
、
２
２
、２
３
が
悲
哀
の
「
か
な
し
」
で

あ
る
。「
か
な
し
と
思
ふ
」
と
い
う
形
は
、
愛
情
、
悲
哀
ど
ち
ら
で
も
見

ら
れ
る
形
で
あ
り
、
上
代
で
も
見
ら
れ
る
用
例
で
あ
る
。

他
に
も
「
か
な
し
く
思
ふ
」、「
か
な
し
く
お
ぼ
ゆ
」「
か
な
し
く
見
る
」「
か

な
し
く
聞
く
」
な
ど
と
い
っ
た
表
現
も
存
在
す
る
が
、「
か
な
し
と
思
ふ
」

と
表
す
内
容
が
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
た
め
、
全
て
同
類
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ

う
。
次
に
挙
げ
る
用
例
２
４
、２
５
が
そ
の
一
部
で
あ
る
。

２
４　
「
か
か
る
音
を
弾
か
む
」
と
の
た
ま
は
す
。
こ
の
浜
つ
風
の
荒
き

３　

筑
波
嶺
に
雪
か
も
降
ら
る
否
を
か
も
か
な
し
き
（
加
奈
思
吉
）
兒
ろ

が
布
乾
さ
る
か
も

（
万
葉
集
・
東
歌
常
陸
国
歌
・
巻
十
四
・
三
三
五
一
）

●
悲
哀
「
か
な
し
き
」

４　

三
度
挙
り
た
ま
ひ
し
か
ど
も
、
か
な
し
き
（
哀
）
情
に
忍
び
ず
、
頸

を
刺
す
こ
と
能
は
ず
て
…
…
（
古
事
記
・
中
巻
）

「
か
な
し
き
」
と
い
う
形
は
上
代
か
ら
存
在
し
た
も
の
で
あ
る
。
上
代
で

は
右
の
よ
う
に
、
愛
情
も
悲
哀
も
体
言
を
修
飾
す
る
と
き
は
同
じ
よ
う
に

「
か
な
し
き
」
と
い
う
形
を
も
っ
て
修
飾
し
て
い
た
。
し
か
し
中
古
に
な

る
と
、「
か
な
し
き
」
と
い
う
連
体
形
も
有
し
な
が
ら
、
愛
情
の
「
か
な

し
」
に
の
み
、「
か
な
し
う
す
る
」
と
い
う
形
も
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ

て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
だ
が
全
用
例
中
、愛
情
の
意
味
で
「
か
な
し
き
」

が
用
い
ら
れ
て
い
る
も
の
は
、
一
％
に
満
た
な
か
っ
た
。
以
上
よ
り
連
体

に
お
い
て
も
、「
か
な
し
う
す
る
」
の
方
が
愛
情
に
お
い
て
は
主
流
で
、「
か

な
し
き
」
は
存
在
す
る
け
れ
ど
も
、
上
代
に
比
べ
る
と
見
ら
れ
る
数
が
少

な
く
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

ま
た
、
次
に
挙
げ
る
用
例
の
よ
う
な
「
か
な
し
」
の
使
わ
れ
方
も
、「
か

な
し
く
す
」
以
外
に
見
ら
れ
る
使
わ
れ
方
で
あ
る
。

●
愛
情
の
「
か
な
し
」

２
０　

こ
と
な
る
事
な
き
は
ま
た
、
こ
れ
を
か
な
し
と
思
ふ
ら
む
は
、
親
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※
表
一

中
古

意
味

愛
情

悲
哀

現れ方

文
終
止

か
な
し
く
す

か
な
し
。

連
体

か
な
し
う
す
る
（
か
な
し
き
）

か
な
し
き

―
―

か
な
し
と
思
ふ

　

こ
こ
で
、「
か
な
し
く
す
」
に
も
う
一
度
話
を
戻
す
。「
か
な
し
く
す
」

は
先
述
し
た
通
り
上
代
に
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
形
で
あ
る
。
だ
が
、
中
古

以
降
よ
く
見
ら
れ
る
形
と
な
り
、
逆
に
「
か
な
し
」
そ
れ
自
体
で
の
終
止

形
や
連
体
形
な
ど
、
形
容
詞
に
あ
っ
て
当
然
の
形
が
あ
ま
り
見
ら
れ
な
く

な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、「
か
な
し
く
す
」が
現
れ
る
用
例
を
見
て
み
る
と
、

１
１
、２
６
の
よ
う
に
「
か
な
し
く
す
」
の
対
象
と
な
る
も
の
を
、
格
助

詞
「
を
」
を
用
い
て
明
示
し
て
あ
る
の
が
分
か
る
。

１
１　

今
は
と
見
え
し
ま
で
い
と
あ
は
れ
と
思
ひ
て
う
し
ろ
め
た
げ
に
の

た
ま
ひ
し
を
、
と
思
し
出
で
つ
つ
、
こ
の
君
を
し
も
い
と
か
な
し
う
し

た
て
ま
つ
り
た
ま
ふ
。（
源
氏
物
語
・
橋
姫
）

２
６　

女
一
人
よ
り
外
に
、
ま
た
子
も
な
か
り
け
れ
ば
、
こ
の
女
を
ぞ
ま

た
な
き
も
の
に
か
な
し
く
し
け
る
。

音
に
、
い
と
か
し
こ
く
合
は
せ
て
弾
き
た
ま
へ
る
を
、
大
将
か
な
し
う

聞
き
お
は
す
。（
宇
津
保
物
語
・
楼
の
上
・
下
）

２
５　

宮
は
い
み
じ
う
う
つ
く
し
う
大
人
び
た
ま
ひ
て
、
め
づ
ら
し
う
う

れ
し
と
思
し
て
睦
れ
き
こ
え
た
ま
ふ
を
、
か
な
し
と
見
た
て
ま
つ
り
た

ま
ふ
に
も
、思
し
立
つ
筋
は
い
と
難
け
れ
ど
、…
…
（
源
氏
物
語
・
賢
木
）

愛
情
の
意
味
で
使
わ
れ
て
い
る
「
か
な
し
と
思
ふ
」
は
、
愛
情
の
「
か
な

し
」
全
三
八
一
例
中
十
例
見
ら
れ
、
割
合
に
し
て
二
六
％
を
占
め
る
こ
と

に
な
る
。
先
述
し
た
「
か
な
し
く
す
」
が
約
半
数
占
め
て
い
た
の
に
比
べ

る
と
、「
か
な
し
と
思
ふ
」
は
少
な
い
。
だ
が
、
無
視
で
き
る
ほ
ど
少
数

と
は
言
え
な
い
か
も
し
れ
な
い
。「
か
な
し
と
思
ふ
」
の
よ
う
な
形
も
「
か

な
し
く
す
」
に
つ
い
で
多
く
見
ら
れ
た
の
は
、「
か
な
し
」
が
そ
も
そ
も

情
意
を
表
す
語
で
あ
る
こ
と
に
起
因
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
や
は
り
、
愛

情
の
「
か
な
し
」
は
「
か
な
し
く
す
」
に
完
全
に
一
元
化
さ
れ
た
と
い
う

わ
け
で
は
な
く
、
情
意
を
表
す
形
容
詞
と
し
て
の
「
か
な
し
き
」
や
「
か

な
し
と
思
ふ
」
と
い
っ
た
形
と
並
存
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
以
上
の

内
容
を
右
の
表
一
に
ま
と
め
て
い
る
。
な
お
、「
連
体
」
の
う
ち
「
愛
情
」

の
方
で
「（
か
な
し
き
）」
と
括
弧
書
き
で
表
記
し
て
い
る
の
は
、「
か
な

し
き
」
と
い
う
形
が
存
在
し
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
、
見
ら
れ
る
数
が
少

な
い
こ
と
を
示
す
た
め
で
あ
る
。
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し
の
ぐ
ほ
ど
に
、
動
詞
的
振
る
舞
い
を
し
て
い
る
「
か
な
し
く
す
」
と
い

う
形
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

二
、
動
詞
形
と
の
関
連

　
「
か
な
し
く
す
」
が
動
詞
化
し
て
い
る
と
す
る
と
、「
か
な
し
む
」「
か

な
し
ぶ
」
な
ど
上
代
か
ら
存
在
し
て
い
る
「
か
な
し
」
の
動
詞
形
と
は
ど

の
よ
う
な
関
連
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
本
節
で
は
、「
か
な
し
ぶ
」「
か
な

し
む
」「
か
な
し
が
る
」
に
つ
い
て
考
察
し
た
関
一
雄
（
一
九
八
一
）
を

踏
ま
え
て
検
討
し
た
い
。

　

関
に
よ
る
と
、「「
か
な
し
ぶ
」
は
『
源
氏
物
語
』
と
そ
れ
以
前
の
作
品

に
比
較
的
多
く
用
い
ら
れ
（
中
略
）「
か
な
し
む
」
は
宇
津
保
物
語
に
も

用
い
ら
れ
る
が
、
多
く
は
源
氏
物
語
以
後
の
作
品
に
現
れ
」
る
と
説
明
さ

れ
て
い
る
。
ま
た
中
古
に
お
け
る
「
か
な
し
ぶ
」
と
「
か
な
し
む
」
が
表

す
意
味
と
し
て
は
、「
か
な
し
ぶ
」
は
悲
哀
も
愛
情
も
ど
ち
ら
も
意
味
と

し
て
持
つ
の
に
対
し
、「
か
な
し
む
」
は
悲
哀
の
意
味
し
か
持
た
な
い
と

も
関
は
説
明
し
て
い
る
。
関
が
論
文
中
に
紹
介
し
て
い
た
用
例
を
こ
こ
に

引
用
す
る
。

●
悲
哀
の
「
か
な
し
ぶ
」

２
９　

つ
ゐ
に
う
せ
給
ひ
ぬ
れ
ば
、
又
こ
れ
を
か
な
し
び
お
ぼ
す
こ
と
限

（
宇
治
拾
遺
物
語
・
巻
九
−
三
）

２
７　
「
こ
れ
は
、
故
衛
門
督
の
末
の
子
に
て
、
い
と
か
な
し
く
し
は
べ

り
け
る
を
、
幼
き
ほ
ど
に
後
れ
は
べ
り
て
、
姉
な
る
人
の
よ
す
が
に
、

か
く
て
は
べ
る
な
り
。（
源
氏
物
語
・
帚
木
）

２
８　

容
貌
心
も
す
ぐ
れ
て
も
の
し
た
ま
ふ
こ
と
、
母
上
の
か
な
し
う
し

た
ま
ひ
て
、
面
だ
た
し
う
気
高
き
こ
と
を
せ
ん
、
と
あ
が
め
か
し
づ
か

る
と
聞
き
は
べ
り
し
か
ば
…
…
（
源
氏
物
語
・
東
屋
）

ま
た
２
７
、２
８
の
よ
う
に
、
必
ず
し
も
格
助
詞
「
を
」
で
対
象
が
示
さ

れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
例
も
あ
る
が
、「
か
な
し
」
の
主
格
は
、
用
例

２
７
の
場
合
「
故
衛
門
督
」、
用
例
２
８
の
場
合
「
母
上
」
で
あ
る
こ
と

は
明
確
で
あ
る
以
上
、
用
例
２
７
の
「
末
の
子
」、
用
例
２
８
の
「
浮
舟
」

が
、
対
格
と
し
て
現
れ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
格
助
詞
「
を
」
を
取
る
こ
と
は
動
詞
の
特
徴
と
し
て
挙
げ

ら
れ
る
現
象
で
あ
る
。
先
述
の
終
止
・
連
体
に
お
い
て
「
す
る
」
を
伴
わ

な
い
形
が
見
ら
れ
な
い
ま
た
は
少
数
で
あ
る
こ
と
も
踏
ま
え
れ
ば
、
上
代

に
お
い
て
は
愛
情
と
悲
哀
に
意
味
上
の
区
別
し
か
な
か
っ
た
形
容
詞
「
か

な
し
」
が
、
中
古
に
な
り
、
愛
情
の
意
味
に
つ
い
て
「
か
な
し
く
す
」
と

い
う
動
詞
を
派
生
さ
せ
た
と
考
え
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
も
ち
ろ

ん
先
ほ
ど
確
認
し
た
と
お
り
、
愛
情
の
「
か
な
し
」
全
て
が
「
か
な
し
く

す
」
に
統
一
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
本
来
の
形
容
詞
と
し
て
の
形
を
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上
代
で
は
一
例
も
愛
情
の
「
か
な
し
む
」
は
確
認
で
き
ず
、
中
古
で
は
わ

ず
か
二
例
し
か
確
認
で
き
な
か
っ
た
わ
け
だ
が
、
中
世
に
お
い
て
は
愛
情

の
「
か
な
し
む
」
は
確
認
で
き
る
の
か
。

　

こ
の
点
に
つ
い
て
、
関
は
『
今
昔
物
語
集
』
の
「
か
な
し
む
」
を
分
析

し
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

今
昔
物
語
集
の
「
か
な
し
む
」
は
そ
の
語
基
の
形
容
詞
「
か
な
し
」

の
意
味
の
陽
陰
二
面
を
受
け
つ
い
で
い
る
こ
と
を
示
し
て
お
り
、
そ

の
文
脈
に
応
ず
る
意
味
を
明
確
に
す
る
必
要
上
か
ら
、
多
く
は
複
合

動
詞
の
成
分
と
し
て
用
い
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ

る
よ
う
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
愛
情
の
意
味
で
あ
れ
ば
「
愛
す
」
と
複
合
し
て
用
い
ら
れ
、
悲

哀
の
意
味
で
あ
れ
ば
「
泣
く
」「
嘆
く
」
な
ど
と
複
合
し
て
用
い
ら
れ
る

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
関
の
主
張
に
基
づ
い
て
『
今
昔
物
語
集
』
の
用
例

を
引
用
す
る
と
次
の
よ
う
な
も
の
が
挙
げ
ら
れ
る
。

３
４　

老
乱
の
身
に
飲
食
せ
ず
は
す
で
に
死
な
む
と
す
。悲
し
い
か
な
や
、

今
日
の
た
か
む
な
を
備
え
ざ
る
こ
と
」
と
言
い
て
、
泣
き
か
な
し
む
こ

と
限
り
な
し
。（
今
昔
物
語
集
・
巻
九
−
二
）

３
５　

夫
婦
も
と
も
に
こ
れ
を
喜
び
思
ふ
ほ
ど
に
、
月
満
ち
て
端
正
美
麗

な
る
男
子
を
産
め
ば
、
父
母
も
こ
れ
を
か
な
し
み
愛
し
て
、
目
を
放
た

ず
養
ふ
ほ
ど
に
、

り
な
し
。（
源
氏
物
語
・
桐
壺
）

●
愛
情
の
「
か
な
し
ぶ
」

３
０　

こ
の
子
や
し
な
ひ
も
て
ゆ
く
ま
ま
に
、
た
ま
ひ
か
り
輝
き
て
見
ゆ

れ
ば
、「
あ
は
れ
、
お
ほ
ぢ
お
は
せ
ま
し
か
ば
、
い
か
に
い
つ
き
か
な

し
び
や
し
な
ひ
た
ま
は
ま
し
」
と
思
ふ
も
か
な
し
。

（
宇
津
保
物
語
・
俊
蔭
）

　

用
例
２
９
は
悲
哀
の
「
か
な
し
ぶ
」、
用
例
３
０
は
愛
情
の
「
か
な
し

ぶ
」
で
あ
る
。
関
の
説
明
す
る
通
り
、「
か
な
し
ぶ
」
に
関
し
て
は
用
例

２
９
の
よ
う
な
悲
哀
の
意
味
で
も
、
用
例
３
０
の
よ
う
な
愛
情
の
意
味
で

も
用
例
が
確
認
で
き
る
（
注
４
）。
中
古
で
「
か
な
し
ぶ
」「
か
な
し
む
」
は

計
二
七
例
し
か
見
ら
れ
な
か
っ
た
が
（
注
５
）、
そ
の
う
ち
愛
情
の
意
味
を
表

す
も
の
は
右
に
示
し
た
用
例
３
０
、
注
４
に
示
し
た
用
例
の
二
例
し
か
見

ら
れ
な
か
っ
た
。

　

ち
な
み
に
上
代
で
も
「
か
な
し
む
」「
か
な
し
ぶ
」
と
い
う
「
か
な
し
」

の
動
詞
形
は
見
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
い
ず
れ
も
悲
哀
の
意
味
で
し
か
用

例
は
確
認
で
き
な
か
っ
た
。

３
２　
「
我
が
君
は
死
な
ず
て
坐
し
け
り
」
と
言
ひ
て
、
手
足
に
取
り
懸

か
り
て
哭
き
か
な
し
み
き
。（
古
事
記
・
上
）

３
３　

其
の
兄
の
雨
に
沾
る
る
を
見
て
、か
な
し
び
う
た
よ
み
し
て
曰
く
、

…
…
（
日
本
書
紀
歌
謡
）
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例
を
引
用
す
る
。

３
６　

其
れ
を
も
、
此
の
児
を
此
く
か
な
し
く
す
れ
ば
、
わ
が
子
の
よ
う

に
ぞ
も
て
か
し
づ
き
け
る
。

（
今
昔
物
語
集
・
巻
二
六–

五
）

中
世
の
作
品
に
お
い
て
「
か
な
し
」
ま
た
は
そ
の
動
詞
形
が
用
い
ら
れ
た

例
は
二
六
七
例
見
ら
れ
た
。
そ
の
う
ち
一
〇
五
例
が
「
か
な
し
む
」「
か

な
し
ぶ
」
と
い
っ
た
動
詞
形
で
用
い
ら
れ
て
い
た
。
つ
ま
り
中
世
に
お
い

て
動
詞
形
の
占
め
る
割
合
は
約
四
〇
％
で
あ
る
。
対
し
て
中
古
に
見
ら
れ

る
動
詞
形
の
割
合
は
約
七
％
で
あ
る
の
で
、
や
は
り
中
古
に
比
べ
る
と
動

詞
形
が
見
ら
れ
る
割
合
は
増
え
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
全
用
例

中
「
か
な
し
く
す
」
と
い
う
形
で
用
い
ら
れ
て
い
る
も
の
は
中
世
に
は

十
二
例
し
か
存
在
し
な
か
っ
た
。
中
古
で
は
愛
情
の
「
か
な
し
」
全
用
例

中
約
五
一
％
を
「
か
な
し
く
す
」
が
占
め
て
い
た
の
に
比
べ
る
と
、
格
段

に
見
ら
れ
る
数
が
減
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
対
し
て
愛
情
を
意
味
す

る
「
か
な
し
む
」
は
、
十
六
例
と
「
か
な
し
く
す
」
を
若
干
上
回
る
結
果

と
な
っ
た
。

三
、
結
論

　

以
上
の
考
察
に
よ
っ
て
導
か
れ
た
「
か
な
し
」
の
変
遷
を
表
二
に
示
す
。

（
今
昔
物
語
集
・
巻
二
六–

五
）

３
４
は
悲
哀
の
意
味
、
３
５
は
愛
情
の
意
味
を
表
し
て
い
る
と
判
断
で
き

る
が
、『
今
昔
物
語
集
』
で
は
「
か
な
し
む
」
の
一
語
を
も
っ
て
、
二
義

ど
ち
ら
も
表
せ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　

ま
た
関
は
、『
今
昔
物
語
集
』
の
「
か
な
し
む
」
の
分
析
で
さ
ら
に
次

の
よ
う
な
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。

こ
う
し
て
「
か
な
し
む
」
が
「
可
愛
が
る
」
の
意
味
用
法
ま
で
及
ぶ

よ
う
に
な
る
と
、
前
述
の
通
り
「
か
な
し
が
る
」
の
存
在
理
由
は
失

わ
れ
、
こ
の
作
品
に
そ
の
用
例
の
確
か
な
も
の
を
見
出
し
が
た
い
。

関
は「
か
な
し
が
る
」と
い
う
形
が「
か
な
し
む
」に
よ
っ
て
衰
退
し
て
い
っ

た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
で
は
、「
か
な
し
く
す
」と「
か
な
し
が
る
」は
、

ほ
ぼ
同
時
期
に
消
滅
し
て
い
っ
た
同
義
語
だ
と
い
う
こ
と
な
の
か
。
関
は

「
か
な
し
が
る
」
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
主
に
平
安
後
期
と
し
た

上
で
、「
男
性
の
手
に
な
る
土
佐
日
記
や
三
宝
絵
詞
中
巻
に「
か
な
し
が
る
」

が
取
り
入
れ
ら
れ
た
」
と
述
べ
て
い
る
。
つ
ま
り
、「
仮
名
文
ら
し
さ
を

強
調
」
す
る
た
め
に
「
か
な
し
が
る
」
を
用
い
た
と
説
明
し
て
い
る
。「
か

な
し
く
す
」
と
「
か
な
し
が
る
」
は
ほ
ぼ
同
義
語
の
よ
う
に
見
え
な
が
ら

も
、「
か
な
し
く
す
」
の
方
が
よ
り
幅
広
い
範
囲
で
、
愛
情
の
意
味
を
示

し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

こ
こ
で
、
中
世
の
作
品
に
確
認
さ
れ
た
「
か
な
し
く
す
」
を
用
い
た
用
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在
し
て
い
た
こ
と
を
論
じ
た
。

※
表
二

　
　
　
　
　
　

愛
情
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
悲
哀

　
　
　

形
容
詞　
　
　

動
詞	

形
容
詞　
　
　

動
詞

上
代　
　
　

	「
か
な
し
」	

「
か
な
し
」「
か
な
し
む
」

　
　
　
　
　

↓
維
持　
　

↓
派
生	

　

↓　
　
　
　

↓

中
古　
「
か
な
し
」「
か
な
し
く
す
」	

「
か
な
し
」「
か
な
し
む
」

　
　
　
　
　

↓
衰
退　
　

↓
変
化	

　

↓　
　
　
　

↓

中
世　
　
　

△　
　
「
か
な
し
む
」	

「
か
な
し
」「
か
な
し
む
」

注
１　

原
則
「
悲
哀
」
は
死
や
別
れ
、
孤
独
な
ど
を
対
象
と
し
、「
愛
情
」

は
子
や
愛
す
る
女
性
を
対
象
と
す
る
と
規
定
す
る
。

　

２　
「
か
な
し
」
の
部
分
に
「
愛
し
」
や
「
悲
し
」
と
い
っ
た
漢
字
が

す
で
に
あ
て
ら
れ
て
い
る
も
の
が
多
数
存
在
し
た
が
、
今
回
は
一
律

に
「
か
な
し
」
と
ひ
ら
が
な
表
記
に
改
め
た
上
で
引
用
し
て
い
る
。

　

３　

本
稿
で
は
中
古
の
作
品
の
う
ち
『
源
氏
物
語
』『
伊
勢
物
語
』『
竹

取
物
語
』『
落
窪
物
語
』『
蜻
蛉
日
記
』『
枕
草
子
』『
宇
津
保
物
語
』『
土

佐
日
記
』『
大
和
物
語
』
か
ら
用
例
を
検
索
し
て
い
る
。

４　

関
は
「「
か
な
し
む
」
は
悲
哀
の
意
味
し
か
持
た
な
い
」
と
し
、
右

上
代
に
お
い
て
「
か
な
し
」
の
二
義
に
は
品
詞
上
の
差
は
見
ら
れ
な
か
っ

た
が
、
中
古
で
は
愛
情
の
「
か
な
し
」
に
の
み
「
か
な
し
く
す
」
と
い
う

形
が
生
ま
れ
る
。
中
古
に
お
け
る
愛
情
の
「
か
な
し
」
に
は
、
上
代
に
引

き
続
き
形
容
詞
と
し
て
の
働
き
も
見
ら
れ
る
け
れ
ど
も
、
約
半
数
は
「
か

な
し
く
す
」
と
い
う
動
詞
的
働
き
を
す
る
形
と
な
っ
て
い
る
。
上
代
か
ら

も
と
も
と
、「
か
な
し
」
に
は
動
詞
形
の
「
か
な
し
む
」
と
い
う
形
が
存

在
し
た
。
上
代
か
ら
中
古
に
か
け
て
、
こ
の
ほ
と
ん
ど
は
悲
哀
の
意
味
を

表
す
も
の
で
あ
っ
た
。
よ
っ
て
、
中
古
か
ら
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
愛

情
の
「
か
な
し
く
す
」
と
い
う
形
は
、
悲
哀
に
「
か
な
し
む
」
と
い
う
動

詞
形
が
存
在
す
る
の
に
併
行
し
て
存
在
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
愛
情

の
「
か
な
し
」
の
う
ち
約
半
数
の
用
例
に
、
動
詞
化
と
い
う
品
詞
の
変
化

と
も
言
う
べ
き
大
き
な
変
遷
が
見
ら
れ
た
こ
と
が
判
明
し
た
。
だ
が
、
中

世
に
な
る
と
、「
か
な
し
む
」
が
愛
情
も
悲
哀
も
表
す
よ
う
に
な
る
。
こ

の
統
一
と
同
時
に
「
か
な
し
く
す
」
は
衰
退
し
て
い
く
。
愛
情
の
「
か
な

し
」
は
中
世
に
な
る
と
形
容
詞
と
し
て
の
形
も
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
く
な

り
、
こ
れ
が
現
代
の
私
た
ち
の
目
に
触
れ
な
く
な
っ
て
い
く
消
滅
の
初
期

段
階
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
古
語
「
か
な
し
」
に
は
二
義
存
在
す
る
と
い
う

こ
と
は
、
現
在
共
通
の
認
識
と
し
て
あ
る
。
し
か
し
本
稿
で
は
更
に
、「
か

な
し
く
す
」
に
よ
っ
て
、
そ
の
二
義
は
文
脈
上
の
意
味
で
し
か
違
い
を
判

断
で
き
な
い
も
の
で
は
な
く
、
中
古
に
お
い
て
は
品
詞
論
上
の
違
い
も
存
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参
考
文
献

壽
岳
章
子
（
一
九
五
二
）「
多
義
成
立
の
一
考
察
―
「
か
な
し
」
の
語
史

と
関
係
し
て
―
『
西
京
大
学
学
術
報
告
・
人
文
』
第
一
号

松
浦
照
子
（
一
九
七
八
）「「
か
な
し
」
を
中
心
と
す
る
感
情
形
容
詞
の

一
考
察
―
『
源
氏
物
語
』
を
資
料
と
し
て
―
」『
国
語
学
研
究
』
第

十
八
号

阪
倉
篤
義「「
か
な
し
」の
意
義
」（『
語
文
論
叢
』（
一
九
七
八
）桜
楓
社
所
収
）

関
一
雄
（
一
九
八
一
）「「
か
な
し
ぶ
」「
か
な
し
む
」「
か
な
し
が
る
」
小

考	:	

中
古
仮
名
文
学
の
用
例
に
つ
い
て
」『
山
口
国
文
』
第
四
号

古
語
大
辞
典
（
一
九
八
三
）
小
学
館

岩
波
古
語
辞
典
補
訂
版
（
一
九
九
〇
）
岩
波
書
店

（
た
き
ぐ
ち　

み
ほ
／
二
〇
一
二
年
卒
業
）

の
用
例
も
悲
哀
の
意
味
で
と
っ
て
い
る
。

「
た
だ
我
恋
ひ
か
な
し
む
む
す
め
の
、
帰
り
お
は
し
た
る
な
め
り
」

と
て
、
泣
く
泣
く
ご
た
ち
を
い
だ
し
て
、
い
だ
き
い
れ
さ
す
。（
源

氏
物
語
・
手
習
）

　
　

だ
が
こ
の
場
合
、「
か
な
し
む
」
は
「
む
す
め
」
を
修
飾
し
て
お
り
、

文
脈
上
も
愛
情
と
捉
え
る
方
が
妥
当
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

５　

私
が
検
索
に
使
用
し
た
中
古
の
作
品
の
中
で
見
ら
れ
た
用
例
数
を
意

味
す
る
。

本
文

万
葉
集
、
日
本
書
紀
・
古
事
記
・
上
代
歌
謡
、
源
氏
物
語
、
今
昔
物
語
集
、

平
家
物
語
、
方
丈
記
・
徒
然
草
・
正
法
眼
蔵
随
聞
記
・
歎
異
抄
…
日
本
古

典
文
学
全
集

伊
勢
物
語
、
竹
取
物
語
…
新
潮
日
本
古
典
集
成

落
窪
物
語
、
蜻
蛉
日
記
、
枕
草
子
、
宇
津
保
物
語
、
土
佐
日
記
、
大
和
物

語
、
宇
治
拾
遺
物
語
…
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集




