
　

惚
れ
る
と
い
う
こ
と

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
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キ

　
「
ほ
れ
る
」
と
「
ぼ
け
る
」
が
、
同
じ
漢
字
な
の
だ
と
気
づ
い
た
の
は
最
近
の
こ
と
で

あ
る
。
徒
然
草
に
、「
走
り
て
い
そ
が
は
し
く
、
ほ
れ
て
忘
れ
た
る
事
、
人
皆
か
く
の
ご

と
し
」
と
出
て
く
る
か
ら
、「
本
心
を
失
う
こ
と
」
と
、「
た
ま
ら
な
く
好
き
に
な
っ
て
、

他
の
存
在
を
忘
れ
る
こ
と
」
は
、
昔
か
ら
紙
一
重
だ
っ
た
こ
と
に
な
る
。

　

最
近
、
こ
の
「
惚
れ
る
」
と
い
う
こ
と
ば
に
つ
い
て
考
え
さ
せ
ら
れ
る
出
来
事
が
あ
っ

た
。
大
阪
に
嫁
い
だ
ひ
と
に
心
を
動
か
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　

結
婚
す
る
ま
で
、
彼
女
は
月
に
一
度
く
ら
い
の
割
合
で
、
大
阪
ま
で
会
い
に
出
か
け

て
い
た
。
相
手
の
方
が
ど
う
し
て
こ
ち
ら
へ
来
な
い
の
か
。
女
を
通
わ
せ
る
と
い
う
の

で
は
、
先
の
苦
労
が
見
え
て
い
る
で
は
な
い
か
と
、
ま
わ
り
の
者
は
思
っ
て
い
た
。

　

余
計
な
こ
と
と
は
い
え
、
そ
の
こ
と
に
ふ
れ
る
者
が
い
る
と
、「
わ
た
し
の
方
が
惚
れ

て
い
る
の
」
と
、
か
わ
し
た
。
信
仰
を
通
し
て
知
り
合
っ
た
の
で
、
心
が
通
い
合
っ
て

い
る
の
だ
と
も
言
っ
て
い
た
。

　

や
が
て
結
婚
し
、
里
帰
り
を
し
た
二
人
と
偶
然
出
会
う
機
会
が
あ
っ
て
、
驚
い
た
。

い
く
ら
顔
に
出
す
ま
い
と
思
っ
て
も
、
表
情
を
変
え
て
い
た
の
だ
と
思
う
。
ご
主
人
の

頭
が
、
つ
る
り
と
一
本
の
髪
の
毛
も
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　

彼
女
は
耳
も
と
で
こ
う
さ
さ
や
い
た
。「
う
ち
の
ひ
と
、
子
供
の
頃
か
ら
か
ぶ
っ
て
い

た
か
つ
ら
を
、
か
ぶ
ら
な
く
な
っ
た
の
」。
ご
主
人
の
方
は
、
黙
っ
て
ほ
ほ
笑
ん
で
い
る

だ
け
だ
っ
た
。

　

別
れ
て
振
り
返
る
と
、
ゆ
っ
く
り
し
た
足
ど
り
。
足
が
不
自
由
な
の
だ
と
い
う
こ
と

も
わ
か
っ
た
。「
惚
れ
る
」
と
い
う
、
何
と
い
う
強
く
す
が
す
が
し
い
愛
の
か
た
ち
。
二

つ
の
こ
と
ば
に
同
じ
字
を
あ
て
る
こ
と
の
意
味
が
わ
か
っ
た
気
が
し
て
い
る
。
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立
石
寺
舞
楽
に
秘
め
ら
れ
た
謎

―
―
―
―
―
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郷
土
研
究
会
会
員　
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大
阪
市
に
あ
る
天
台
宗
寺
院
四
天
王
寺
に
は
古
く
か
ら
舞
楽
が
伝
承
さ
れ
て
お
り
、

聖
徳
太
子
の
命
日
に
は
精
霊
会
舞
楽
が
奉
奏
さ
れ
て
い
る
。
不
思
議
な
こ
と
に
、
こ
の

四
天
王
寺
舞
楽
と
根
源
を
同
じ
に
す
る
舞
楽
が
、
紅
花
の
里
と
し
て
知
ら
れ
る
河
北
町

の
林
家
に
、
門
外
不
出
の
秘
曲
と
し
て
一
子
相
伝
さ
れ
、
毎
年
九
月
に
奉
奏
さ
れ
て
い

る
。
一
体
何
の
た
め
に
、
四
天
王
寺
の
舞
楽
が
東
北
の
地
に
伝
え
ら
れ
た
の
か
。

　

蘇
我
氏
と
物
部
氏
の
宗
教
戦
争
の
時
、
勝
者
の
蘇
我
馬
子
と
聖
徳
太
子
ら
が
、
仏
教

迫
害
の
報
復
と
し
て
、
敵
地
に
造
営
し
た
寺
が
、
四
天
王
寺
で
あ
る
。
四
天
王
寺
の
四

天
王
像
は
、
邪
鬼
を
踏
み
つ
け
て
い
る
が
、
蘇
我
氏
は
、
反
仏
教
徒
の
物
部
氏
を
踏
み

つ
け
る
よ
う
に
、
血
ぬ
ら
れ
た
物
部
氏
の
拠
点
に
寺
塔
を
造
営
し
た
の
で
あ
る
。
四
天

王
寺
に
伝
わ
る
舞
楽
は
、
怨
霊
の
狂
乱
の
舞
に
本
質
が
あ
り
、
霊
の
鎮
魂
の
た
め
に
舞

わ
れ
る
と
い
う
。
そ
し
て
林
家
舞
楽
も
同
じ
意
味
を
持
っ
て
い
る
。

　

林
家
舞
楽
は
、
天
王
寺
楽
家
の
一
員
で
あ
っ
た
林
家
の
祖
、
林
越
前
政
照
が
、
貞
観

二
年
（
八
六
〇
年
）
に
、
天
台
宗
の
東
北
の
拠
点
、
山
寺
立
石
寺
を
創
建
す
る
際
、
慈

覚
大
師
円
仁
に
随
従
し
舞
楽
を
伝
え
た
と
い
う
（
林
家
文
書
）。
円
仁
が
二
祖
と
な
っ
た

比
叡
山
延
暦
寺
は
、
平
安
京
の
鬼
門
を
守
る
鎮
護
国
家
の
道
場
と
し
て
建
て
ら
れ
た
。

山
寺
立
石
寺
も
、
天
台
宗
寺
院
と
し
て
、
延
暦
寺
と
同
じ
形
式
と
意
図
を
も
っ
て
、
怨

敵
降
伏
、
鎮
魂
、
国
家
鎮
護
の
た
め
に
建
て
ら
れ
た
。
で
は
、
立
石
寺
に
お
い
て
、
舞

楽
に
よ
っ
て
鎮
め
よ
う
と
し
た
怨
霊
は
、
一
体
だ
れ
の
怨
霊
だ
っ
た
の
か
。

　

こ
の
霊
は
、
き
っ
と
、
朝
廷
軍
と
壮
絶
な
戦
い
を
く
り
か
え
し
、
結
果
的
に
は
文
化

も
ろ
と
も
打
ち
滅
ぼ
さ
れ
た
古
代
東
北
地
方
の
蝦
夷
た
ち
の
怨
霊
で
は
な
か
っ
た
の

か
、
と
私
は
思
う
。
寺
を
建
て
怨
霊
の
魂
を
鎮
め
、
異
民
を
教
化
す
る
最
大
の
武
器
が

仏
教
で
あ
り
、
そ
の
儀
式
が
舞
楽
だ
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
舞
楽
の
納
曽
利
、
陵

王
の
面
は
、
時
空
を
超
え
て
、
凄
ま
じ
い
歴
史
の
真
実
を
わ
れ
わ
れ
に
、
語
り
か
け
て

い
る
。
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