
「
紫
式
部
日
記
」

に
関
す
る

「
紫
式
部
日
記
」
は
、
紫
式
部
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
も
の
と
見
て

ま
ず
間
違
い
な
さ
そ
う
だ
。
日
本
古
典
文
学
の
代
表
と
さ
れ
、
後
世

に
も
多
大
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
「
源
氏
物
語
」
を
著
し
た
紫
式
部
と

は
、
一
体
ど
う
い
う
人
間
で
あ
っ
て
、
ど
う
い
う
生
活
を
し
て
い
た

の
だ
ろ
う
か
。

時
は
一
条
朝
で
あ
り
、
紫
式
部
は
中
宮
彰
子
の
女
房
と
し
て
出
仕

し
て
い
る
。
中
官
彰
子
が
敦
成
親
王
を
御
出
産
あ
そ
ば
す
こ
と
に

よ
っ
て
、
そ
の
父
親
で
あ
る
道
長
と
そ
の
一
家
は
栄
華
を
極
め
て
い

く
。
そ
ん
な
中
で
、
紫
式
部
は
主
家
の
栄
華
を
喜
ば
し
く
思
い
な
が

ら
も
陶
酔
し
き
れ
ず
、
一
人
物
思
い
に
ふ
け
る
時
も
あ
る
。
そ
の
た

め
外
界
を
見
る
目
は
常
に
冷
静
で
あ
り
、
諸
行
事
の
模
様
の
描
写
も

驚
く
ほ
ど
詳
細
で
あ
る
。
ま
た
、
い
つ
し
か
そ
の
目
は
内
界
の
観
察

へ
と
移
行
し
、
紫
式
部
の
精
神
構
造
の
複
雑
さ
と
と
も
に
構
成
の
複

雑
さ
を
感
じ
さ
せ
る
。

「
紫
式
部
日
記
」
は
、
秋
山
度
氏
が
「
単
に
い
わ
ゆ
る
女
房
一
日
記

で
は
な
く
、
ま
た
随
筆
な
ど
と
い
わ
れ
る
べ
き
も
の
で
も
な
く
、
一

門
注
一
）

種
独
自
な
内
容
と
構
成
を
も
っ
て
い
る
」
と
評
し
て
お
ら
れ
る
よ
う

考
察

知

オヒ

美
智
子

に
、
一
見
し
て
そ
の
複
雑
さ
に
気
づ
く
。
と
り
わ
け
、
記
録
的
日
記

的
な
部
分
と
消
息
文
的
臨
想
的
な
部
分
が
併
存
し
て
お
り
、
両
者
が

連
な
っ
て
い
る
点
に
疑
問
が
も
た
れ
、
こ
れ
が
「
紫
式
部
日
記
」
の

不
可
解
さ
を
増
す
原
因
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
こ
で
は
先
行
文
献

を
参
考
に
し
な
が
ら
「
紫
式
部
日
記
」
の
内
容
を
捉
え
、
日
記
的
部

分
と
消
息
的
部
分
と
の
関
連
を
考
え
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の

構
成
を
明
ら
か
に
し
た
い
と
思
う
。

R
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マ
t

ω
冒
頭
を
め
ぐ
っ
て

日
記
的
部
分
と
消
息
文
的
部
分
の
併
存
に
関
す
る
問
題
と
並
ぶ
構

成
上
の
大
き
な
問
題
と
し
て
、
現
存
日
記
の
冒
頭
に
は
欠
落
が
あ
る

の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
、
古
来
盛
ん
に
論
じ
ら
れ

て
き
た
。
し
か
し
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
「
外
証
か
ら
す
れ
ば
首

（
注
三
）

欠
説
が
、
内
証
か
ら
す
れ
ば
反
対
説
が
そ
れ
ぞ
れ
有
利
に
思
わ
れ
」

る
の
で
あ
っ
て
、
資
料
も
出
尽
く
し
た
今
、
は
っ
き
り
と
し
た
答
え

を
出
す
こ
と
は
無
理
の
よ
う
で
あ
る
。
冒
頭
部
分
は
「
い
よ
／
＼
こ

れ
か
ら
筆
を
執
ろ
う
と
す
る
筆
者
の
水
の
如
く
澄
み
切
っ
た
心
境
が



（
注
三
〉

読
者
の
胸
に
迫
る
」
と
評
さ
れ
る
よ
う
に
序
章
的
性
格
を
も
っ
て
い

る
。
首
欠
論
者
も
こ
の
点
に
限
つ
て
は
積
極
的
に
否
定
す
る
術
を
も

た
な
か
っ
た
ら
し
く
、
こ
れ
が
非
首
欠
説
を
有
利
に
し
て
い
る
。
つ

ま
り
、
首
欠
で
あ
る
か
杏
か
ど
ち
ら
の
説
に
転
ん
だ
と
し
て
も
冒
頭

が
序
章
的
な
性
格
を
有
し
て
い
る
こ
と
に
は
変
わ
り
な
い
と
言
う
こ

と
が
で
き
よ
う
。

で
は
こ
こ
で
冒
頭
部
分
を
と
り
あ
げ
て
、
ど
の
よ
う
な
点
で
序
章

的
と
一
言
わ
れ
る
の
か
を
考
え
て
み
た
い
。

秋
の
け
は
ひ
入
り
た
つ
ま
ま
に
、
土
御
門
殿
の
有
様
、
い
は
む
か

た
な
く
を
か
し
。
池
の
わ
た
り
の
梢
ど
も
、
遣
水
の
ほ
と
り
の
く

さ
む
ら
、
お
の
が
じ
し
色
づ
き
わ
た
り
つ
つ
、
お
ほ
か
た
の
空
も

艶
な
る
に
も
て
は
や
さ
れ
て
、
不
断
の
御
読
経
の
声
々
、
あ
は
れ

ま
さ
り
げ
り
。
ゃ
う
や
う
涼
し
き
風
の
け
は
ひ
に
、
例
の
絶
え
せ

ぬ
水
の
お
と
な
ひ
、
夜
も
す
が
ら
聞
き
ま
が
は
さ
る
。
（
出
頁
）

第
一
文
で
、
秋
の
深
ま
り
ゆ
く
「
土
御
門
殿
の
有
様
」
の
情
趣
深
さ

を
「
い
は
む
か
た
な
く
を
か
し
」
と
総
じ
て
述
べ
、
そ
し
て
「
池
の

わ
た
り
の
梢
ど
も
」
「
遣
水
の
ほ
と
り
の
く
さ
む
ら
」
「
お
ほ
か
た
の

空
」
を
取
り
あ
げ
て
視
覚
的
に
、
「
不
断
の
御
読
経
の
声
々
」
「
風
の

け
は
ひ
」
「
例
の
絶
え
せ
ぬ
水
の
お
と
な
ひ
」
を
も
ち
出
し
て
聴
覚

的
に
詳
述
し
直
し
て
い
る
。
紫
式
部
の
繊
細
な
感
受
性
に
よ
っ
て
自

に
は
見
え
な
い
は
ず
の
「
秋
の
け
は
ひ
」
が
う
ま
く
捉
え
ら
れ
て
い

る
。
そ
し
て
、
士
御
門
肢
の
描
写
の
中
に
も
「
を
か
し
」
「
あ
は
れ
」

と
い
っ
た
情
意
を
表
す
語
が
存
在
す
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
部
分
は
単

な
る
記
録
で
は
な
く
、
内
部
的
視
点
か
ら
描
か
れ
て
い
る
こ
と
が
わ

か
る
。
土
方
洋
一
氏
は
、
「
第
三
丈
ま
で
で
描
か
れ
る
の
は
、
土
御
門

般
の
結
構
が
深
ま
り
ゆ
く
秋
と
い
う
季
節
に
か
き
抱
か
れ
る
時
そ
こ

（
注
目
）

に
醸
し
出
さ
れ
る
微
妙
な
生
活
感
覚
で
あ
る
」
と
述
べ
ら
れ
る
。
そ

の
「
微
妙
な
生
活
感
覚
」
が
現
れ
た
と
き
、
第
四
文
へ
と
続
く
。

御
前
に
も
、
近
う
さ
ぶ
ら
ふ
人
々
、
は
か
な
き
物
語
す
る
を
聞
こ

し
め
し
つ
つ
、
な
や
ま
し
う
お
は
し
ベ
か
め
る
を
、
さ
り
げ
な
く

も
て
か
く
さ
せ
た
ま
へ
る
御
有
様
な
ど
の
、
い
と
さ
ら
な
る
こ
と

な
れ
ど
、
憂
き
世
の
な
ぐ
さ
め
に
は
、
か
か
る
御
前
を
こ
そ
た
づ

ね
ゐ
る
べ
か
り
け
れ
と
、
う
つ
し
心
を
ば
ひ
き
た
が
で
た
と
し

へ
な
く
よ
ろ
づ
忘
ら
る
る
も
、
か
つ
は
あ
や
し
。
（
凶
頁
）

視
点
を
「
土
御
門
般
の
有
様
」
か
ら
中
宮
の
「
御
有
様
」
へ
と
映
し
、

そ
の
お
姿
や
お
心
ぼ
せ
の
ご
立
派
な
こ
と
は
「
い
と
さ
ら
な
る
こ

と
」
と
述
べ
て
い
る
。
「
土
御
門
般
の
有
様
」
か
ら
中
宮
の
「
御
有

様
」
へ
、
こ
れ
は
観
察
者
で
あ
っ
た
紫
式
部
の
視
点
が
庭
前
か
ら
室

内
、
つ
ま
り
外
か
ら
内
へ
、
自
然
か
ら
人
物
へ
と
移
っ
た
こ
と
を
表

す
。
ま
た
、
「
な
や
ま
し
う
お
は
し
ベ
か
め
る
」
と
い
う
表
現
か
ら
、

中
宮
が
ご
懐
妊
中
で
あ
る
こ
と
、
「
不
断
の
御
読
経
の
声
々
」
は
恐

ら
く
は
安
産
祈
願
の
た
め
で
あ
っ
た
こ
と
も
わ
か
る
。
更
に
視
点
は

中
宮
の
「
御
有
様
」
か
ら
自
分
自
身
へ
と
移
行
し
て
い
る
。
こ
こ
で

紫
式
部
は
「
憂
き
世
の
な
ぐ
さ
め
に
は
：
：
：
か
つ
は
あ
や
し
」
と
自

分
の
心
情
を
直
叙
し
て
い
る
が
、
「
う
つ
し
心
」
と
は
ど
う
い
う
心

情
で
あ
ろ
う
か
。
藤
井
高
尚
は
「
仏
の
道
に
思
ひ
入
り
た
る
う
つ
し

〈
世
五
〉

心
」
と
解
し
て
い
る
。
確
か
に
紫
式
部
は
出
家
入
道
を
望
ん
で
い
た

よ
う
だ
が
、
こ
こ
で
は
「
こ
の
世
は
積
士
、
ぞ
と
思
い
し
み
た
る
日
頃

（
注
六
〉

の
本
心
」
と
み
る
方
、
か
妥
当
で
あ
ろ
う
。
「
う
つ
し
心
」
を
「
ひ
き
た

が
へ
」
、
「
た
と
し
へ
な
く
よ
ろ
づ
忘
ら
る
る
」
心
境
を
「
か
つ
は
あ
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や
し
」
と
結
ん
で
い
る
。
「
か
つ
は
」
と
は
一
方
で
は
、
半
面
で
は
、

と
い
う
意
で
あ
り
中
宮
の
美
や
魅
力
を
前
に
す
る
と
「
う
つ
し
心
」

さ
え
も
忘
れ
去
っ
て
い
る
と
い
う
、
自
分
の
矛
盾
し
た
心
に
気
付
い

た
い
ぶ
か
り
を
表
し
て
い
る
。
こ
こ
で
、
一
般
に
言
わ
れ
る
〈
紫
式

部
の
精
神
構
造
の
複
雑
さ
〉
に
出
会
っ
た
気
が
し
た
。
こ
こ
は
、
自

分
自
身
の
内
に
あ
る
心
情
を
冷
静
な
目
で
も
っ
て
客
観
的
に
観
察
し

て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。
言
わ
ば
も
う
一
人
の
自
分
が
存
在
す
る

か
の
よ
う
な
叙
述
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
く
。
久
保
朝
孝
氏

（
注
七
）

が
、
こ
の
叙
述
は
「
理
性
の
独
語
」
で
あ
る
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
こ

と
か
ら
、
〈
も
う
一
人
の
自
分
1
理
性
〉
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
こ
こ

に
、
紫
式
部
の
内
省
的
傾
向
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

土
御
門
般
の
情
趣
の
讃
美
に
始
ま
っ
て
、
「
か
つ
は
あ
や
し
」
と

い
う
反
転
す
る
自
身
の
情
意
に
終
わ
る
冒
頭
部
分
か
ら
、
紫
式
部
の

視
点
が
外
か
ら
内
へ
移
行
す
る
こ
と
、
外
に
対
し
て
は
讃
美
の
色
彩

の
濃
い
明
る
い
表
現
が
な
さ
れ
、
内
に
対
し
て
は
逆
に
憂
愁
の
情
の

濃
い
表
現
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
く
。
こ
れ
は
、
こ
の
日
記

全
体
の
大
き
な
特
質
で
も
あ
り
、
冒
頭
部
分
に
は
紫
式
部
の
日
記
執

筆
の
態
度
や
方
法
が
集
約
さ
れ
て
い
る
と
言
え
そ
う
だ
。
ま
た
、
外

界
の
華
麗
さ
、
栄
華
の
中
心
と
な
る
場
所
（
土
御
門
般
）
と
人
物

（
中
宮
）
を
提
示
し
て
い
る
こ
と
、
作
品
の
起
筆
と
し
て
ふ
さ
わ
し

い
風
致
が
感
じ
ら
れ
る
こ
と
な
ど
と
合
わ
せ
て
考
え
て
、
冒
頭
部
分

は
序
章
的
で
あ
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

伊
藤
博
氏
は
、
冒
頭
か
ら
そ
の
後
に
続
く
三
つ
の
文
章
（
五
壇
の

御
修
法
、
道
長
と
の
や
り
取
り
、
頼
通
の
描
写
）
が
中
宮
↓
道
長
↓

頼
通
の
順
に
、
深
夜
↓
早
朝
↓
夕
暮
と
描
か
れ
て
い
る
点
、
そ
の
中

に
あ
る
三
一
つ
の
歌
が
全
て
「
女
郎
花
」
を
対
象
と
し
て
い
る
点
な
ど

か
ら
「
日
記
始
発
部
の
展
叙
、
が
き
わ
め
て
構
成
的
な
意
図
に
支
え
ら

（
注
八
〉

れ
て
い
る
」
こ
と
を
指
摘
さ
れ
た
。
「
扇
ど
も
も
、
を
か
し
き
を
、

そ
の
こ
ろ
は
人
々
持
た
り
」
「
さ
わ
、
が
し
う
て
、
そ
の
こ
ろ
は
し
め

や
か
な
る
こ
と
な
し
」
な
ど
回
想
的
筆
致
が
い
た
る
と
こ
ろ
に
見
ら

れ
る
こ
と
か
ら
、
意
図
的
に
構
成
し
た
と
も
十
分
考
え
ら
れ
る
。
目

頭
以
下
、
頼
通
の
登
場
ま
で
で
〈
敦
成
親
王
御
誕
生
〉
を
書
き
進
め

て
い
く
に
あ
た
っ
て
の
準
備
が
な
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
、
官
頭
部

分
の
序
章
的
性
格
も
よ
り
一
一
層
明
ら
か
と
な
る
。

ω
紫
式
部
の
心
情

。
栄
華
の
記
録
と
紫
式
部
の
心
情

日
記
的
部
分
は
、
実
際
に
有
職
故
実
の
研
究
資
料
と
し
て
利
用
さ

れ
て
き
た
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
諸
行
事
に
関
す
る
叙
述
が

ほ
と
ん
ど
で
、
か
つ
詳
細
で
あ
る
。
他
の
女
流
日
記
文
学
が
物
語
と

区
別
が
つ
か
な
い
よ
う
な
内
容
を
含
ん
で
い
る
の
に
対
し
て
、
徹
底

し
た
記
録
性
を
も
っ
「
紫
式
部
日
記
」
は
異
質
の
も
の
の
よ
う
な
印

象
を
与
え
る
。
し
か
し
、
そ
の
徹
底
し
た
記
録
の
中
に
、
紫
式
部
の

心
情
、
が
見
え
隠
れ
し
て
い
る
の
も
ま
た
確
か
な
こ
と
で
あ
る
。

一
条
天
皇
の
土
御
門
般
行
幸
が
近
く
な
っ
た
頃
、
行
幸
近
く
な
り

ハ
中
略
）

ぬ
と
て
、
肢
の
う
ち
を
：
：
：
思
ひ
よ
そ
へ
ら
る
。
（
胤
頁
）

こ
こ
で
紫
式
部
は
、
初
め
て
心
の
内
を
露
に
し
て
い
る
。
以
前
に
も

増
し
て
美
し
く
な
っ
て
い
く
お
邸
を
見
て
「
老
も
退
ぞ
き
ぬ
ベ
き
心

地
」
を
抱
い
た
か
と
思
う
と
、
突
然
ど
う
し
た
こ
と
か
沈
ん
だ
気
持

ち
に
な
る
。
続
く
長
短
三
つ
の
文
章
の
中
に
「
思
ふ
こ
と
」
「
思
ひ
か
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け
た
り
し
心
」
「
思
は
ず
に
」
「
思
ひ
が
ひ
」
「
思
ふ
こ
と
な
げ
に
」

「
思
ひ
よ
そ
へ
ら
る
」
と
い
っ
た
具
合
に
「
思
ふ
」
と
い
う
語
が

度
々
用
い
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
加
納
重
文
氏
は
「
彼
女

〈
註
九
〉

の
何
か
の
切
迫
し
た
感
情
を
一
示
す
も
の
」
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
。
そ

の
「
切
迫
し
た
感
情
」
と
は
一
体
ど
う
い
う
も
の
だ
ろ
う
。
萩
谷
朴

氏
は
、
そ
の
感
情
の
中
心
は
「
思
ひ
か
け
た
り
し
心
」
に
あ
る
と
し

て、

（
仮
定
条
件
）

思
ふ
こ
と
の
す

こ
し
も
な
の
め

な
る
身
な
ら
ま

し
か
ぽ

（
仮
想
結
果
）

す
き
ず
き
し
く
も
も

て
な
し
わ
か
や
ぎ
て

つ
ね
な
き
世
を
も
す

ぐ
し
て
ま
し

（
当
面
事
態
）

め
で
た
き
こ
と
お

も
し
ろ
き
こ
と
を

見
聞
く
に
つ
け
て

’も

（
現
実
結
果
）

も
の
う
く
お
も
は
ず

に
な
げ
か
し
き
こ
と

の
ま
さ
る
ぞ
い
と
く

る
し
き
や

と
い
う
対
応
関
係
を
示
し
、
「
思
ひ
か
け
た
り
し
心
」
と
は
「
出
家
の

〈注一

O

志
」
で
あ
る
と
説
明
さ
れ
た
。
が
、
冒
頭
の
「
う
つ
し
心
」
を
私
は

「
こ
の
世
は
犠
土
ぞ
と
思
い
し
み
た
る
日
頃
の
本
心
」
と
み
た
。
こ

の
こ
と
か
ら
紫
式
部
の
心
は
、
常
日
頃
憂
愁
の
情
に
満
ち
て
い
た
わ

け
で
、
「
思
ひ
か
け
た
り
し
心
」
も
そ
の
心
情
を
示
し
た
も
の
と
理

解
す
る
。
既
定
条
件
と
現
実
結
果
の
対
応
を
考
え
た
場
合
も
、
「
出

家
の
志
」
が
強
く
て
「
も
の
う
く
：
：
：
」
と
い
う
状
態
に
な
る
と
す

る
よ
り
も
、
そ
の
方
が
自
然
で
あ
る
と
思
う
。
そ
し
て
「
思
ふ
」
が

多
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
憂
愁
の
情
が
余
程
強
い
も
の
に
な
っ

て
い
る
こ
と
、
そ
の
た
め
に
出
家
を
考
え
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
こ

と
が
読
み
と
れ
る
。
憂
愁
の
情
を
何
と
か
紛
ら
そ
う
と
外
に
目
を
移

す
。
「
水
鳥
を
：
・
」
の
歌
で
は
、
水
鳥
に
自
分
を
投
影
さ
せ
、
外
見
の

明
と
心
中
の
暗
と
の
対
照
を
詠
じ
て
い
る
。
紫
式
部
は
常
に
対
象
の

う
ち
に
自
分
を
見
出
そ
う
と
し
て
い
る
。
日
冒
頭
で
中
宮
の
ご
立
派
さ

を
褒
め
讃
え
な
が
ら
も
、
自
分
の
平
素
の
心
と
の
矛
盾
を
感
じ
た
こ

と
も
そ
う
で
あ
っ
た
。
紫
式
部
の
視
点
が
常
に
外
観
か
ら
内
観
へ
と

移
行
し
て
い
る
の
が
、
は
っ
き
り
と
見
て
と
れ
る
。

中
宮
内
裏
還
啓
の
前
に
里
に
退
出
し
た
紫
式
部
は
ま
た
物
憂
い
心

持
ち
に
な
る
。

門
中
略
〉

す
べ
て
は
か
な
き
こ
と
に
ふ
れ
て
も
：
：
：
も
の
は
か
な
き
ゃ
。

（
削
頁
）

紫
式
部
の
憂
愁
の
情
は
、
宮
仕
え
に
出
て
か
ら
の
も
の
で
は
な

か
っ
た
。
そ
れ
以
前
か
ら
ず
っ
と
抱
き
続
け
て
い
た
も
の
だ
っ
た
。

宮
仕
え
に
出
る
ま
で
は
話
の
合
う
人
と
物
語
（
源
氏
物
語
）
を
「
さ

ま
ざ
ま
に
あ
へ
し
ら
ひ
、
そ
ぞ
う
ご
と
に
つ
れ
づ
れ
を
ば
な
ぐ
さ

め
」
る
こ
と
が
で
き
、
「
さ
し
あ
た
り
で
、
恥
づ
か
し
、
い
み
じ
と
思

ひ
し
る
か
た
ば
か
り
の
が
れ
た
り
し
」
を
宮
仕
え
に
出
て
か
ら
は
、

本
当
に
わ
が
身
の
つ
ら
さ
を
思
い
知
る
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

気
を
紛
ら
そ
う
と
試
し
に
物
語
を
手
に
し
て
み
る
の
だ
が
「
見
し
や

う
に
も
お
ぼ
え
ず
、
あ
さ
ま
し
く
」
思
わ
れ
る
だ
け
だ
っ
た
。
か
つ

て
親
し
く
し
て
い
た
友
人
達
と
も
出
仕
後
は
疎
遠
に
な
っ
て
し
ま
い
、

紫
式
部
は
身
の
憂
さ
を
忘
れ
る
方
法
を
失
っ
て
し
ま
っ
た
。
「
い
と

ど
か
か
る
有
様
、
む
つ
か
し
う
思
ひ
は
べ
り
し
か
」
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「
か
か
る
有
様
の
憂
き
こ
と
を
語
ら
ひ
」
と
あ
る
よ
う
に
紫
式
部
に

と
っ
て
「
か
か
る
有
様
」
つ
ま
り
宮
仕
え
は
「
憂
き
」
こ
と
で
あ
っ

た
。
こ
う
い
う
意
識
の
下
で
は
「
古
里
」
は
本
来
な
ら
ば
気
の
休
ま

る
所
と
な
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
が
「
あ
ら
ぬ
世
に
来
る
心
地
」
が

し
、
疎
外
感
・
孤
独
感
を
覚
え
て
し
ま
う
の
だ
か
ら
、
紫
式
部
は
自

分
の
居
場
所
ま
で
も
失
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
に
な
る
。
か
え
っ
て
宮

仕
え
先
の
友
人
で
「
ま
ほ
に
も
お
は
す
る
人
」
と
信
頼
し
て
い
る
大

納
言
の
君
が
恋
し
く
思
え
る
。
し
か
し
、
そ
こ
で
「
な
ほ
世
に
し
た

が
ひ
ぬ
る
心
か
」
と
自
省
の
念
が
表
れ
る
こ
と
か
ら
、
ま
た
紫
式
部

は
孤
独
の
身
と
な
っ
て
し
ま
う
。
大
納
言
の
君
が
恋
し
く
思
わ
れ
る

の
は
確
か
な
の
だ
が
「
身
の
憂
さ
」
や
「
憂
き
思
ひ
」
を
分
か
つ
相

手
と
し
て
は
み
て
い
な
い
の
だ
。
紫
式
部
の
憂
愁
の
情
は
、
最
早
物

語
に
よ
っ
て
紛
ら
す
こ
と
も
、
親
し
い
友
と
分
か
ち
あ
う
こ
と
も
で

き
な
い
も
の
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
た
。
宮
廷
に
お
い
て
も
実
家
に

お
い
て
も
紫
式
部
は
孤
独
で
あ
っ
た
。

日
記
的
部
分
で
は
、
盛
儀
を
描
写
し
な
が
ら
も
紫
式
部
の
目
は
常

に
自
分
自
身
を
捉
え
て
い
た
。
所
々
に
露
に
な
る
憂
愁
の
情
は
栄
華

を
引
き
立
た
せ
る
た
め
の
も
の
で
は
な
く
、
逆
に
栄
華
が
憂
愁
の
情

を
引
き
立
て
る
役
割
を
果
た
し
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
阿
部
秋
生
氏

は
、
紫
式
部
が
「
如
何
に
華
や
か
で
美
し
く
て
も
、
そ
れ
は
本
質
的

な
生
活
で
は
な
い
の
だ
と
思
ひ
な
が
ら
そ
の
世
俗
に
惹
か
れ
て
ゆ
く

我
が
心
に
霜
凍
る
や
う
な
苦
し
さ
を
味
」
っ
て
い
る
と
評
さ
れ
て
い

る
。
紫
式
部
と
は
、
こ
う
い
う
意
識
を
も
っ
た
人
だ
っ
た
か
ら
こ
そ
、

栄
華
の
只
中
に
あ
っ
て
も
陶
酔
し
て
し
ま
わ
ず
、
冷
静
な
目
で
盛
儀

を
詳
し
く
描
写
し
て
い
く
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
ろ
う
。
中
宮
彰
子

に
仕
え
る
女
房
の
一
人
と
し
て
主
家
の
栄
華
を
喜
ば
し
く
思
い
な
が

ら
も
、
そ
の
中
に
溶
け
込
め
な
い
自
分
に
気
付
い
て
し
ま
っ
た
紫
式

部
は
、
栄
華
が
極
ま
る
程
に
そ
れ
に
反
比
例
し
て
疎
外
感
・
孤
独
感

を
覚
え
、
憂
愁
の
情
は
更
に
増
す
の
だ
っ
た
。

O
人
物
論
評
と
紫
式
部
の
心
情

消
息
文
的
部
分
は
、
極
め
て
闘
想
的
で
あ
り
、
日
記
的
部
分
と
明

ら
か
に
叙
述
の
内
容
、
方
法
が
異
な
っ
て
い
る
。
あ
た
か
も
誰
か
に

宛
て
た
消
息
文
で
あ
る
か
の
よ
う
な
文
体
で
書
か
れ
て
い
る
こ
と
が
、

古
来
大
き
な
問
題
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
様
々
に
論
じ
ら
れ
て
き
た
。

こ
こ
で
は
紫
式
部
の
心
情
が
赤
裸
々
に
綴
ら
れ
て
い
る
。

何
人
も
の
女
房
の
容
姿
を
批
評
し
た
最
後
に
、

心
ば
せ
ぞ
か
た
う
は
は
べ
る
か
し
。
そ
れ
も
、
と
り
ど
り
に
い
と

わ
ろ
き
も
な
し
。
ま
た
、
す
ぐ
れ
て
を
か
し
う
、
心
お
も
く
、
か

ど
ゆ
ゑ
も
、
よ
し
も
、
う
し
ろ
や
す
さ
も
、
み
な
具
す
る
こ
と
は

か
た
し
。
さ
ま
ざ
ま
、
い
づ
れ
を
か
と
る
べ
き
と
お
ぼ
ゆ
る
ぞ
お

ほ
く
は
ベ
る
。
（
瑚

i
m頁）

と
あ
る
の
は
、
紫
式
部
の
人
間
観
を
端
的
に
表
し
て
い
る
。
容
姿
の

批
評
の
み
な
ら
ず
「
心
ば
せ
」
と
い
う
内
面
か
ら
惨
み
出
て
く
る
部

分
に
ま
で
批
評
を
加
え
よ
う
と
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
深
い
人
間
洞

察
に
基
づ
く
も
の
で
あ
り
、
紫
式
部
な
ら
で
は
の
も
の
で
あ
る
。
こ

こ
で
も
ま
た
、
紫
式
部
の
視
点
が
外
か
ら
内
へ
、
表
層
か
ら
深
層
へ

と
移
行
し
て
い
る
の
が
わ
か
る
。

人
物
論
評
の
筆
は
、
当
代
三
一
才
女
に
も
向
け
ら
れ
る
。
和
泉
式
部

に
つ
い
て
は
、
そ
の
和
歌
の
才
能
は
認
め
な
が
ら
も
「
和
泉
は
け
し

か
ら
ぬ
か
た
こ
そ
あ
れ
」
「
恥
づ
か
し
げ
の
歌
、
詠
み
や
と
は
お
ぼ
え
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は
べ
ら
ず
」
と
評
し
、
清
少
納
雪
国
に
つ
い
て
な
ど
は
「
し
た
り
顔
に

い
み
じ
う
は
ベ
り
け
る
人
」
「
あ
だ
に
な
り
ぬ
る
人
」
と
批
評
の
手

を
緩
め
な
い
。
こ
の
容
赦
無
き
酷
評
か
ら
、
紫
式
部
を
執
念
深
く
、

残
忍
で
、
無
反
省
な
、
本
能
む
き
出
し
の
、
報
復
の
で
き
る
根
性
を

〔
注
二
一
〉

も
っ
た
女
性
で
あ
っ
た
と
す
る
清
水
好
子
氏
の
よ
う
な
見
解
が
生

じ
る
の
も
当
然
の
こ
と
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
「
心
ぽ
へ
」
を
大
切
な
も

の
と
み
る
紫
式
部
が
果
た
し
て
そ
う
い
う
人
物
で
あ
り
得
た
だ
ろ
う

か
。
納
得
で
き
な
い
。
こ
こ
は
秋
山
氏
、
か
「
自
己
の
中
に
あ
る
和
泉

的
な
、
或
は
清
少
納
言
的
な
生
活
へ
の
苛
責
な
い
答
打
ち
を
敢
行
す

ハ
注
二
号

る
精
神
構
造
の
如
実
な
表
現
」
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
通
り
で
あ
っ

た
と
思
う
。
紫
式
部
は
、
痛
烈
に
他
人
を
批
判
し
な
が
ら
、
自
分
の

中
に
あ
る
そ
う
い
う
部
分
を
戒
め
よ
う
と
し
た
。
他
人
を
鏡
と
し
て

自
分
の
姿
を
見
ょ
う
と
し
た
の
だ
っ
た
。
そ
う
い
う
こ
と
か
ら
良
妻

賢
母
型
の
女
性
で
あ
っ
た
と
言
わ
れ
る
赤
染
衛
門
に
関
し
て
は
批
評

が
や
わ
ら
げ
ら
れ
た
の
だ
ろ
う
。

他
人
を
批
評
し
た
後
、
そ
の
筆
は
自
身
に
向
け
ら
れ
る
。

（
申
品
開
〉

い
は
ま
ほ
し
き
こ
と
も
：
：
：
得
た
る
人
は
難
し
。
（
捌
頁
）

紫
式
部
は
実
家
の
侍
女
に
す
ら
遠
慮
、
気
が
ね
を
し
、
多
く
の
人
と

交
わ
る
宮
仕
え
で
は
「
ほ
け
し
れ
た
る
人
」
を
装
っ
て
い
た
。
人
は

様
々
で
あ
っ
て
完
壁
な
人
な
ど
そ
う
は
い
な
い
の
に
、
た
い
て
い
の

人
は
得
意
な
方
面
の
こ
と
だ
け
を
取
り
あ
げ
て
自
慢
気
に
振
舞
う
。

我
こ
そ
は
と
思
っ
て
他
人
を
非
難
し
て
ば
か
り
い
る
。
紫
式
部
は
、

そ
う
い
う
人
達
を
ひ
ど
く
嫌
い
「
も
の
い
ふ
こ
と
も
も
の
憂
」
い
か

ら
知
ら
ぬ
顔
を
す
る
。
中
将
の
君
を
「
ま
づ
わ
れ
き
か
し
に
、
人
を

な
き
に
な
し
、
世
を
そ
し
る
ほ
ど
に
、
心
の
き
は
の
み
こ
そ
見
え
あ

ら
は
る
め
れ
」
と
批
判
し
た
言
葉
を
そ
の
ま
ま
自
分
の
中
に
も
取
り

入
れ
、
過
ち
を
起
こ
さ
な
い
た
め
に
自
己
を
抑
制
し
よ
う
と
し
た
。

紫
式
部
は
、
そ
の
才
能
を
努
め
て
隠
し
て
い
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

才
能
の
あ
る
人
が
、
そ
の
才
能
を
売
り
も
の
に
振
舞
う
こ
と
の
方
が

む
し
ろ
当
た
り
前
と
さ
え
見
ら
れ
て
い
た
時
代
に
、
紫
式
部
は
敢
え

て
「
お
い
ら
け
も
の
」
で
い
る
こ
と
を
選
ん
だ
。
こ
れ
は
宮
廷
で

「
そ
ぼ
め
」
を
た
て
ら
れ
な
い
た
め
で
あ
り
、
才
能
を
自
認
す
る
が

故
の
世
俗
で
の
彼
女
の
処
世
術
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

様
ょ
う
、
す
べ
て
人
は
お
い
ら
か
に
、
す
こ
し
心
お
き
て
の
ど
か

に
、
お
ち
ゐ
ぬ
る
を
も
と
と
し
て
こ
そ
、
ゆ
ゑ
よ
し
も
、
を
か
し

く
心
や
す
け
れ
。
（
別
頁
）

こ
れ
が
紫
式
部
の
目
指
す
在
り
方
だ
っ
た
。
隠
健
中
庸
、
外
面
と
内

面
の
調
和
を
こ
そ
理
想
と
し
て
掲
げ
、
追
い
求
め
て
い
た
の
だ
。
し

か
し
、
そ
れ
で
も
悪
口
を
言
っ
て
く
る
人
は
お
り
、
「
す
べ
て
世
の

中
こ
と
わ
ざ
し
げ
く
憂
き
も
の
」
と
感
じ
て
い
る
。

い
か
に
、
い
ま
は
言
忌
し
は
べ
ら
じ
。
人
、
と
い
ふ
と
も
か
く
い

ふ
と
も
、
た
だ
阿
弥
陀
仏
に
た
ゆ
み
な
く
、
経
を
な
ら
ひ
は
べ
ら

む
。
（

m頁〉

こ
こ
で
、
前
々
か
ら
抱
い
て
い
た
憂
き
思
い
が
頂
点
に
達
し
た
。
今

ま
で
誰
か
と
分
か
ち
合
う
こ
と
も
で
き
ず
に
、
一
人
で
か
み
し
め
て

い
た
憂
愁
の
情
だ
っ
た
け
れ
ど
も
「
す
べ
て
つ
ゆ
、
ば
か
り
心
も
と
ま

ら
ず
」
と
な
っ
た
瞬
間
、
出
家
へ
の
願
い
が
強
く
な
っ
た
。
が
、
結

局
踏
み
切
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
出
家
遁
世
を
め
ぐ
っ
て
の
紫
式
部

の
心
は
積
極
的
↓
消
極
的
↓
積
極
的
↓
消
極
的
に
展
開
し
て
い
る
。

紫
式
部
は
、
宮
仕
え
生
活
と
出
家
の
志
と
い
う
現
実
と
理
想
の
狭
間
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に
身
を
置
き
、
ど
ち
ら
に
飛
び
込
む
こ
と
も
誰
か
と
そ
の
心
を
分
か

ち
合
う
こ
と
も
で
き
ず
に
一
人
苦
悩
し
て
い
た
の
だ
っ
た
。

同
紫
式
部
日
記
の
構
成

消
息
文
的
部
分
は
、
自
己
の
感
懐
を
じ
っ
く
り
述
べ
た
後
、

か
く
世
の
人
ご
と
の
う
へ
を
思
ひ
思
ひ
、
は
て
に
と
ぢ
め
は
べ
れ

ば
、
身
を
思
ひ
す
て
ぬ
心
の
、
さ
で
も
深
う
は
べ
る
べ
き
か
な
。

何
せ
む
と
に
か
は
べ
ら
む
。
（
制
頁
）

と
い
う
部
分
を
も
っ
て
と
じ
ら
れ
る
。
こ
こ
が
消
息
文
の
結
び
と
し

て
の
性
質
を
有
し
て
い
る
の
は
明
ら
か
で
あ
る
。
文
体
が
消
息
文
的

（
「
侍
り
」
の
多
用
、
下
二
段
の
「
給
ふ
」
の
使
用
な
ど
）
で
あ
る
こ

と
、
結
び
の
存
在
な
ど
か
ら
古
来
こ
の
部
分
は
消
息
文
が
霞
入
し
た

も
の
で
は
な
い
か
と
言
わ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
こ
れ
ま
で
日
記
的

部
分
と
消
息
文
的
部
分
の
内
容
を
追
っ
て
き
て
両
者
を
切
り
離
す
理

由
と
な
る
も
の
は
何
も
な
か
っ
た
よ
う
に
思
え
る
。
日
記
的
部
分
に

お
い
て
は
、
道
長
一
家
の
栄
華
を
記
録
し
つ
つ
も
自
分
は
栄
華
と
は

相
容
れ
な
い
一
人
浮
き
立
っ
た
存
在
で
あ
る
こ
と
を
認
識
し
、
行
事

の
中
に
も
自
分
を
見
出
そ
う
と
し
て
い
た
。
行
事
と
、
そ
し
て
自
分

の
姿
ま
で
を
客
観
的
に
傍
観
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
消
息
文
的
部
分

に
お
い
て
は
、
他
人
を
論
評
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
分
の
中
に
あ
る

そ
う
い
う
部
分
を
戒
め
よ
う
と
し
た
。
他
人
の
中
に
自
分
の
姿
を
見

出
そ
う
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
ど
ち
ら
も
一
貫
し
て
紫
式
部
の
視

点
が
外
か
ら
内
へ
と
移
行
し
て
い
る
の
が
感
じ
ら
れ
る
。

ま
た
、
一
人
孤
独
に
憂
愁
の
情
と
出
家
の
志
の
間
で
さ
迷
っ
て
い

た
紫
式
部
に
、
消
息
文
を
贈
る
相
手
が
い
た
な
ど
と
は
考
え
ら
れ
な

い
。
仮
に
相
手
が
い
た
と
し
て
も
、
才
能
を
ひ
け
ら
か
す
こ
と
を
最

も
嫌
い
、
他
人
を
非
難
す
る
の
も
よ
く
な
い
こ
と
、
と
努
め
て
「
ほ

け
し
れ
た
る
人
」
「
お
い
ら
け
も
の
」
を
装
っ
て
い
た
彼
女
が
、
こ
の

よ
う
な
手
紙
を
他
人
に
差
し
出
す
な
ど
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
娘
の

た
め
の
宮
仕
え
参
考
書
と
見
る
立
場
も
あ
る
が
、
そ
れ
も
同
じ
理
由

か
ら
肯
首
し
難
い
。
「
紫
式
部
日
記
」
は
、
謎
の
た
め
に
書
か
れ
た
も

の
で
も
な
く
、
た
だ
紫
式
部
自
身
の
た
め
に
書
か
れ
た
も
の
だ
っ
た
。

そ
れ
が
消
息
文
の
体
を
も
っ
て
書
か
れ
た
の
は
、
孤
独
で
物
語
り
す

る
相
手
を
も
た
な
い
、
そ
し
て
自
己
表
出
の
苦
手
な
紫
式
部
が
、
そ

の
内
面
を
吐
露
す
る
た
め
に
選
び
と
っ
た
表
現
方
法
だ
っ
た
と
考
え

ら
れ
る
。

以
上
、
冒
頭
の
も
つ
序
章
的
性
格
、
日
記
的
部
分
と
消
息
文
的
部

分
の
関
連
性
と
消
息
文
的
部
分
の
結
び
の
存
在
、
そ
し
て
一
貫
し
て

い
た
記
録
態
度
か
ら
こ
こ
ま
で
は
、
消
息
文
の
鼠
入
し
た
も
の
な
ど

で
は
な
く
、
一
ま
と
ま
り
の
も
の
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
る
。

が
、
日
記
は
そ
こ
で
終
わ
っ
て
は
い
な
い
。
こ
の
後
突
然
年
月
不

祥
の
断
片
的
な
記
述
が
現
れ
、
寛
弘
七
年
の
正
月
の
記
事
が
続
い
て

い
る
。
こ
れ
ら
が
ど
う
い
う
意
味
を
も
つ
も
の
か
は
推
し
測
り
難
い

が
、
年
月
不
祥
の
記
事
は
、
そ
の
内
容
が
紫
式
部
の
漢
才
を
交
え
て

の
披
露
で
あ
る
こ
と
、
道
長
と
の
親
交
を
表
す
挿
話
で
あ
る
こ
と
か

ら
「
宮
仕
え
の
日
々
の
中
で
『
心
に
寵
め
が
た
く
て
言
ひ
置
き
』
た

〈
注
一
四
）

か
っ
た
こ
と
ど
も
」
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
寛
弘
七
年
の
記
事

は
、
第
三
皇
子
敦
良
親
王
御
誕
生
と
そ
れ
に
伴
う
盛
儀
の
様
子
が
詳

述
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
は
前
年
の
正
月
、
敦
成
親
王
の
御
戴
餅
の
儀

の
描
写
の
途
中
で
人
物
論
評
に
筆
を
移
し
た
の
で
、
そ
の
補
充
の
意

唱
E
4

0nu 



味
で
付
け
加
え
た
の
だ
ろ
う
。
自
分
自
身
の
た
め
に
書
い
た
日
記
に
、

な
、
ぜ
そ
の
よ
う
な
心
配
り
が
さ
れ
た
の
か
と
い
う
疑
問
が
生
じ
て
く

る
か
も
し
れ
な
い
。
が
、
そ
れ
は
念
入
に
記
さ
れ
た
冒
頭
部
分
と
同

じ
で
、
人
の
目
に
ふ
れ
た
と
き
の
た
め
の
心
配
り
と
見
る
こ
と
が
で

き
よ
う
。
消
息
文
的
文
体
の
使
用
に
つ
い
て
、
中
野
幸
一
氏
が
「
当

然
危
倶
さ
れ
る
他
見
予
想
を
お
も
ん
ば
か
つ
て
の
手
法
で
あ
り
、
非

〈
注
一
五
）

公
開
性
と
公
開
性
の
接
合
を
求
め
た
」
も
の
と
述
べ
て
お
ら
れ
る

こ
と
か
ら
も
、
紫
式
部
は
内
奥
を
語
り
つ
つ
も
常
に
他
人
の
眼
を
意

識
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

こ
れ
ま
で
、
「
紫
式
部
日
記
」
に
お
け
る
そ
の
構
成
に
つ
い
て
考

察
を
進
め
て
き
た
が
、
次
の
よ
う
に
ま
と
め
る
こ
と
、
が
で
き
る
。

紫
式
部
は
、
内
的
要
求
か
ら
日
記
を
執
筆
し
始
め
た
。
回
想
的
筆

致
が
い
た
る
と
こ
ろ
に
見
ら
れ
る
こ
と
、
行
事
の
描
写
が
詳
細
で
あ

る
こ
と
か
ら
、
日
次
に
書
き
継
が
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
あ
る
い
は

素
材
と
な
る
も
の
が
先
行
し
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
こ
と
が
知
ら
れ

る
。
が
、
現
「
紫
式
部
日
記
」
は
誰
の
た
め
に
書
か
れ
た
も
の
で
も

な
く
、
紫
式
部
の
内
的
要
求
に
基
づ
い
て
紫
式
部
自
身
の
た
め
に
書

か
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
日
記
的
文
体
と
消
息
的
文
体
と
二
様
の
文

体
が
用
い
ら
れ
て
い
る
た
め
、
そ
の
構
成
は
難
解
で
、
消
息
文
の
鼠

入
し
た
も
の
で
は
な
い
か
と
見
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
日
記
的
部

分
と
消
息
文
的
部
分
の
関
連
は
緊
密
で
、
切
り
離
し
て
考
え
る
こ
と

の
方
が
不
自
然
に
思
え
、
こ
れ
は
冒
頭
を
序
と
し
、
消
息
文
的
部
分

の
末
尾
を
結
び
と
し
て
構
成
さ
れ
た
統
一
し
た
日
記
で
あ
る
と
見
る

こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
し
て
、
そ
の
後
に
続
く
記
事
は
、
紫
式
部
が

必
要
性
を
感
じ
て
付
加
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
付
加
部
分

の
存
在
か
ら
、
日
記
の
構
成
は
意
図
的
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
ろ
う

か
と
い
う
思
い
が
湧
い
て
く
る
。
「
紫
式
部
日
記
」
は
、
意
図
的
に
構

成
さ
れ
た
紫
式
部
の
宮
仕
え
記
録
の
集
大
成
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
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