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1
第
四
編
五
節
の
「
悔
い
改
め
な
さ
い
」
（
勺
゜
。
O
）
と
「
沈
黙
し
な
さ
い
」
（
℃
°
・
国
）
の
解
釈
を
め
ぐ
っ
て
ー

竹　
　
原
　
　
創
　
　
一

は
じ
め
に

　
ル
タ
ー
の
宗
教
改
革
の
歴
史
的
発
端
と
な
っ
た
一
五
一
七
年
の
九
五
箇
条
提
題
は
、
悔
い
改
め
の
意
味
と
方
法
を
め
ぐ
る
議
論
へ
の
呼

び
かけ
で
あ
っ
た
。
翌
年
に
出
版
さ
れ
た
九
五
箇
条
提
題
の
解
説
書
の
序
文
に
お
い
て
、
彼
は
悔
い
改
め
の
理
解
を
シ
ュ
タ
ウ
ピ
ッ
ツ
か

ら
学
ん
だ
こ
と
、
そ
れ
が
彼
の
宗
教
改
革
を
推
進
す
る
力
と
な
っ
た
こ
と
を
表
明
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
悔
い
改
め
の
理
解
は
ル
タ
ー

に
と
っ
て
重
要
な
関
心
事
で
あ
っ
た
。
彼
の
悔
い
改
め
の
理
解
は
と
く
に
詩
編
解
釈
に
現
れ
て
い
る
。
最
初
期
の
第
一
回
詩
編
講
義
（
一

五
＝
ニ
ー
一
五
年
）
、
七
つ
の
悔
い
改
め
の
詩
編
注
解
（
一
五
一
七
年
初
版
、
一
五
二
五
年
改
訂
版
）
、
第
二
回
詩
編
講
義
（
一
五
一
九
－

二
一
年
）
、
後
年
の
詩
編
第
五
一
編
注
解
（
一
五
三
二
年
）
、
こ
れ
ら
い
ず
れ
の
詩
編
解
釈
に
お
い
て
も
悔
い
改
め
に
つ
い
て
の
豊
富
な
論

述
が見
ら
れ
、
彼
の
一
貫
し
た
悔
い
改
め
へ
の
関
心
が
う
か
が
わ
れ
る
。
た
だ
し
関
心
の
観
点
は
時
と
と
も
に
変
化
し
て
い
っ
た
。

　第
一
回
詩
編
講
義
で
は
、
「
痛
悔
」
、
「
神
の
怒
り
」
な
ど
伝
統
的
概
念
が
用
い
ら
れ
な
が
ら
悔
い
改
め
と
沈
黙
の
関
係
に
つ
い
て
説
か

れ
て

いる
。
第
二
回
詩
編
講
義
で
は
、
悔
い
改
め
が
言
葉
の
出
来
事
と
し
て
理
解
さ
れ
、
こ
の
観
点
か
ら
悔
い
改
め
と
沈
黙
の
関
係
が
問

ル
タ
ー
の
詩
編
解
釈
に
お
け
る
悔
い
改
め
と
沈
黙
（
竹
原
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＝
二
一
二



＝
二
四

題に
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
問
題
が
文
献
学
的
に
探
求
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
第
二
回
詩
編
講
義
の
特
徴
と
な
っ
て
い
る
。

　と
こ
ろ
で
悔
い
改
め
と
沈
黙
と
は
自
明
的
に
結
び
つ
く
も
の
で
は
な
い
。
悔
い
改
め
は
沈
黙
よ
り
罪
の
告
白
に
結
び
つ
く
の
で
は
な
い

か
、
沈
黙
は
律
法
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
る
悔
い
改
め
よ
り
、
無
律
法
的
神
秘
主
義
に
結
び
つ
く
の
で
は
な
い
か
と
問
わ
れ
う
る
。
こ

の
よ
う
な
問
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ル
タ
ー
が
両
者
を
結
び
つ
け
え
た
背
景
に
は
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
か
ら
シ
ュ
タ
ウ
ピ
ッ
ツ
へ
つ
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
り

がる
悔
い
改
め
の
理
解
の
伝
統
が
あ
っ
た
。
ま
た
修
道
士
で
あ
っ
た
ル
タ
ー
自
身
の
内
面
的
修
練
に
よ
る
悔
い
改
め
の
経
験
が
あ
っ
た
。

さ
ら
に
彼
は
両
者
の
関
係
を
、
相
違
す
る
二
つ
の
詩
編
本
文
（
勺
゜
・
O
と
勺
ω
国
）
の
文
献
学
的
問
題
と
し
て
も
考
察
し
た
。
こ
れ
ら
を
と
お

し
て
彼
は
悔
い
改
め
と
沈
黙
と
の
結
び
つ
き
を
理
解
し
、
経
験
し
、
そ
れ
を
詩
編
解
釈
を
と
お
し
て
説
き
明
か
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
き
ロ

　本
論
で
は
詩
編
第
四
編
五
節
に
対
す
る
ル
タ
ー
の
注
解
を
と
り
あ
げ
る
。
第
四
編
は
伝
統
的
な
い
わ
ゆ
る
悔
い
改
め
の
詩
編
に
は
入

れら
れ
な
い
が
、
ル
タ
ー
は
第
四
編
五
節
の
本
文
に
よ
っ
て
悔
い
改
め
と
沈
黙
の
関
係
の
問
題
を
喚
起
さ
れ
、
そ
の
問
題
に
つ
い
て
当
節

の

注解
で
詳
論
し
て
い
る
。
第
四
編
五
節
の
本
文
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
「
あ
な
た
が
た
は
怒
っ
て
、
罪
を
犯
さ
な
い
よ
う
に
し
な
さ

い
。
あ
な
た
が
た
の
心
の
中
で
、
あ
な
た
が
た
の
寝
室
の
中
で
、
語
り
な
さ
い
。
悔
い
改
め
な
さ
い
（
勺
ω
O
）
／
沈
黙
し
な
さ
い
（
評
国
）
。

セ
ラ
」
。
こ
の
詩
編
本
文
に
対
す
る
二
つ
の
講
義
の
解
釈
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
彼
の
一
貫
し
た
悔
い
改
め
へ
の
関
心
と
、
沈
黙

と
の
関
係
に
お
け
る
悔
い
改
め
の
理
解
の
変
化
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

一
、
第
一
回
詩
編
講
義

、

一ー
一
　
「
怒
り
な
さ
い
」
の
解
釈



　第
一
回
詩
編
講
義
の
第
四
編
五
節
の
注
解
に
お
い
て
、
ル
タ
ー
は
第
五
節
冒
頭
の
「
あ
な
た
が
た
は
怒
っ
て
」
を
、
「
あ
な
た
が
た
が

怒
ろ
う
と
す
る
な
ら
、
義
な
る
主
に
対
し
て
で
な
く
、
あ
な
た
が
た
自
身
に
対
し
て
怒
り
な
さ
い
」
と
解
釈
し
て
い
る
（
≦
〉
繍
b
渇
斜

　
ハ
る
り

嵩
）
。
そ
の
怒
り
は
単
に
悪
に
対
す
る
律
法
的
懲
罰
で
な
く
、
善
へ
の
福
音
的
勧
め
で
あ
る
と
解
釈
さ
れ
る
（
謬
朝
α
℃
b
o
噂
刈
恥
噂
b
o
N
中
）
。
と

こ
ろ
で
罪
あ
る
自
分
に
対
し
て
怒
る
こ
と
は
悔
い
改
め
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
ず
、
そ
れ
ゆ
え
当
節
は
「
真
実
の
悔
い
改
め
を
教
え
、
そ
れ

を
き
わ
め
て
美
し
く
言
い
表
し
て
い
る
」
（
謬
α
ρ
b
。
為
ρ
b
。
理
）
と
解
釈
さ
れ
る
。
こ
の
場
合
、
当
節
冒
頭
の
「
怒
り
な
さ
い
」
と
、
当

節
末
尾
の
「
悔
い
改
め
な
さ
い
」
と
が
呼
応
す
る
も
の
と
さ
れ
、
両
者
が
結
び
つ
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　
「
あ
な
た
が
た
は
怒
り
な
さ
い
」
は
、
時
間
的
に
は
、
自
分
の
過
去
と
現
在
の
罪
に
対
す
る
悔
い
改
め
を
勧
め
る
言
葉
と
さ
れ
、
後
続

の

「あ
な
た
が
た
は
罪
を
犯
さ
な
い
よ
う
に
し
な
さ
い
」
は
、
将
来
の
罪
に
つ
い
て
の
警
告
と
し
て
、
両
者
は
時
間
的
に
区
別
さ
れ
る
。

し
た
が
っ
て
「
あ
な
た
が
た
と
他
者
の
う
ち
に
あ
る
、
過
去
と
現
在
の
罪
に
対
し
て
怒
り
な
さ
い
。
そ
し
て
将
来
の
罪
に
対
し
て
、
罪
を

犯す
ま
い
と
意
志
し
な
さ
い
」
（
ぐ
夢
α
α
”
H
”
b
Ω
O
蝸
劇
庸
）
と
い
う
意
味
に
解
釈
さ
れ
る
。
同
様
に
、
「
怒
り
な
さ
い
と
わ
た
し
は
勧
め
る
。
こ

れ
は

過
去に
関
す
る
限
り
の
こ
と
で
あ
る
。
他
方
、
将
来
に
関
す
る
限
り
で
は
、
罪
を
犯
す
ま
い
と
意
志
し
な
さ
い
」
（
≦
〉
α
伊
b
。
為
8

ω自
）
、
ま
た
「
怒
る
こ
と
は
過
去
に
対
し
て
で
あ
り
、
罪
を
犯
す
ま
い
と
意
志
す
る
こ
と
は
将
来
に
対
し
て
で
あ
る
」
（
ぐ
夢
α
α
》
b
o
℃
刈
『
噂
b
o
H
h
）

と
言
わ
れ
る
。
ル
タ
ー
は
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
が
『
告
白
』
第
九
巻
で
詩
編
第
四
編
を
引
用
し
な
が
ら
彼
の
回
心
以
前
の
過
去
の
罪
を

悔
い
改
め
て
い
る
こ
と
を
例
に
あ
げ
て
い
る
（
≦
諺
α
伊
b
。
為
伊
b
。
°
。
h
）
。

　当
節
の
怒
り
は
、
抑
制
さ
れ
る
べ
き
「
悪
い
怒
り
（
ヨ
巴
四
冨
）
」
で
は
な
く
、
罪
に
対
抗
す
る
奨
励
さ
れ
る
べ
き
「
良
い
怒
り
（
げ
o
墨

団轟
）
」
で
あ
る
と
解
釈
さ
れ
る
。
そ
れ
は
「
聖
な
る
怒
り
（
ω
窪
9
巴
鑓
）
」
（
≦
〉
α
伊
b
。
”
刈
ρ
H
O
ひ
壽
ω
”
①
O
b
。
り
ω
㊤
）
と
も
呼
ば
れ
、
「
神
の

怒
り
（
凶
座
畠
o
陣
）
」
に
関
係
づ
け
ら
れ
る
。
と
い
う
の
は
悔
い
改
め
は
元
来
向
き
直
り
を
意
味
し
、
こ
こ
で
も
悔
い
改
め
は
自
分
へ
の
愛
か

ル
タ
ー
の
詩
編
解
釈
に
お
け
る
悔
い
改
め
と
沈
黙
（
竹
原
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
三
五



一
三
六

ら
神
へ
の
愛
へ
の
向
き
直
り
で
あ
り
、
神
の
思
い
に
一
致
す
る
こ
と
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
悔
い
改
め
と
し
て
の
怒
り
は
、
神
の
怒

り
に
一
致
し
、
そ
れ
は
本
質
的
に
罪
を
裁
く
「
神
の
怒
り
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
こ
と
を
ル
タ
ー
は
詩
編
第
七
八
（
七
九
）
編

（
≦
〉
ω
℃
O
O
b
。
”
ω
癖
庸
）
の
注
解
に
お
い
て
、
第
四
編
五
節
を
引
き
合
い
に
出
し
な
が
ら
論
じ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
神
の
怒
り
は
わ
れ
わ
れ

が罪
に
逆
ら
っ
て
神
に
従
っ
て
怒
る
（
ω
Φ
。
巨
含
目
畠
Φ
電
ヨ
圃
屋
ω
。
冒
q
同
8
口
欝
切
8
8
富
）
も
の
と
し
て
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
神
は
わ
れ
わ
れ

を
と
お
し
て
怒
り
（
需
H
昌
o
ω
冨
ω
o
胃
霞
）
、
わ
れ
わ
れ
は
神
の
怒
り
に
仕
え
る
者
（
日
凶
巳
ω
鼠
冨
Φ
α
o
博
）
だ
か
ら
で
あ
る
と
。

　
「
怒
り
な
さ
い
」
と
言
わ
れ
る
場
合
、
そ
の
怒
り
の
本
来
の
主
体
が
人
間
で
な
く
神
で
あ
る
よ
う
に
、
こ
の
怒
り
と
し
て
言
い
表
さ
れ

た
悔
い
改
め
は
、
人
間
か
ら
で
な
く
神
か
ら
生
じ
る
。
こ
れ
を
ル
タ
ー
は
詩
編
第
七
六
（
七
七
）
編
の
注
解
に
お
い
て
、
次
の
よ
う
に
言

う
。
「
悔
い
改
め
る
者
と
し
て
の
わ
た
し
は
生
を
変
え
、
別
の
生
を
始
め
る
が
、
そ
れ
は
わ
た
し
の
力
に
よ
っ
て
で
は
な
い
。
…
…
も
し

彼
が変
え
ら
れ
る
な
ら
、
彼
は
自
分
か
ら
変
わ
る
の
で
な
く
、
神
か
ら
変
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
」
（
謬
ω
”
課
ρ
ω
臨
）
。
ル
タ
ー
は
悔
い

改
め
が
人
間
か
ら
は
じ
め
ら
れ
え
な
い
こ
と
を
、
勺
ω
○
の
詩
編
第
七
六
編
＝
節
「
い
ま
や
わ
た
し
は
は
じ
め
た
（
口
郎
昌
O
O
O
O
弓
一
）
」
が
、

勺
ω
国
の
同
箇
所
で
「
わ
た
し
の
無
力
が
あ
る
（
巨
げ
①
o
筥
ぎ
ω
日
紹
Φ
ω
叶
）
」
と
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
説
明
す
る
（
≦
〉
ρ
α
自
噛
N
庸
）
。
す

な
わ
ち
「
自
分
は
弱
く
、
別
の
生
へ
変
わ
る
こ
と
に
無
力
で
あ
る
」
こ
と
が
こ
こ
で
告
白
さ
れ
て
い
る
と
解
釈
す
る
（
葦
ω
℃
α
障
噂
ω
h
）
。

そし
て
そ
れ
を
変
え
る
力
は
た
だ
神
の
み
に
あ
る
（
ぐ
く
〉
ω
℃
α
劇
O
》
ω
刈
）
。
と
い
う
の
は
わ
た
し
自
身
が
変
え
ら
れ
る
こ
と
に
お
い
て
、
わ

た
し
が
持
続
的
主
体
で
あ
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
「
こ
の
悔
い
改
め
を
わ
た
し
は
わ
た
し
自
身
か
ら
得
る
の
で
な
い
。
な
ぜ

な
ら
神
が
わ
た
し
を
別
の
人
間
に
変
え
た
か
ら
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
神
が
わ
た
し
を
わ
た
し
の
自
己
認
識
へ
照
明
し
た
か
ら
で
あ
る
」

（
≦
〉
ω
輸
課
ど
H
鳶
）
と
言
わ
れ
る
。
人
間
は
悔
い
改
め
る
こ
と
に
無
力
で
あ
る
と
と
も
に
、
悔
い
改
め
な
い
か
ぎ
り
無
力
で
あ
り
続
け
る

（

壽
ω
噂
α
含
㍉
ω
肺
「
悔
い
改
め
の
外
を
さ
迷
っ
て
い
る
人
間
が
い
か
に
無
で
あ
る
か
を
わ
た
し
は
見
た
」
罰
≦
〉
ω
℃
課
ど
嵩
酔
「
も
し
旧
い



　
　
　
　

人

が悔
い
改
め
ず
、
こ
の
詩
編
が
教
え
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
悔
い
改
め
の
中
で
砕
か
れ
る
の
で
な
い
な
ら
、
だ
れ
も
新
し
い
生
を
は
じ

　
　
　
　
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
を
、
わ
れ
わ
れ
は
こ
こ
か
ら
教
え
ら
れ
る
」
）
。
他
方
、
悔
い
改
め
た
人
間
は
「
別
の
人
間
に
さ
れ
」
（
≦
＞
G
。
噂

　
　
　
　
心
α
ど
嶺
）
、
「
別
の
生
を
は
じ
め
う
る
」
（
ぐ
茸
ω
℃
心
α
H
嚇
H
◎
◎
）
。

　
　
　
　
　悔
い
改
め
に
お
い
て
変
え
ら
れ
る
こ
と
が
人
間
の
力
に
よ
ら
ず
、
神
に
よ
る
と
い
う
こ
と
は
（
謬
ω
鰯
切
劇
O
讐
G
o
α
自
）
、
悔
い
改
め
の
受

　
　
　
　

動
性を
意
味
す
る
。
悔
い
改
め
の
受
動
性
に
つ
い
て
ル
タ
ー
は
詩
編
第
四
編
五
節
の
「
怒
り
な
さ
い
」
が
、
ロ
イ
ヒ
リ
ン
の
ヘ
ブ
ラ
イ
語

　
　
　
　
文
法
に
よ
る
第
三
者
の
他
動
詞
（
ヒ
フ
イ
ル
形
）
、
す
な
わ
ち
使
役
形
で
あ
る
と
し
て
、
「
自
分
を
し
て
怒
ら
し
め
よ
」
と
い
う
意
味
に
な

　
　
　
　り
、
そ
れ
は
受
動
的
で
あ
る
こ
と
を
表
す
と
言
う
（
ぐ
夢
α
q
層
b
o
噂
刈
O
り
b
ρ
H
頃
）
。

　
　
　
　
　
ルタ
ー
は
ま
た
悔
い
改
め
を
「
心
の
矯
正
（
8
旨
o
巳
0
8
巨
ω
）
」
と
し
（
壽
呂
噂
b
。
為
゜
。
り
①
）
、
そ
れ
が
第
四
編
五
節
冒
頭
の
「
怒
り
な

　
　
　
　
さ
い
。
罪
を
犯
そ
う
と
意
志
し
な
い
よ
う
に
。
」
に
よ
っ
て
表
さ
れ
て
い
る
と
す
る
（
謬
α
朝
”
b
⊃
岡
刈
Q
o
剛
O
）
。
そ
し
て
心
の
矯
正
は
第
四
編

、
　
　
　
　
三
節
の
「
重
い
心
」
に
対
置
さ
れ
る
も
の
と
し
て
解
釈
さ
れ
る
（
壽
α
9
b
。
為
゜
。
為
）
。
心
の
矯
正
は
、
心
が
砕
か
れ
る
こ
と
す
な
わ
ち
痛

　
　
　
　
悔

（OOロ巳
口
O
）
を
前
提
し
て
い
る
。
ル
タ
ー
は
詩
編
第
七
五
（
七
六
）
編
一
一
節
の
注
解
に
お
い
て
（
謬
ρ
紹
b
。
”
b
。
り
凸
N
ω
㌔
）
、
詩
編

　
　
　
　
第
四
編
五
節
と
詩
編
第
五
一
編
一
九
節
と
を
、
痛
悔
を
共
通
項
と
し
て
結
び
つ
け
る
。
す
な
わ
ち
第
四
編
の
「
怒
り
な
さ
い
」
と
は
第
五

　
　
　
　　
一
編
の
「
砕
か
れ
た
心
を
も
ち
な
さ
い
」
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
共
に
そ
の
よ
う
な
心
を
神
に
「
い
け
に
え
と
し
て
さ
さ
げ
な
さ
い
」
と

　
　
　
　
勧
め
て
い
る
も
の
と
す
る
。
ま
た
第
七
七
（
七
入
）
編
四
六
節
の
注
解
で
は
、
出
エ
ジ
プ
ト
に
お
け
る
イ
ナ
ゴ
の
害
と
詩
編
第
四
編
五
節

　
　
　
　

の

怒り
と
が
結
び
つ
け
ら
れ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
心
の
中
が
徹
底
的
に
食
い
尽
く
さ
れ
、
浄
化
さ
れ
る
こ
と
と
し
て
、
そ
れ
が
心
の
痛
悔
と

　
　
　
　さ
れ
る
（
蓼
ω
”
α
O
ω
”
b
。
O
自
）
。
ま
た
第
九
二
（
九
三
）
編
の
注
解
に
付
加
さ
れ
た
第
四
編
五
節
の
注
解
で
は
「
怒
り
な
さ
い
」
が
「
悲

　
　
　
　
し
み
な
さ
い
（
O
O
口
言
ω
け
§
H
H
ロ
）
」
、
「
困
惑
し
な
さ
い
（
8
暮
き
m
巨
貯
凶
）
」
、
「
心
動
か
さ
れ
な
さ
い
（
8
巳
旨
o
＜
o
日
幽
ロ
凶
）
」
の
意
味
に
解
釈

ル
タ
ー
の
詩
編
解
釈
に
お
け
る
悔
い
改
め
と
沈
黙
（
竹
原
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
三
七



＝
二
八

さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
第
四
編
五
節
冒
頭
の
「
怒
り
な
さ
い
」
が
、
同
節
末
尾
の
「
悔
い
改
め
な
さ
い
」
と
の
関
連
に
お
い
て
解
釈

さ
れ
る
と
き
、
怒
る
と
い
う
心
の
動
き
は
、
自
己
否
定
的
な
痛
み
と
苦
し
み
ー
た
だ
し
神
と
の
聖
な
る
交
わ
り
の
た
め
の
痛
み
と
苦
し

み
ー
を
表
す
こ
と
に
な
る
。
そ
の
心
の
動
き
を
ル
タ
ー
は
伝
統
的
な
用
語
の
「
痛
悔
」
に
よ
っ
て
言
い
表
し
た
。
痛
悔
と
い
う
心
の
矯

正に
、
必
然
的
に
口
の
矯
正
（
O
O
旨
O
O
汁
印
O
O
H
　
ω
）
が
伴
う
。
こ
れ
が
第
四
編
五
節
後
半
の
沈
黙
の
解
釈
へ
つ
な
が
る
。

一ー
二
　
「
心
の
中
で
、
寝
室
の
中
で
、
語
る
」
の
解
釈

　第
一
回
詩
編
講
義
で
は
、
第
四
編
五
節
の
本
文
は
℃
ω
O
と
雰
閏
の
間
の
相
違
の
た
め
に
き
わ
め
て
不
明
瞭
で
あ
る
と
判
断
さ
れ
る

（
≦
♪
q
伊
b
。
℃
ミ
為
h
）
。
勺
ω
O
で
は
「
あ
な
た
が
た
は
語
り
な
さ
い
」
が
「
あ
な
た
が
た
の
心
の
中
で
」
と
結
び
つ
き
、
「
あ
な
た
が
た
の

寝室
の
中
で
」
が
「
あ
な
た
が
た
は
悔
い
改
め
な
さ
い
］
と
結
び
つ
く
。
そ
れ
に
対
し
勺
ω
国
で
は
「
あ
な
た
が
た
は
語
り
な
さ
い
」
の

「
語る
」
場
を
規
定
す
る
も
の
と
し
て
、
「
あ
な
た
が
た
の
心
の
中
で
、
あ
な
た
が
た
の
寝
室
の
中
で
」
が
一
ま
と
ま
り
の
修
飾
語
と
し
て

三
口
わ
れ
る
。
ま
た
勺
ω
○
で
「
悔
い
改
め
な
さ
い
」
で
あ
る
と
こ
ろ
が
、
℃
ω
閏
で
は
「
沈
黙
し
な
さ
い
」
と
な
っ
て
い
る
。
ル
タ
ー
は
こ

の
よ
う
に
相
違
す
る
両
本
文
を
調
停
し
解
釈
す
る
。
そ
の
調
停
は
悔
い
改
め
が
沈
黙
と
い
か
に
か
か
わ
る
か
を
説
明
す
る
こ
と
で
あ
る
。

ま
ず
℃
ω
O
の
「
あ
な
た
が
た
は
心
の
中
で
語
り
、
そ
し
て
寝
室
の
中
で
悔
い
改
め
な
さ
い
」
に
お
い
て
、
「
心
の
中
」
が
真
理
を
語
る
場

と
さ
れ
る
（
ぐ
琴
α
α
℃
N
匂
刈
刈
讐
H
ω
）
。
そ
し
て
こ
こ
で
の
真
理
と
は
、
偽
善
を
止
め
て
、
自
分
の
悪
を
心
か
ら
（
o
×
8
8
8
巳
Φ
）
告
白
す
る

こ
と
で
あ
る
と
さ
れ
る
（
ぐ
く
臣
朝
α
り
b
の
輸
刈
刈
℃
H
潜
）
。
真
理
の
告
白
に
対
立
す
る
も
の
は
、
偽
善
的
言
葉
で
あ
り
、
人
間
の
目
に
自
分
を
善
な

る
も
の
と
し
て
誇
示
す
る
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
「
心
」
に
対
し
、
「
口
」
と
「
唇
」
が
対
置
さ
れ
、
心
が
内
的
に
神
の
前
に
真
理
を
語
る
の

に

対し
、
口
と
唇
は
外
的
に
人
間
の
前
に
偽
善
を
語
る
と
さ
れ
る
（
課
α
ρ
N
為
8
H
9
「
唇
を
も
っ
て
神
を
賛
美
す
る
偽
善
者
の
よ
う



に
、
口
に
お
い
て
語
り
告
白
す
る
」
）
。
ま
た
「
寝
室
で
悔
い
改
め
る
」
に
つ
い
て
、
「
寝
室
」
と
は
、
そ
こ
に
お
い
て
汚
れ
た
情
欲
が
生
じ

る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
「
情
動
的
力
あ
る
い
は
意
志
（
や
0
9
昌
け
猷
碁
o
け
同
話
ω
貯
o
〈
o
言
暮
鋤
ω
）
」
と
し
て
解
釈
さ
れ
る
（
類
〉
呂
℃
b
。
為
゜
。
㍉
H
）
。

ま
た
「
悔
い
改
め
」
と
は
、
悲
し
み
や
罪
の
糾
弾
、
十
字
架
を
進
ん
で
引
き
受
け
る
こ
と
と
さ
れ
る
（
謬
α
q
層
b
o
噛
刈
◎
o
糟
H
b
o
」
用
）
。
そ
れ
ゆ

え
悔
い
改
め
は
苦
難
と
結
び
つ
く
と
さ
れ
る
。
「
寝
室
」
は
「
心
」
よ
り
さ
ら
に
内
奥
の
場
と
し
て
「
心
の
内
奥
で
（
巨
巨
0
8
a
ロ
ヨ
）
」

（

毒
朝
α
》
b
o
℃
刈
◎
o
讐
H
①
）
と
言
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
悔
い
改
め
が
生
じ
る
「
あ
な
た
の
寝
室
」
は
、
理
性
的
言
葉
が
語
ら
れ
る
「
心
」
よ
り

さ
ら
に
奥
の
場
で
あ
り
、
言
葉
を
超
え
た
場
で
あ
る
こ
と
が
暗
示
さ
れ
る
。

　
他方
ヒ
エ
ロ
ニ
ム
ス
の
ラ
テ
ン
語
訳
に
よ
る
雰
国
の
同
節
「
あ
な
た
が
た
は
心
の
中
で
、
寝
室
の
中
で
語
り
、
悔
い
改
め
な
さ
い
」
も

同
時
に
考
察
さ
れ
、
こ
こ
で
は
「
心
の
中
で
、
寝
室
の
中
で
、
語
る
」
こ
と
が
「
沈
黙
す
る
」
こ
と
で
あ
る
と
さ
れ
る
。

　
℃
ω
O
で
は
「
心
の
中
で
語
る
」
こ
と
が
「
悔
い
改
め
る
」
こ
と
で
あ
る
と
さ
れ
、
℃
ω
出
で
は
「
心
の
中
で
語
る
」
こ
と
が
「
沈
黙
す
る
」

こ
と
と
さ
れ
る
。
こ
の
二
つ
の
本
文
を
ル
タ
ー
は
調
停
し
、
悔
い
改
め
は
人
間
の
目
か
ら
は
隠
さ
れ
て
内
的
に
神
の
前
で
生
じ
な
け
れ
ば

な
ら
ず
、
空
し
い
偽
善
の
た
め
に
外
的
に
人
間
の
目
の
前
で
生
じ
る
べ
き
で
は
な
い
と
い
う
意
味
に
解
釈
さ
れ
る
（
壽
呂
”
b
。
為
S
H
O
）
。

人間
の
目
の
前
で
、
口
と
唇
を
も
っ
て
、
外
的
に
行
う
悔
い
改
め
は
、
自
分
の
悔
い
改
め
を
他
者
に
誇
示
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
り
、
偽

善
者
が
す
る
も
の
で
あ
る
と
批
判
さ
れ
る
（
謬
α
伊
b
。
為
8
H
α
）
。
そ
し
て
そ
の
批
判
の
聖
書
的
根
拠
と
し
て
ヨ
エ
ル
書
第
二
章
一
三
節

「あ
な
た
が
た
の
衣
で
な
く
、
あ
な
た
が
た
の
心
を
引
き
裂
け
」
、
お
よ
び
詩
編
第
一
四
（
一
五
）
編
「
自
分
の
心
の
中
で
真
実
を
語
る
者
」

が引
用
さ
れ
る
（
≦
〉
♂
噛
b
。
葡
ミ
㍉
b
。
嚇
≦
〉
劉
b
り
刈
゜
。
葡
ω
）
。
外
的
に
語
る
こ
と
は
禁
じ
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
が
（
≦
諺
α
9
b
。
為
8
H
◎
。
畠

「こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
外
的
に
も
祈
ら
れ
、
告
白
さ
れ
、
賛
美
さ
れ
る
こ
と
が
禁
じ
ら
れ
る
の
で
は
な
い
」
罰
≦
諺
q
g
b
。
》
°
。
°
。
”
b
。
°
「
単
に

外的
に
悔
い
改
め
を
示
す
だ
け
で
な
く
」
）
、
し
か
し
ま
ず
内
的
に
心
の
中
で
語
る
べ
き
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
「
口
」
あ
る
い
は
「
唇
」
が
人

ル
タ
ー
の
詩
編
解
釈
に
お
け
る
悔
い
改
め
と
沈
黙
（
竹
原
V
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＝
二
九



一四
〇

間
の
前
に
虚
言
し
誇
示
す
る
偽
善
を
表
す
の
に
対
し
、
「
心
の
中
」
は
「
神
の
前
」
と
い
う
偽
り
え
な
い
、
真
実
を
語
る
場
と
さ
れ
る
。
「
神

の前
」
と
「
人
間
の
前
」
、
「
心
の
中
」
と
「
口
あ
る
い
は
唇
に
お
い
て
」
と
は
そ
れ
ぞ
れ
対
を
な
す
場
と
な
る
（
課
呂
b
為
゜
。
㍉
O
庸
）
。

そ
れ
ゆ
え
「
心
の
中
で
語
る
」
、
「
神
の
前
で
語
る
」
、
「
人
間
の
前
で
沈
黙
す
る
」
の
三
つ
は
同
時
的
、
同
一
事
態
で
あ
り
、
こ
こ
か
ら
真

実
の
悔
い
改
め
と
沈
黙
と
の
結
び
つ
き
が
説
明
さ
れ
る
。

二
、
第
二
回
詩
編
講
義

　第
二
回
詩
編
講
義
に
お
い
て
は
、
ル
タ
ー
の
ヘ
ブ
ラ
イ
語
理
解
が
進
歩
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
第
四
編
五
節
の
勺
゜
。
○
に
お
け
る
「
悔
い

改
め
な
さ
い
」
と
、
勺
ω
国
に
お
け
る
「
沈
黙
し
な
さ
い
」
と
が
文
献
学
的
に
対
比
さ
れ
、
悔
い
改
め
と
沈
黙
の
関
係
が
文
献
学
的
お
よ
び

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ヨ
ロ

神
学
的
に
論
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

二ー
一
　
「
怒
っ
て
も
」
の
解
釈

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
お
り

　第
四
編
五
節
冒
頭
の
「
怒
る
」
は
伝
統
的
に
二
通
り
に
解
釈
さ
れ
て
い
た
。
第
二
回
詩
編
講
義
で
ル
タ
ー
は
そ
の
二
つ
の
伝
統
的
解
釈

を
踏
ま
え
た
上
で
、
彼
自
身
の
解
釈
を
展
開
す
る
。

　
伝
統的
解
釈
の
第
一
の
も
の
は
、
こ
の
「
怒
る
」
を
、
原
罪
を
負
っ
た
人
間
の
弱
さ
の
た
め
に
ど
う
し
て
も
生
ぜ
ざ
る
を
え
な
い
、
克

服さ
れ
え
な
い
心
の
衝
動
（
ヨ
o
巨
ω
9
。
巳
巳
）
と
し
て
の
悪
い
怒
り
（
目
既
餌
冨
）
と
し
て
解
釈
す
る
。
た
だ
し
こ
の
衝
動
と
し
て
の
怒
り

自
身
は
い
ま
だ
罪
で
は
な
く
、
容
認
さ
れ
う
る
も
の
と
み
な
さ
れ
る
。
そ
の
と
き
詩
編
第
四
編
五
節
は
「
た
と
え
あ
な
た
が
た
は
怒
っ
て



も
、
罪
を
犯
す
ほ
ど
に
怒
っ
て
は
な
ら
な
い
」
と
い
う
意
味
に
解
釈
さ
れ
る
。

　
伝
統的
解
釈
の
第
二
の
も
の
は
、
こ
の
「
怒
る
」
を
、
自
分
の
罪
に
対
し
て
怒
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
罪
を
憎
み
義
を
愛
す
る
善
い
怒
り

（び
o富
凶
同
帥
）
と
し
て
解
釈
す
る
。
そ
の
と
き
詩
編
第
四
編
五
節
は
「
あ
な
た
が
た
は
自
分
の
過
去
の
罪
の
ゆ
え
に
、
自
分
に
対
し
て
怒
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
り

な
さ
い
。
そ
し
て
今
後
は
罪
を
犯
さ
な
い
よ
う
に
し
な
さ
い
」
と
い
う
意
味
に
な
る
。

　す
で
に
一
、
で
見
た
よ
う
に
ル
タ
ー
は
は
じ
め
第
一
回
詩
編
講
義
の
第
四
編
五
節
の
注
解
に
お
い
て
は
、
二
つ
の
伝
統
的
解
釈
の
う
ち

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ヨ
リ

も
っ
ぱ
ら
第
二
の
解
釈
を
と
っ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
彼
は
第
二
回
詩
編
講
義
に
お
い
て
第
四
編
五
節
の
「
怒
る
」
に
つ
い
て
明
確
に
第
一

の

解釈
を
と
る
よ
う
に
な
っ
た
。
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
こ
の
箇
所
で
『
あ
な
た
が
た
は
怒
る
』
と
い
う
言
葉
は
、
罪
に
対
抗
す
る

良
い
怒
り
へ
の
命
令
あ
る
い
は
勧
め
で
は
な
く
、
不
当
に
対
す
る
悪
い
怒
り
の
許
し
あ
る
い
は
容
認
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
と

いう
の
は
そ
の
悪
い
怒
り
は
、
肉
の
不
可
避
の
克
服
し
え
な
い
弱
さ
の
た
め
だ
か
ら
で
あ
る
」
（
≧
ミ
r
b
。
℃
H
°
。
9
①
律
）
。
第
二
の
解
釈
か
ら

第
一
の
解
釈
へ
の
変
化
を
も
た
ら
し
た
要
因
と
し
て
、
第
二
の
解
釈
を
支
え
て
い
た
第
一
回
詩
編
講
義
に
お
け
る
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
理

解
（
と
く
に
『
告
白
』
第
九
巻
第
四
章
に
お
け
る
詩
編
第
四
編
五
節
の
解
釈
）
、
ヘ
ブ
ラ
イ
語
理
解
（
ロ
イ
ヒ
リ
ン
に
よ
っ
て
「
第
三
者

の

他動
詞
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
ヒ
フ
イ
ル
形
の
理
解
）
、
パ
ウ
ロ
理
解
（
と
く
に
エ
フ
ェ
ソ
書
第
四
章
二
六
節
以
下
の
理
解
）
の
発
展
的

な
変
化
が
あ
げ
ら
れ
る
。
ル
タ
ー
は
第
四
編
五
節
と
の
関
連
で
は
も
は
や
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
『
告
白
』
の
言
葉
（
そ
れ
は
詩
編
第
四

編
五節
に
つ
い
て
第
二
の
解
釈
を
と
る
）
は
引
か
ず
、
た
だ
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
『
詩
編
注
解
』
で
区
分
さ
れ
た
二
つ
の
解
釈
の
第
一

の解
釈
の
み
へ
集
申
し
て
い
く
（
ヒ
く
諺
b
o
糟
H
o
o
O
矯
り
凍
）
。
そ
こ
で
は
「
心
の
衝
動
（
目
o
ε
ω
m
巳
巨
）
」
、
「
克
服
で
き
な
い
肉
の
欲

（
8
湾
ξ
同
ω
8
匿
巴
毫
凶
艮
巨
回
ω
）
」
と
い
う
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
に
よ
っ
て
用
い
ら
れ
て
い
た
、
よ
り
具
体
的
、
人
間
学
的
概
念
へ
の
、

ル
タ
ー
の
関
心
の
深
ま
り
が
う
か
が
え
る
。
次
に
ヘ
ブ
ラ
イ
語
の
理
解
に
つ
い
て
は
、
第
一
回
詩
編
講
義
に
お
い
て
「
あ
な
た
が
た
は
怒

ル
タ
ー
の
詩
編
解
釈
に
お
け
る
悔
い
改
め
と
沈
黙
（
竹
原
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
四
一



一
四

二

る
」
の
ラ
テ
ン
語
、
・
H
冨
ω
9
目
巨
・
．
の
ベ
ブ
ラ
イ
語
ず
α
q
N
、
、
の
第
三
者
の
他
動
詞
用
法
（
ヒ
フ
イ
ル
）
を
考
え
て
い
た
が
（
≦
〉
α
9
b
。
為
ρ

b
。

H抽壽
恥
H
b
。
9
藻
゜
）
、
第
二
回
詩
編
講
義
で
は
、
ヘ
ブ
ラ
イ
語
理
解
の
進
歩
に
よ
っ
て
、
こ
の
箇
所
で
は
そ
の
第
三
者
の
他
動
詞
用
法

が当
た
ら
な
い
と
判
断
す
る
に
至
る
。
ま
た
ヘ
ブ
ラ
イ
語
の
意
味
理
解
の
拡
大
に
よ
っ
て
、
．
．
欝
ω
9
日
巨
、
、
に
当
た
る
ヘ
ブ
ラ
イ
語
・
．
H
α
q
N
．
、

は
、
単
に
「
怒
る
こ
と
」
の
み
な
ら
ず
、
心
の
動
揺
を
広
く
意
味
す
る
こ
と
も
知
る
に
至
る
（
諺
≦
＞
b
。
”
H
°
。
9
H
や
H
°
。
8
H
）
。
ア
ウ
グ
ス

テ
ィ
ヌ
ス
が
詩
編
第
四
編
五
節
と
の
関
連
で
パ
ウ
ロ
の
ロ
ー
マ
書
第
七
章
を
あ
げ
た
の
に
対
し
、
ル
タ
ー
は
さ
ら
に
、
ガ
ラ
テ
ヤ
書
第
五

章
一
七
節
、
エ
フ
ェ
ソ
書
第
四
章
二
六
節
を
も
あ
げ
て
、
肉
と
精
神
の
葛
藤
の
問
題
を
論
じ
る
。
ル
タ
ー
は
パ
ウ
ロ
が
エ
フ
ェ
ソ
書
第
四

　
　
　
　
　
ハ
　
り

章
二
六
節
で
詩
編
第
四
編
五
節
を
引
用
し
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
、
エ
フ
ェ
ソ
書
第
四
章
二
六
節
後
半
の
言
葉
「
日
が
暮
れ
る
ま
で
怒
っ

た
ま
ま
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
」
、
お
よ
び
そ
れ
に
続
く
エ
フ
ェ
ソ
書
第
四
章
三
一
節
の
言
葉
「
無
慈
悲
、
憤
り
、
怒
り
、
わ
め
き
、
そ
し

り
な
ど
す
べ
て
を
、
一
切
の
悪
意
と
一
緒
に
捨
て
な
さ
い
」
か
ら
、
パ
ウ
ロ
の
詩
編
第
四
編
五
節
の
解
釈
は
、
伝
統
的
な
二
つ
の
解
釈
の

う
ち
の
第
一
の
解
釈
で
あ
る
と
す
る
。

　
「
あ
な
た
が
た
は
怒
っ
て
も
」
の
第
一
の
解
釈
を
と
り
な
が
ら
も
ル
タ
ー
は
、
ス
コ
ラ
神
学
の
伝
統
的
概
念
「
最
初
の
衝
動
（
O
ユ
目
仁
ω

目
o
ε
ω
）
」
（
塁
諺
b
o
u
］
°
Q
o
刈
℃
H
ω
廟
　
H
Q
o
㊤
》
b
o
α
）
、
お
よ
び
そ
れ
に
よ
る
「
小
罪
（
や
0
8
餌
窪
目
く
o
巳
巴
o
）
」
と
「
大
罪
（
需
。
8
ε
ヨ
ヨ
o
溝
巴
①
）
」

と
の
区
分
（
峯
＞
b
o
脚
H
Q
o
刈
噂
H
心
“
　
H
Q
o
Q
o
”
㊤
l
H
H
）
に
は
批
判
的
で
あ
る
。
ル
タ
ー
は
怒
り
そ
の
も
の
を
、
い
ま
だ
罪
で
は
な
い
心
の
自
然
的

衝動
（
日
o
け
房
ロ
讐
嘆
巴
帥
ω
）
と
し
て
認
め
て
は
い
た
が
、
し
か
し
そ
れ
に
よ
っ
て
ゆ
る
さ
れ
な
い
大
罪
と
ゆ
る
さ
れ
る
小
罪
と
を
区
分
す

る
こ
と
に
は
反
対
す
る
。
と
い
う
の
は
ル
タ
ー
は
罪
を
、
そ
の
よ
う
な
区
分
を
超
え
た
も
め
、
最
初
の
衝
動
の
一
時
の
み
な
ら
ず
人
間
の

全時
間
を
支
配
し
て
い
る
も
の
、
人
間
の
罪
意
識
を
超
え
、
意
識
に
は
隠
さ
れ
た
次
元
を
も
支
配
し
て
い
る
も
の
と
み
な
す
か
ら
で
あ
る

（

塁
b
。
』
°
。
°
。
㍉
O
l
H
°
。
P
刈
）
。
ル
タ
ー
は
ス
コ
ラ
神
学
の
大
小
の
罪
の
区
分
に
よ
っ
て
罪
意
識
か
ら
解
放
さ
れ
る
こ
と
を
説
く
の
で
な
く
、



9

罪
の
深
い
自
覚
を
経
た
真
実
な
悔
い
改
め
に
よ
っ
て
罪
か
ら
の
本
当
の
解
放
が
得
ら
れ
る
こ
と
を
説
く
（
≧
謬
b
。
藁
゜
。
ρ
H
I
刈
）
。

　
「
あ
な
た
が
た
は
怒
っ
て
も
」
の
第
一
の
解
釈
に
せ
よ
、
「
あ
な
た
が
た
は
怒
り
な
さ
い
」
の
第
二
の
解
釈
に
せ
よ
、
い
ず
れ
も
詩
編
第

四
編
五
節
前
半
を
悔
い
改
め
の
観
点
か
ら
解
釈
し
て
い
る
。
こ
の
悔
い
改
め
の
主
題
は
、
当
節
前
半
だ
け
で
完
結
し
て
成
り
立
っ
て
い
る

の

でな
い
。
当
節
前
半
の
主
題
は
、
当
節
後
半
最
後
の
言
葉
「
悔
い
改
め
な
さ
い
」
（
℃
ω
O
）
へ
の
つ
な
が
り
に
お
い
て
、
ま
た
こ
の
最
後

の

言葉
か
ら
照
ら
し
返
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
悔
い
改
め
と
し
て
確
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
当
節
前
半
と
当
節
後
半
の
関
係
は
、

前
半
の
悔
い
改
め
の
主
題
が
後
半
の
沈
黙
の
主
題
に
受
け
継
が
れ
、
深
化
さ
れ
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
当
節
は
前
半
と
後
半

と
が
切
り
離
さ
れ
て
解
釈
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
く
、
節
全
体
と
し
て
解
釈
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
こ
か
ら
悔
い
改
め
と
沈
黙
の
主
題

が明
確
化
さ
れ
る
。
さ
ら
に
（
す
で
に
ル
タ
ー
が
第
三
節
と
第
五
節
の
関
連
を
指
示
し
て
い
る
よ
う
に
）
第
五
節
内
の
み
な
ら
ず
、
第
五

節
前
後
の
節
と
の
関
連
も
考
慮
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
で
に
第
一
回
詩
編
講
義
の
中
で
第
四
編
五
節
が
前
節
と
の
つ
な
が
り
で
解

釈さ
れ
、
悔
い
改
め
は
人
間
の
心
情
に
お
け
る
独
立
し
た
は
た
ら
き
で
あ
り
え
ず
、
た
だ
真
の
救
い
主
が
示
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
（
第

四編
三
－
四
節
）
、
そ
こ
か
ら
真
の
悔
い
改
め
も
引
き
起
こ
さ
れ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
と
お
り
で
あ
る
（
葦
ω
も
倉
゜
。
）
。
ま
た
第
二
回
詩

編
講義
で
も
当
節
の
勺
゜
。
閏
の
検
討
に
際
し
て
、
ま
ず
三
節
か
ら
五
節
へ
の
流
れ
が
考
察
さ
れ
る
（
〉
ぐ
謬
N
℃
H
Q
o
膳
℃
H
ω
I
H
Q
o
O
”
ω
）
。
当
節
前

半
だ
け
か
ら
で
は
、
悔
い
改
め
と
沈
黙
の
関
わ
り
は
ま
だ
問
題
に
な
り
え
な
い
。
後
半
と
の
関
わ
り
で
は
じ
め
て
沈
黙
の
問
題
が
生
じ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
リ
リ

そ
こ
で
悔
い
改
め
と
沈
黙
の
か
か
わ
り
が
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　さ
ら
に
ま
た
第
二
回
詩
編
講
義
で
は
、
当
節
前
半
の
注
解
の
最
後
に
、
悔
い
改
め
に
ふ
さ
わ
し
い
時
と
し
て
の
「
夕
方
」
の
意
味
が
考

察
さ
れ
て
い
る
。
悔
い
改
め
が
さ
れ
る
べ
き
時
で
あ
る
と
同
時
に
沈
黙
に
入
る
べ
き
時
と
し
て
の
「
夕
方
」
を
媒
介
と
し
て
、
悔
い
改
め

と
沈
黙
の
関
わ
り
が
示
唆
さ
れ
る
（
諺
壽
b
o
”
H
o
◎
㊤
℃
Q
o
l
H
軽
）
。
「
夕
方
」
と
い
う
言
葉
は
詩
編
四
編
五
節
に
出
て
こ
な
い
が
、
こ
の
詩
編
の

ル
タ
ー
の
詩
編
解
釈
に
お
け
る
悔
い
改
め
と
沈
黙
（
竹
原
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
四
三



一
四
四

箇
所
を
引
用
し
た
エ
フ
ェ
ソ
書
第
四
章
二
六
節
に
「
怒
っ
て
も
罪
を
犯
し
て
は
な
ら
な
い
。
日
が
暮
れ
る
ま
で
怒
っ
た
ま
ま
で
あ
っ
て
は

な
ら
な
い
」
と
言
わ
れ
、
「
日
が
暮
れ
る
ま
で
に
」
す
な
わ
ち
「
夕
方
」
ま
で
に
怒
り
が
し
ず
め
ら
れ
る
べ
き
こ
と
が
言
わ
れ
て
い
る
。
こ

こ
か
ら
ル
タ
ー
は
、
夕
方
が
、
一
日
の
業
を
終
え
、
心
静
ま
り
、
一
日
を
振
り
返
り
、
自
分
を
反
省
し
、
そ
の
日
犯
し
た
罪
を
悔
い
る
の

に

最も
ふ
さ
わ
し
い
時
で
あ
る
と
み
な
し
て
い
る
。
た
だ
し
ル
タ
ー
に
お
い
て
こ
の
静
け
さ
は
、
単
に
外
的
人
間
的
静
け
さ
で
は
あ
り
え

ず
、
神
の
前
で
の
宗
教
的
静
け
さ
、
す
な
わ
ち
そ
こ
で
隠
さ
れ
て
い
た
自
分
の
罪
が
あ
ら
わ
に
さ
れ
、
隠
さ
れ
た
罪
を
も
裁
く
神
が
お
そ

れら
れ
る
べ
き
状
況
と
し
て
の
静
け
さ
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
夕
方
が
静
け
さ
の
時
、
沈
黙
の
時
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
夕
方
と
い
う
概
念

を
媒
介
と
し
て
、
第
四
編
五
節
前
半
の
悔
い
改
め
と
後
半
の
沈
黙
と
が
結
び
つ
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

二ー
二
　
「
沈
黙
し
な
さ
い
（
コ
ω
エ
）
。
セ
ラ
」
の
解
釈

　
「
心
の
中
で
語
る
」
と
は
、
「
黙
想
す
る
こ
と
（
百
o
α
沖
巴
）
」
で
あ
り
、
そ
れ
を
受
け
て
、
「
あ
な
た
が
た
は
沈
黙
し
な
さ
い
。
セ
ラ
」
が

続く
。
第
二
回
詩
編
講
義
に
お
い
て
ル
タ
ー
は
勺
ω
出
に
よ
っ
て
詩
編
四
編
五
節
後
半
を
解
釈
す
る
（
〉
＜
雰
b
o
℃
H
o
◎
㊤
り
目
朝
聴
）
。
本
文
は
次
の

と
お
り
で
あ
る
。
「
あ
な
た
が
た
は
、
あ
な
た
が
た
の
心
の
中
で
、
あ
な
た
が
た
の
寝
室
の
中
で
、
語
り
な
さ
い
。
そ
し
て
沈
黙
し
な
さ

い
。
セ
ラ
」
。
ル
タ
ー
は
「
沈
黙
し
な
さ
い
」
と
直
接
に
沈
黙
を
指
示
す
る
部
分
だ
け
で
な
く
、
第
五
節
後
半
全
体
を
、
沈
黙
を
主
題
に
す

る
も
の
と
し
て
解
釈
す
る
（
〉
蓄
b
。
狽
㊤
ど
罫
「
こ
の
沈
黙
を
、
こ
の
節
は
教
え
る
」
）
。
す
な
わ
ち
「
…
…
語
り
な
さ
い
」
と
言
わ
れ
て

いる
部
分
も
、
最
後
の
「
沈
黙
し
な
さ
い
」
と
の
関
連
で
、
ま
た
そ
こ
へ
向
け
て
解
釈
す
る
。
末
尾
の
「
セ
ラ
」
も
「
沈
黙
し
な
さ
い
」
と

の関
連
で
解
釈
す
る
。
ま
た
諄
出
で
「
沈
黙
し
な
さ
い
」
と
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
が
、
諄
O
で
は
「
悔
い
改
め
な
さ
い
」
と
な
っ
て
い

る
が
、
そ
の
相
違
す
る
両
聖
書
の
調
停
を
、
こ
の
「
…
…
語
り
な
さ
い
」
の
部
分
の
解
釈
か
ち
導
き
出
す
。
第
五
節
後
半
の
「
沈
黙
」
を



主

題と
し
た
ル
タ
ー
の
解
釈
は
、
「
悔
い
改
め
」
を
主
題
と
し
た
前
半
の
解
釈
と
一
緒
に
考
察
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
ル
タ
ー

自
身
が
第
五
節
を
、
先
行
す
る
第
三
－
四
節
と
の
関
連
で
解
釈
し
て
い
る
よ
う
に
、
第
五
節
の
解
釈
を
第
四
編
全
体
と
の
関
連
で
も
見
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
に
よ
っ
て
こ
の
箇
所
の
「
沈
黙
し
な
さ
い
」
の
意
味
が
こ
れ
ら
の
関
連
の
中
で
規
定
さ
れ
、
明
ら
か
に
な
る
か

ら
で
あ
る
。

　
はじ
め
に
「
寝
室
の
申
で
」
（
≧
奉
b
。
婚
H
°
。
ρ
H
①
）
が
解
釈
さ
れ
る
。
ル
タ
ー
は
こ
れ
を
身
体
的
孤
独
と
静
寂
の
意
味
に
と
る
。
「
寝
室

の中
で
」
は
、
第
五
節
前
半
の
注
解
の
最
後
で
論
じ
ら
れ
た
、
悔
い
改
め
に
ふ
さ
わ
し
い
時
と
し
て
の
「
夕
方
」
に
つ
な
が
る
も
の
で
あ

る
。
「
夕
方
」
は
静
寂
の
時
を
表
し
、
「
寝
室
」
は
静
寂
の
場
を
表
す
。
第
一
回
詩
編
講
義
で
「
寝
室
」
が
情
欲
の
場
と
解
釈
さ
れ
た
の
と

対
照
を
な
す
。
ル
タ
ー
は
「
寝
室
の
中
で
」
を
「
寝
室
の
中
へ
」
と
同
義
と
み
な
し
、
そ
れ
を
「
祈
る
と
き
は
、
寝
室
の
中
へ
入
り
、
戸

を
閉
じ
な
さ
い
」
（
マ
タ
イ
第
六
章
六
節
）
と
い
う
キ
リ
ス
ト
の
教
え
に
結
び
つ
け
る
（
≧
ミ
ド
b
。
噂
H
°
。
P
ド
O
龍
）
。
こ
の
寝
室
は
喧
喋
か
ら

逃
れ
、
ひ
と
り
に
な
る
場
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
「
寝
室
の
中
で
」
は
、
身
体
が
隔
離
さ
れ
、
口
が
閉
ざ
さ
れ
る
、
身
体
的
な
意
味
で
の

沈
黙
の
場
と
し
て
解
釈
さ
れ
る
。
た
だ
し
ル
タ
ー
に
よ
れ
ば
、
そ
う
い
う
身
体
的
な
意
味
で
の
孤
独
と
静
寂
は
、
霊
的
な
神
の
事
柄
に

と
っ
て
有
益
と
も
有
害
と
も
な
り
う
る
（
諺
壽
b
。
㍉
O
b
。
”
目
中
「
逃
れ
る
こ
と
と
孤
独
と
は
こ
の
試
練
に
対
し
て
は
役
立
つ
が
、
別
の
あ

る
試
練
に
は
危
険
で
あ
る
」
）
。

　そ
こ
か
ら
「
心
の
中
で
、
寝
室
の
中
で
、
語
り
な
さ
い
」
が
「
自
分
自
身
に
語
る
」
（
〉
ミ
＞
b
。
㍉
O
ρ
b
。
）
の
意
味
に
解
釈
さ
れ
る
。
身

体的
孤
独
そ
の
も
の
が
重
要
な
の
で
な
く
、
ひ
と
り
に
な
る
こ
と
、
そ
れ
に
よ
っ
て
言
葉
が
自
分
へ
向
け
ら
れ
る
こ
と
が
重
要
と
さ
れ
る
。

言葉
が
自
分
へ
向
け
ら
れ
る
と
は
、
言
葉
が
外
へ
向
け
て
発
せ
ら
れ
な
い
限
り
に
お
い
て
沈
黙
で
あ
り
、
事
柄
と
し
て
自
己
反
省
す
る
こ

と
で
あ
る
。
言
葉
の
向
け
ら
れ
る
方
向
が
、
他
者
か
ら
自
分
へ
転
換
す
る
こ
と
は
、
他
者
の
罪
を
告
発
す
る
こ
と
か
ら
自
分
の
罪
を
告
発

ル
タ
ー
の
詩
編
解
釈
に
お
け
る
悔
い
改
め
と
沈
黙
（
竹
原
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
四
五
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す
る
こ
と
へ
転
換
す
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
は
悔
い
改
め
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
の
と
き
自
分
の
心
の
中
で
自
分
自
身
と
の
対
話

が
生じ
る
。
た
だ
そ
の
言
葉
は
外
へ
向
け
ら
れ
ず
、
あ
く
ま
で
も
自
分
の
内
へ
向
け
ら
れ
る
の
で
、
そ
の
後
の
「
沈
黙
し
な
さ
い
」
が
続

く
こ
と
に
な
る
。

　さ
ら
に
「
心
の
中
で
語
り
な
さ
い
」
と
い
う
言
葉
が
示
す
よ
う
に
、
言
葉
が
自
分
に
向
け
ら
れ
る
と
き
、
自
分
の
中
心
は
「
心
」
で
あ

る
。
「
心
の
中
で
語
る
」
と
言
わ
れ
る
と
き
、
語
る
器
官
は
口
か
ら
心
へ
転
換
さ
れ
る
。
外
的
な
口
で
な
く
内
的
な
心
が
問
題
で
あ
る
。
と

いう
の
は
口
で
叫
び
騒
ぐ
こ
と
自
身
が
抑
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
な
く
、
口
で
叫
び
騒
ぐ
こ
と
に
よ
っ
て
心
で
怒
る
こ
と
が
抑

え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
口
で
叫
ぶ
こ
と
と
心
で
怒
る
こ
と
と
は
連
動
し
て
い
る
の
で
、
口
の
叫

びは
怒
り
の
情
動
の
う
ち
に
数
え
ら
れ
る
（
諺
≦
諺
卜
。
㍉
゜
。
P
b
。
H
占
り
ρ
b
。
）
。
口
の
叫
び
を
心
の
中
で
語
る
こ
と
へ
転
換
す
る
と
き
、
怒
り

は
抑
え
ら
れ
る
。
と
い
う
の
は
口
の
叫
び
は
、
他
人
に
向
け
て
他
人
の
罪
を
告
発
し
責
め
る
こ
と
で
あ
る
の
に
対
し
、
心
の
中
で
語
る
こ

と
は
、
自
分
の
心
の
中
で
自
分
の
罪
を
自
覚
し
、
謙
虚
に
さ
れ
る
こ
と
だ
か
ら
で
あ
る
。

　さ
ら
に
ル
タ
ー
は
「
心
の
中
で
語
る
こ
と
」
を
「
口
を
心
へ
向
け
る
こ
と
」
や
「
口
を
心
の
中
に
も
つ
こ
と
」
と
言
い
表
す
。
彼
は
そ

れを
「
言
葉
を
舌
に
も
つ
こ
と
」
や
「
心
を
口
の
中
に
も
つ
こ
と
」
と
対
立
さ
せ
る
。
す
な
わ
ち
「
心
を
口
の
中
に
も
つ
こ
と
」
は
「
愚

か
に

語る
こ
と
」
で
あ
る
の
に
対
し
、
「
口
を
心
に
も
つ
こ
と
」
は
「
賢
明
に
語
る
こ
と
」
で
あ
る
と
、
対
称
表
現
に
よ
っ
て
言
い
表
す

（〉≦
＞
b
。
㍉
㊤
ど
b
。
ω
l
H
㊤
b
。
”
㊤
）
。
す
な
わ
ち
「
心
の
中
で
語
る
」
は
、
口
の
は
た
ら
き
で
な
く
、
心
の
認
識
の
は
た
ら
き
と
さ
れ
る
。
賢
明

に
と
は
、
隠
さ
れ
た
も
の
を
認
識
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
隠
さ
れ
た
も
の
と
は
、
神
の
は
た
ら
き
と
そ
の
仕
方
（
≧
＜
＞
b
o
噂
］
°
O
劇
℃
］
°
）
で

あ
り
、
賢
明
な
認
識
な
し
に
は
つ
ま
ず
か
ざ
る
を
え
な
い
も
の
で
あ
る
。
そ
の
隠
さ
れ
た
も
の
を
認
識
す
る
た
め
に
は
心
の
特
別
な
熱
心

が
必要
で
あ
る
。
心
の
こ
の
熱
心
な
は
た
ら
き
を
、
ル
タ
ー
は
中
世
の
伝
統
的
な
修
道
用
語
で
あ
る
「
黙
想
（
日
Φ
魯
豊
o
）
」
を
も
っ
て
言



　
　
　
　
ハ
け
り

い表
す
。
「
心
の
中
で
語
る
」
は
ま
た
「
自
分
自
身
と
よ
く
黙
想
す
る
」
（
峯
b
。
弘
㊤
ど
b
。
ω
）
と
言
い
表
さ
れ
る
。
黙
想
は
自
分
の
心
の

中
の
最
も
奥
深
く
で
思
い
、
語
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
が
口
に
よ
る
言
葉
を
超
え
た
心
の
奥
深
い
と
こ
ろ
で
の
は
た
ら
き
で
あ
る
ゆ
え
に
、

そ
の
後
の
「
沈
黙
し
な
さ
い
」
へ
続
く
。
と
こ
ろ
で
ル
タ
ー
に
お
い
て
黙
想
は
人
間
の
心
の
中
で
の
内
在
的
は
た
ら
き
で
あ
る
に
と
ど
ま

ら
ず
、
そ
こ
で
神
の
言
葉
と
関
わ
る
超
越
的
は
た
ら
き
で
も
あ
る
。
ル
タ
ー
の
黙
想
に
お
い
て
は
超
越
と
内
在
、
受
動
と
能
動
が
逆
説
的

に
結
び
つ
い
て
い
る
。
と
い
う
の
は
黙
想
が
行
わ
れ
る
「
心
の
中
」
は
、
単
に
自
己
内
在
的
場
で
な
く
、
「
神
の
前
」
を
表
し
、
そ
こ
で
自

己
が
神
と
出
会
い
、
自
己
の
罪
を
認
識
し
、
裁
か
れ
ま
た
ゆ
る
さ
れ
る
、
超
越
的
場
で
も
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
上
述
し
た
他
の
人
か
ら
自

己
へ
の
、
ま
た
口
か
ら
心
へ
の
転
換
に
続
い
て
、
心
の
中
で
の
黙
想
に
よ
っ
て
、
自
己
（
そ
の
中
心
は
心
）
か
ら
神
へ
の
転
換
が
起
こ
る
。

そ
し
て
心
が
自
己
か
ら
神
へ
向
き
を
変
え
る
こ
と
が
本
来
の
意
味
で
の
悔
い
改
め
（
ヘ
ブ
ラ
イ
麺
ω
ぎ
げ
昌
、
ギ
リ
シ
ア
語
”
焉
d
9
ぐ
o
§
）

であ
る
。

　と
こ
ろ
で
ル
タ
ー
は
自
己
か
ら
神
へ
の
転
換
を
、
聖
書
の
諸
箇
所
、
イ
ザ
ヤ
第
三
〇
章
一
五
節
、
出
エ
ジ
プ
ト
第
一
四
章
一
四
節
、
詩

編
第
三
六
（
三
七
）
編
、
第
六
四
（
六
五
）
編
な
ど
を
典
拠
と
し
て
「
沈
黙
す
る
こ
と
（
巴
興
P
け
8
臼
Φ
）
」
と
し
て
言
い
表
す
。
沈
黙
を

思

弁的
神
秘
主
義
者
の
よ
う
に
思
弁
に
よ
っ
て
導
き
出
す
の
で
な
く
、
聖
書
に
基
づ
か
せ
る
と
こ
ろ
に
ル
タ
ー
の
特
徴
が
あ
る
。
詩
編
第

五編
一
二
節
の
注
解
で
は
、
神
の
名
（
昌
o
日
o
昌
α
Φ
同
）
に
つ
い
て
の
デ
ィ
オ
ニ
シ
ウ
ス
・
ア
レ
オ
パ
ギ
タ
の
理
解
と
ル
タ
i
自
身
の
理
解
の

対
比
がさ
れ
る
。
た
だ
し
第
一
回
詩
編
講
義
第
六
四
（
六
五
）
編
で
は
ア
レ
オ
パ
ギ
タ
的
神
秘
・
王
義
的
沈
黙
も
評
価
さ
れ
、
ま
た
第
二
回

詩編
講
義
第
四
編
三
節
で
も
神
秘
主
義
的
脱
自
（
Φ
×
ω
什
9
0
ω
一
ω
）
に
よ
る
沈
黙
が
容
認
さ
れ
て
い
る
。
と
い
う
の
は
聖
書
が
説
く
神
へ
の
向
き

直
り
の
際
、
自
己
審
判
と
自
己
否
定
が
起
こ
り
、
そ
の
自
己
否
定
は
言
葉
の
局
面
に
お
い
て
沈
黙
と
し
て
現
れ
る
と
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

そ
れ
は
脱
自
に
お
け
る
沈
黙
と
し
て
神
秘
主
義
的
で
も
あ
る
。

ル
タ
ー
の
詩
編
解
釈
に
お
け
る
悔
い
改
め
と
沈
黙
（
竹
原
）
．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
四
七
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　そ
の
場
合
の
「
沈
黙
す
み
」
は
単
，
に
「
口
が
制
せ
ら
れ
る
こ
と
」
を
意
味
す
る
だ
け
で
な
く
、
「
お
よ
そ
騒
ぎ
と
反
対
の
忍
耐
と
静
寂
」

を
も
意
味
す
る
。
さ
ら
に
こ
の
「
沈
黙
す
る
」
は
ヘ
ブ
ラ
イ
語
で
「
墓
（
臼
暴
）
」
と
語
源
を
同
じ
く
す
る
と
こ
ろ
か
ら
、
人
間
の
存
在

が
止む
こ
と
、
存
在
全
体
と
し
て
沈
黙
に
入
る
こ
と
（
け
O
け
口
ω
陣
口
ω
埠
O
目
け
博
口
昌
戸
凶
H
①
）
と
言
い
表
さ
れ
る
。
そ
し
て
そ
の
「
沈
黙
す
る
こ
と
」

の信
仰
的
意
味
は
、
自
己
の
力
に
で
は
な
く
、
神
の
み
に
信
頼
す
る
こ
と
、
神
に
自
己
の
す
べ
て
を
空
け
渡
す
こ
と
で
あ
る
と
さ
れ
る

（
諺
ぐ
茸
b
o
鳩
H
㊤
O
り
H
心
ー
ド
㊤
］
己
H
軽
）
。

　
勺
ω
山
に
よ
る
第
四
編
五
節
の
解
釈
の
後
に
、
勺
ω
Ω
の
同
箇
所
の
解
釈
が
続
き
（
〉
華
b
o
鷺
H
り
b
o
℃
H
α
自
）
、
最
後
に
（
諺
≦
＞
b
。
”
H
㊤
ω
噛
ω
龍
）

両詩
編
本
文
間
の
調
停
が
は
か
ら
れ
る
。
と
く
に
両
者
間
の
最
大
の
相
違
点
で
あ
る
「
沈
黙
す
る
」
（
勺
ω
国
）
と
「
悔
い
改
め
る
」
（
勺
ω
O
）

と
の
一
致
が
探
求
さ
れ
る
。
す
で
に
上
述
の
解
釈
で
示
さ
れ
た
よ
う
に
、
第
四
編
五
節
前
半
の
主
題
と
さ
れ
た
「
悔
い
改
め
」
は
、
「
怒
る

こ
と
」
と
反
対
の
あ
り
方
と
し
て
「
沈
黙
」
へ
方
向
づ
け
ら
れ
て
い
た
。
ま
た
第
四
編
五
節
後
半
の
主
題
と
さ
れ
た
「
沈
黙
」
は
、
単
に

口を
抑
え
る
こ
と
で
な
く
、
心
の
あ
り
方
と
し
て
自
己
を
全
く
神
に
空
け
渡
す
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
は
悔
い
改
め
の
本
質
で
あ
る
と
み
な

さ
れ
た
。
そ
れ
ゆ
え
第
四
編
五
節
の
前
半
と
後
半
と
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
解
釈
に
よ
っ
て
互
い
に
関
連
づ
け
ら
れ
、
近
づ
け
ら
れ
て
い
る
。

両
者
の
一
致
に
つ
い
て
ル
タ
ー
は
最
後
に
ま
と
め
と
し
て
次
の
よ
う
に
言
う
。
「
わ
た
し
の
判
断
で
は
、
そ
の
一
致
は
次
の
よ
う
な
も
の

であ
る
。
す
な
わ
ち
怒
っ
た
者
は
心
へ
立
ち
帰
る
こ
と
に
よ
っ
て
悔
い
改
め
、
自
分
が
騒
い
だ
こ
と
の
ゆ
え
に
自
分
を
悪
か
っ
た
と
思
う
。

そ
し
て
こ
の
よ
う
に
し
て
悔
い
改
め
の
力
に
よ
っ
て
、
こ
こ
で
述
べ
た
沈
黙
に
最
も
近
づ
く
」
（
塁
b
o
℃
H
㊤
ω
℃
癖
陰
）
。
こ
こ
に
「
怒
り
」

を
契
機
と
し
て
生
じ
る
、
心
の
「
悔
い
改
め
」
と
口
の
「
沈
黙
」
と
の
つ
な
が
り
が
明
示
さ
れ
る
。
悔
い
改
め
と
沈
黙
の
関
係
は
、
沈
黙

が悔
い
改
め
の
前
提
と
も
な
り
結
果
と
も
な
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
一
方
で
「
心
へ
立
ち
帰
る
」
沈
黙
に
お
い
て
自
己
の
罪
が
自
覚
さ

れ悔
い
改
め
が
生
じ
る
。
他
方
で
悔
い
改
め
に
よ
っ
て
「
騒
ぎ
」
か
ら
沈
黙
へ
移
さ
れ
る
。
前
者
は
当
節
の
「
心
の
中
で
、
寝
室
の
中
で



語り
な
さ
い
」
の
解
釈
と
し
て
、
後
者
侭
当
節
の
「
沈
黙
し
な
さ
い
」
の
解
釈
と
し
て
成
り
立
つ
関
係
で
あ
る
。

　第
四
編
五
節
の
末
尾
に
、
勺
ω
O
と
℃
。
・
国
に
共
通
に
、
「
セ
ラ
」
と
い
う
語
が
付
記
さ
れ
て
い
る
。
文
献
学
的
に
は
確
定
不
可
能
な
こ
の

語に
つ
い
て
当
節
の
注
解
の
最
後
に
解
釈
さ
れ
る
。
「
セ
ラ
」
に
つ
い
て
は
す
で
に
第
三
編
三
節
に
初
出
の
際
に
詳
細
な
注
解
が
行
わ
れ

た
の
で
、
当
節
の
注
解
で
は
先
の
注
解
を
顧
み
る
と
こ
ろ
か
ら
は
じ
め
ら
れ
る
（
≧
ぎ
b
。
噛
H
㊤
G
。
レ
b
。
）
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
「
セ
ラ
」
は
、
情

動
（
静
o
窪
㎝
）
の
高
ま
り
の
極
に
お
い
て
生
じ
る
詩
編
朗
唱
の
休
止
を
意
味
す
る
と
解
釈
さ
れ
た
。
当
節
に
お
い
て
も
「
セ
ラ
」
は
情
動

の高
ま
り
を
表
す
と
み
な
さ
れ
る
が
、
こ
こ
で
の
情
動
は
、
不
正
を
受
け
て
怒
っ
た
者
が
キ
リ
ス
ト
に
よ
る
神
の
大
き
な
恵
み
を
知
っ
て

怒り
か
ら
解
放
さ
れ
、
静
ま
っ
て
沈
黙
す
る
と
き
に
も
つ
情
動
で
あ
る
。
そ
の
恵
み
の
大
き
さ
の
自
覚
が
情
動
を
高
め
、
詩
編
朗
唱
の
休

止を
も
た
ら
す
と
解
釈
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
こ
こ
で
は
「
セ
ラ
」
に
お
い
て
、
詩
編
本
文
の
意
味
内
容
と
し
て
の
沈
黙
と
、
詩
編
の
朗

唱
方
法
と
し
て
の
沈
黙
と
が
重
な
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
意
味
内
容
と
し
て
の
沈
黙
と
は
、
キ
リ
ス
ト
に
よ
っ
て
神
の
義
と
自
己
の
罪
を

自
覚
す
る
お
そ
れ
と
感
謝
の
沈
黙
で
あ
り
、
自
己
を
キ
リ
ス
ト
へ
空
け
渡
す
悔
い
改
め
の
沈
黙
で
あ
る
。
そ
の
朗
唱
方
法
と
し
て
の
沈
黙

と
は
、
悔
い
改
め
の
詩
編
歌
の
調
子
転
換
点
に
お
け
る
休
止
と
し
て
の
沈
黙
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
「
セ
ラ
」
に
よ
っ
て
も
、
悔
い
改
め

と
沈
黙
の
一
致
が
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
「
セ
ラ
」
の
考
察
は
、
第
一
回
詩
編
講
義
で
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
、
第
二
回
詩
編
講
義

に
固
有
な
も
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

悔
い
改
め
は
、
人
間
が
神
の
律
法
を
守
り
え
な
い
と
こ
ろ
で
、
し
か
も
な
お
神
の
律
法
を
愛
す
る
と
こ
ろ
で
成
り
立
つ
。
罪
の
自
覚
の

ル
タ
ー
の
詩
編
解
釈
に
お
け
る
悔
い
改
め
と
沈
黙
（
竹
原
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
四
九



一
五
〇

みな
ら
ず
、
神
の
愛
が
悔
い
改
め
の
要
因
で
あ
る
こ
と
を
ル
タ
ー
は
シ
ュ
タ
ウ
ピ
ッ
ツ
か
ら
学
ん
だ
。
そ
の
二
重
の
要
因
か
ら
、
悔
い
改

め
が
二
重
の
沈
黙
、
す
な
わ
ち
裁
き
の
お
そ
れ
に
よ
る
沈
黙
と
救
い
の
よ
ろ
こ
び
に
よ
る
沈
黙
と
に
結
び
つ
く
こ
と
を
、
ル
タ
ー
は
自
ら

の

経験
と
詩
編
本
文
を
と
お
し
て
確
認
し
、
そ
れ
を
詩
編
注
解
に
お
い
て
明
ら
か
に
し
た
。
た
だ
し
そ
の
沈
黙
は
い
ず
れ
も
沈
黙
自
身
で

完結
し
て
い
る
も
の
で
な
く
、
前
者
の
沈
黙
は
律
法
の
復
唱
と
、
後
者
の
沈
黙
は
神
賛
美
と
不
可
分
に
結
び
つ
い
て
い
る
こ
と
、
沈
黙
と

の結
び
つ
き
の
中
で
真
の
律
法
理
解
も
真
の
神
賛
美
も
生
じ
う
る
こ
と
を
彼
は
経
験
し
、
理
解
し
た
。
そ
し
て
彼
は
悔
い
改
め
と
結
び
つ

いた
沈
黙
の
中
に
、
神
と
人
間
と
の
、
言
葉
を
と
お
し
な
が
ら
言
葉
を
越
え
る
根
本
的
関
係
を
見
出
し
、
そ
れ
を
そ
の
関
係
を
示
す
詩
編

（た
と
え
ば
本
論
で
取
り
上
げ
た
第
四
編
）
の
注
解
に
お
い
て
明
ら
か
に
し
た
。

　　　　　　注

　
　
　
　
　
　
総
”
”
騰
離
雛
藩
駿
㍉
餌
慰
馨

（1
）
℃
ω
O
は
ギ
リ
シ
ア
語
訳
聖
書
（
セ
プ
チ
ュ
ア
ギ
ン
タ
）
に
よ
る
　
　
　
　
景
に
つ
い
て
の
参
考
文
献
と
し
て
、
戸
ω
9
≦
m
量
〈
9
0
q
Φ
。
。
。
ゴ
凶
9
8

　
　詩
編
、
℃
ω
国
は
ヘ
ブ
ラ
イ
語
聖
書
に
よ
る
詩
編
を
表
す
。
ル
タ
ー
　
　
　
　
α
Φ
H
即
Φ
♂
『
ヨ
馨
o
ユ
ω
o
げ
Φ
昌
ゆ
目
自
誓
o
o
δ
o
Q
す
H
8
°
。
が
あ
げ
ら
れ
る
。

　　
は
当
時
、
フ
ァ
ベ
ル
の
『
五
欄
組
詩
編
』
（
守
げ
。
「
ω
薯
巳
。
量
゜
・
蟻
　
（
3
）
伝
統
的
に
は
、
第
六
編
、
第
三
一
（
三
二
）
編
、
第
三
七
（
三
八
）

　　
”
b
ロ
貯
n
ロ
且
⑦
×
雰
巴
8
ユ
ロ
ヨ
゜
・
・
H
㎝
O
O
）
に
よ
っ
て
、
両
詩
編
を
読
ん
　
　
　
　
編
、
第
五
〇
（
五
一
〉
編
、
第
一
〇
一
（
一
〇
二
）
編
、
第
一
二
九

　　
で
い
た
。
ル
タ
ー
は
ヘ
ブ
ラ
イ
語
詩
編
と
相
違
す
る
ギ
リ
シ
ア
語
訳
　
　
　
　
（
＝
二
〇
）
編
、
第
一
四
二
（
一
四
三
）
編
の
七
つ
が
と
く
に
悔
い

　
　に
も
霊
的
意
味
を
見
出
し
て
い
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
改
め
の
詩
編
と
み
な
さ
れ
て
い
る
。

（2
）
　
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
『
告
白
』
第
九
巻
四
章
と
『
詩
編
注
解
』
第
　
　
（
4
V
　
ル
タ
ー
の
テ
キ
ス
ト
は
ワ
イ
マ
ー
ル
版
に
よ
る
。
毒
と
略
記
し
、

　
　
四

編

五節
の
解
釈
、
悔
い
改
め
の
思
想
に
関
し
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
　
　
　
　
以
下
の
数
字
は
巻
数
、
頁
数
、
行
数
を
表
す
。
た
だ
し
㎝
9
b
。
は
第



　
　
五
五
巻第
二
分
冊
を
表
す
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
み
な
さ
れ
て
い
た
。

（5
）
　
第
二
回
詩
編
講
義
に
お
け
る
解
釈
方
法
の
原
則
を
述
べ
た
も
の
と
　
　
（
1
0
）
第
一
回
詩
編
講
義
で
も
す
で
に
、
、
8
ヨ
薯
ロ
o
q
巨
ぎ
剛
・
．
と
、
．
訂
8
8
、
、

　
　し
て
、
「
だ
が
最
初
に
わ
れ
わ
れ
は
文
法
的
事
柄
を
見
な
け
れ
ば
な
　
　
　
　
と
の
相
違
が
問
題
に
さ
れ
、
両
者
の
調
停
が
試
み
ら
れ
て
い
る
。

　
　ら
な
い
。
た
だ
し
そ
れ
ら
を
神
学
的
事
柄
と
し
て
見
な
け
れ
ば
な
ら
　
　
　
　
≦
〉
α
伊
b
。
為
S
°
。
嚇
≦
〉
α
μ
N
ミ
層
H
O
占
b
。
°

　
　な

い
。
」
（
〉
≦
艶
N
b
。
P
野
ω
o
α
唱
ニ
ヨ
o
ひ
q
冨
ヨ
ヨ
m
け
剛
8
≦
α
①
国
5
β
9
　
（
1
1
）
竃
霞
斤
ぎ
2
同
8
㌍
竃
①
匪
冨
梓
剛
o
コ
げ
①
剛
ド
仁
匪
醇
℃
H
㊤
Q
。
↑
参
照
。
第
一
回
詩

　　
〈
①
建
ヨ
留
匪
㊦
9
0
職
゜
鉾
た
だ
し
〉
蓑
は
ア
ル
ヒ
ー
ブ
．
ワ
イ
マ
i
　
　
　
　
編
講
義
に
お
け
る
ヨ
①
α
団
雷
臥
は
内
在
的
理
性
的
は
た
ら
き
、
第
二
回

　
　
ル
版
）
が
あ
げ
ら
れ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
詩
編
講
義
に
お
け
る
3
0
鼻
巴
は
超
越
的
逆
説
的
は
た
ら
き
と
し

（6
）
　
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
『
詩
編
注
解
』
第
4
編
5
節
の
注
解
に
お
　
　
　
　
て
、
そ
れ
ぞ
れ
違
っ
た
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
も
つ
。

　
　
い
て
、
「
こ
れ
は
二
通
り
に
解
釈
さ
れ
う
る
。
［
つ
は
、
た
と
え
あ

　
　な
た
が
た
は
怒
っ
て
も
、
罪
を
犯
し
て
は
な
ら
な
い
、
と
い
う
解
釈

　
　
であ
る
。
…
…
も
う
一
つ
は
、
悔
い
改
め
な
さ
い
、
す
な
わ
ち
過
去

　
　に
過
ち
を
犯
し
た
自
分
自
身
に
怒
り
を
向
け
、
こ
れ
以
上
罪
を
犯
さ

　
　な
い
よ
う
に
し
な
さ
い
、
と
い
う
解
釈
で
あ
る
。
」
（
〉
ロ
胆
ω
ロ
コ
虞
9

　　
国
冨
器
帥
凶
8
窃
ぎ
℃
°
・
巴
ヨ
霧
゜
℃
°
・
声
9
℃
ピ
ω
ρ
◎
。
O
）
と
言
わ
れ
て
い

　
　
る

（7
）
　
ル
タ
ー
が
伝
統
的
第
一
、
第
二
の
解
釈
を
と
る
と
き
に
も
、
伝
統
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．

　
　的
な
ヨ
巴
鉱
鑓
と
げ
o
昂
冨
の
区
分
に
そ
の
ま
ま
従
っ
て
い
る
わ
け

　
　
で
は
な
い
。
そ
の
こ
と
は
ル
タ
ー
が
唱
①
0
8
ε
ヨ
く
Φ
巳
巴
o
と

　
　冨
9
卑
ロ
ヨ
ヨ
9
巨
①
の
区
分
を
危
険
な
考
え
と
し
て
否
定
し
て
い
る

　
　と
こ
ろ
か
ら
も
う
か
が
え
る
（
諺
≦
諺
N
H
°
。
°
。
輸
㊤
占
H
）
。

（8
）
　
た
だ
し
、
≦
諺
α
9
b
。
”
◎
。
8
お
跨
に
お
け
る
、
傲
慢
な
ユ
ダ
ヤ
人
の

　
　
愚
かな
怒
り
は
、
例
外
的
に
第
一
の
解
釈
で
あ
る
。

（9
）
　
ル
タ
ー
当
時
の
聖
書
学
で
は
、
エ
フ
ェ
ソ
書
は
使
徒
パ
ウ
ロ
の
書

ル
タ
ー
の
詩
編
解
釈
に
お
け
る
悔
い
改
め
と
沈
黙
（
竹
原
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
五
一


