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一
九

指
示
詞
カ
系
派
生
語「
か
く
」類
語
句
と
冒
頭
表
現
か
ら
見
た
平
安
前
期
物
語『
篁
物
語
』

│
│
登
場
人
物
の
対
比
構
造
が
つ
な
ぐ
第
Ⅰ
部
と
第
Ⅱ
部
│
│

安
部
清
哉

【
キ
ー
ワ
ー
ド
】『
篁
物
語
』、「
か
く
」
類
語
句
、
冒
頭
表
現
、
人
物
対
比
構
造
、
主
題
、

【
目　

次
】　

0　

プ
ロ
ロ
ー
グ

　
　
　
　
　

1　

は
じ
め
に

　
　
　
　
　

2　

本
文
冒
頭
部
分
で
の
物
語
設
定
表
現

　
　
　
　
　

3　

指
示
代
名
詞
「
か
（
彼
）」
系
派
生
語
「
か
く
」
類
語
句
の
特
徴
的
使
用

　
　
　
　
　

4　

登
場
人
物
の
対
比
的
構
造

　
　
　
　
　

5　

主
題
「
漢
才
」
の
章
段
の
配
置
│
│
『
篁
物
語
』
の
構
成
法

　
　
　
　
　

6　

お
わ
り
に

│
│
「
作
者
に
と
っ
て
、
小
野
篁
と
は
、
仰
ぎ
見
る
べ
き
偉
大
な
存
在
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
作
者
は
、
篁
が
そ
の
才
を
認

め
ら
れ
、
存
分
に
発
揮
で
き
た
良
き
時
代
へ
の
憧
憬
を
強
く
抱
い
て
い
た
。」（
大
井
田
晴
彦
（2008.3

）、
大
井
田
氏
の
原

文
は
「『
う
つ
ほ
物
語
』
の
作
者
に
と
っ
て
」
で
始
ま
っ
て
い
る
が
、『
篁
物
語
』
の
作
者
も
同
じ
で
あ
っ
た
ろ
う
。）
│
│
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二
〇

0　

プ
ロ
ロ
ー
グ

　
『
篁
物
語
』
は
、
特
に
そ
の
第
Ⅰ
部
の
前
半
で
は
、
和
歌
の
後
に
「
か
く
」「
か
か
る
」
と
い
う
「
か
」
系
指
示
詞
か
ら
の
派
生
語
が
連

続
し
て
現
れ
て
い
る
（
後
掲
）。
と
こ
ろ
で
、
歌
物
語
で
あ
る
『
伊
勢
物
語
』『
大
和
物
語
』
に
つ
い
て
、
糸
井
通
浩
（1987

）
は
、
次
の

よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
。

　

〇  

歌
の
直
前
に
用
い
ら
れ
も
す
る
「
さ
て
」
と
は
対
照
的
に
、「
か
く
て
」
が
歌
の
後
に
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
糸

井
通
浩
（1987

）

　

〇  

「
か
│
か
く
」
系
の
接
続
詞
的
接
続
語
が
衰
退
し
て
い
く
流
れ
の
中
で
、「
か
く
て
」
も
後
期
物
語
で
は
ほ
と
ん
ど
使
わ
れ
な
く
な

っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
糸
井
通
浩
（1987

）

　

糸
井
氏
の
指
摘
は
「
か
く
て
」
で
あ
る
の
で
、
語
形
が
多
少
異
な
る
が
、『
大
和
物
語
』
に
は
、「
か
く
」「
か
か
り
」
で
も
、
次
の
よ

う
な
同
様
の
事
例
が
あ
る
の
で
、
い
ま
類
似
す
る
現
象
と
し
て
見
て
み
る
。

〇
【
大
和
物
語
・
九
十
二
段
】

　
　

故
權
中
納
言
、
左
の
大
殿
の
君
を
よ
ば
ひ
た
ま
う
け
る
年
の
師
走
の
つ
ご
も
り
に
、

　
　
　

物
お
も
ふ
と
月
日
の
ゆ
く
も
し
ら
ぬ
ま
に
今
年
は
今
日
に
は
て
ぬ
と
か
き
く

　

と
な
む
あ
り
け
る
。
又
か
く
な
む
、

　
　
　

い
か
に
し
て
か
く
お
も
ふ
て
ふ
こ
と
を
だ
に
人
づ
て
な
ら
で
君
に
語
ら
む

　
　

か
く
い
ひ
〳
〵
て
つ
ひ
に
あ
ひ
に
け
る
あ
し
た
に
、



指
示
詞
カ
系
派
生
語
「
か
く
」
類
語
句
と
冒
頭
表
現
か
ら
見
た
平
安
前
期
物
語
『
篁
物
語
』（
安
部
） 

二
一

〇
【
大
和
物
語
・
異
本
・
二
】

　

右
京
の
大
夫
宗
于
の
君
の
家
に
は
、
前
栽
を
な
ん
い
た
う
好
み
て
つ
く
り
け
る
。
女
郎
花
・
菊
な
ど
あ
り
。
こ
の
男
の
も
と
へ

行
た
り
け
る
間
を
う
か
ゞ
ひ
て
、
月
い
と
明
か
り
け
る
に
、
女
房
集
り
て
、
群
れ
て
こ
の
前
栽
を
見
歩
き
て
、
い
と
高
き
札
に
歌

を
か
き
つ
け
て
、
そ
の
花
の
中
に
立
て
け
る
、

　
　
　

き
て
み
れ
ば
昔
の
人
は
す
だ
き
け
り
花
の
ゆ
ヘ
あ
る
宿
に
ぞ
有
け
る

　

か
ゝ
り
け
れ
ば
、
男
誰
と
も
し
ら
ざ
り
け
れ
ど
、
來
て
と
り
も
や
す
る
と
書
き
て
立
て
た
り
け
る
、

　
『
篁
物
語
』
の
第
Ⅰ
部
は
歌
物
語
的
内
容
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
が
、
和
歌
の
直
後
に
指
示
詞
形
態
素
「
か
」
系
か
ら
の
派
生
語
語

彙
（
指
示
詞
・
副
詞
・
接
続
詞
な
ど
）
が
現
れ
る
と
い
う
点
で
は
共
通
性
が
認
め
ら
れ
る
。
こ
の
現
象
は
、
同
じ
歌
物
語
の
『
平
中
物

語
』
で
も
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

こ
の
糸
井
氏
の
指
摘
と
『
平
中
物
語
』
で
の
一
致
を
、『
篁
物
語
』
に
重
ね
合
わ
せ
る
な
ら
ば
、『
篁
物
語
』
の
特
に
第
Ⅰ
部
の
前
半
で

の
「
か
」
系
派
生
語
語
彙
の
用
法
は
、
ひ
と
つ
に
は
歌
物
語
的
な
文
体
の
ひ
と
つ
で
あ
る
こ
と
、
い
ま
ひ
と
つ
に
は
平
安
前
期
で
も
こ
の

三
作
品
に
極
め
て
近
い
時
期
の
表
現
を
再
現
で
き
る
人
物
に
よ
る
文
体
で
あ
る
こ
と
、
を
示
唆
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

こ
れ
ら
の
語
彙
の
使
用
法
は
、『
篁
物
語
』
の
文
体
と
作
品
の
性
格
と
、
さ
ら
に
成
立
時
期
を
検
討
す
る
時
に
、
極
め
て
示
唆
的
で
あ

る
。
本
稿
で
は
、
こ
れ
ら
「
か
」
系
派
生
語
語
彙
（
以
下
、
先
行
研
究
で
の
表
現
も
踏
襲
し
て
「『
か
く
』
類
語
句
」
と
も
呼
ぶ
こ
と
に

す
る
）
の
使
用
法
と
、
冒
頭
表
現
に
み
る
文
体
を
取
り
上
げ
て
、『
篁
物
語
』
を
検
討
し
て
み
た
い
と
思
う
。
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二
二

1　

は
じ
め
に

　

平
安
時
代
の
成
立
と
み
ら
れ
る
『
篁
物
語
』
に
は
、
ま
だ
い
く
つ
か
の
課
題
が
残
さ
れ
て
い
る
。
残
さ
れ
て
い
る
そ
の
も
っ
と
も
大
き

な
課
題
の
ひ
と
つ
は
、
そ
の
作
品
の
テ
ー
マ
、
主
題
に
つ
い
て
の
解
釈
で
あ
ろ
う
。
テ
ー
マ
に
関
し
て
課
題
と
し
て
保
留
さ
れ
て
い
る
事

情
に
は
い
く
つ
か
の
理
由
が
あ
げ
ら
れ
る
が
、
テ
ー
マ
に
向
き
合
う
以
前
の
い
く
つ
か
の
解
釈
が
未
確
定
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
が
大
き

な
要
因
に
な
っ
て
い
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
成
立
年
代
に
諸
説
が
あ
っ
て
ま
だ
確
定
に
至
っ
て
い
な
い
こ
と
、
作
者
が
未
確
定
で
あ
る
こ
と
、

そ
し
て
、
作
品
構
成
の
解
釈
、
い
わ
ゆ
る
前
半
・
後
半
（
本
稿
で
の
第
Ⅰ
部
と
第
Ⅱ
部
）
の
関
係
が
未
確
定
で
あ
る
こ
と
、
の
3
点
の
問

題
が
大
き
く
横
た
わ
っ
て
い
る
と
言
え
る
。
さ
ら
に
言
え
ば
、
こ
れ
ら
そ
れ
ぞ
れ
に
関
わ
っ
て
、
第
Ⅰ
部
と
第
Ⅱ
部
の
成
立
時
期
・
作
者

が
同
じ
な
の
か
異
な
る
の
か
に
つ
い
て
も
、
定
説
に
至
っ
て
は
お
ら
ず
、
そ
れ
ゆ
え
、
成
立
時
期
・
作
者
の
解
釈
に
よ
っ
て
も
、
第
Ⅰ
部

と
第
Ⅱ
部
の
関
係
や
各
々
の
テ
ー
マ
の
解
釈
も
異
な
り
得
る
こ
と
に
な
る
、
と
い
う
状
況
に
あ
る
。

　

本
稿
執
筆
者
は
、
こ
れ
ま
で
次
の
諸
点
に
つ
い
て
解
釈
を
提
示
し
て
き
た
。

〇
作
者
│
│
原
『
篁
物
語
』
の
作
者
は
源
順

〇
成
立
│
│
原
『
篁
物
語
』
と
し
て
は
、
平
安
中
期
の
10
世
紀
後
半
（
下
限
9 

8 

3
年
ま
で
）
に
全
体
が
成
立
。
そ
の
後
、
中
世
に
一

部
加
筆
（
書
写
段
階
の
補
筆
も
含
め
）
の
可
能
性
も
認
め
ら
れ
る
。

〇
文
学
史
的
位
置
づ
け
│
│
い
わ
ゆ
る
「
歌
物
語
」
の
構
成
を
引
き
継
ぎ
つ
つ
、
新
し
い
創
り
物
語
を
試
行
し
た
言
わ
ば
〝
つ
く
り
歌

物
語
〞
と
い
う
性
格
の
新
し
い
構
想
で
創
作
さ
れ
た
文
芸
作
品
。
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二
三

〇
典
拠
作
品
│
│
作
品
全
体
に
、『
伊
勢
物
語
』
第
三
十
九
、
四
十
、
四
十
一
段
を
踏
ま
え
て
い
る
部
分
が
あ
り
、
そ
の
影
響
が
少
な

く
な
い
。（
そ
の
他
、
中
国
古
典
作
品
を
踏
ま
え
て
い
る
部
分
が
多
い
こ
と
に
は
、
既
に
多
く
の
指
摘
が
あ
る
。）

〇
諸
写
本
の
系
統
│
│
写
本
の
書
名
と
し
て
「
篁
物
語
」
と
「
小
野
篁
集
」
と
で
は
本
文
の
系
統
を
異
に
す
る
。

〇
諸
写
本
の
新
旧
比
較
│
│
「
篁
物
語
」
と
あ
る
諸
本
（
影
考
館
本
の
甲
本
・
乙
本
、
京
都
大
学
本
）
の
方
が
、「
小
野
篁
集
」
と
あ

る
写
本
よ
り
も
、
古
い
形
態
を
保
持
す
る
蓋
然
性
が
高
い
。

〇
第
Ⅰ
部
と
第
Ⅱ
部
の
関
係
│
│
第
Ⅰ
部
と
第
Ⅱ
部
に
は
、
共
通
し
て
『
伊
勢
物
語
』（
上
記
3
章
段
）
の
影
響
が
認
め
ら
れ
、
特
に
、

『
篁
物
語
』
の
末
尾
部
分
に
も
そ
の
影
響
が
あ
る
こ
と
か
ら
み
て
、
第
Ⅰ
部
・
第
Ⅱ
部
は
原
作
者
に
よ
っ
て
構
想
さ
れ
た
一
貫
し
た

作
品
と
見
な
せ
る
。（
そ
の
他
、
細
部
は
い
ま
略
す
。）

〇
本
文
構
成
1
│
│
最
末
尾
の
1
文
の
み
は
、
後
の
段
階
（
構
想
上
や
執
筆
段
階
か
、
あ
る
い
は
ま
た
年
代
的
に
か
、
別
人
か
な
ど
も

含
む
）
で
の
追
記
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
。

〇
本
文
構
成
2
│
│
本
文
全
体
は
、
い
く
つ
か
の
贈
答
歌
を
中
心
部
分
と
し
て
歌
物
語
的
構
成
を
も
っ
た
小
章
段
的
段
落
と
、
会
話
な

い
し
叙
述
的
説
明
に
よ
っ
て
展
開
す
る
説
話
的
段
落
と
に
よ
る
い
く
つ
か
の
小
章
段
で
形
成
さ
れ
て
い
る
。
特
に
前
者
の
部
分
は
、

い
わ
ゆ
る
「
歌
物
語
」
的
な
構
成
を
形
成
し
て
い
る
。

　

本
稿
で
は
、
課
題
と
し
て
残
っ
て
い
る
作
品
の
主
題
（
テ
ー
マ
）
の
問
題
を
考
え
て
い
く
た
め
の
前
段
階
と
し
て
、
ひ
と
つ
は
、

　
　

〇
成
立
時
期
に
関
わ
っ
て
、「
か
く
」
類
語
句
の
文
体
的
特
徴
、
及
び
、
本
文
冒
頭
部
で
の
物
語
設
定
表
現
、

　

い
ま
ひ
と
つ
は
、

　
　

〇
本
作
品
に
特
徴
的
と
も
言
え
る
い
く
つ
か
の
登
場
人
物
の
対
比
構
造
、
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二
四

に
つ
い
て
取
り
上
げ
て
み
た
い
と
思
う
。

　

な
お
、
本
稿
で
は
、
特
に
断
ら
な
い
か
ぎ
り
、
本
文
と
し
て
は
日
本
古
典
文
学
大
系
本
「
篁
物
語
」（
影
考
館
本
）
を
使
用
し
、
漢
字

な
ど
の
表
記
は
便
宜
的
に
適
宜
改
め
る
場
合
が
あ
る
。
作
品
名
と
し
て
は
、
二
重
鍵
カ
ッ
コ
の
『
篁
物
語
』
と
表
記
し
、
時
に
写
本
を
区

別
す
る
場
合
は
、
一
重
鍵
カ
ッ
コ
で
「
篁
物
語
」
と
「
小
野
篁
集
」
と
を
区
別
し
て
表
記
す
る
場
合
が
あ
る
。
ま
た
、
他
の
作
品
名
で
は
、

『
篁
物
語
』『
源
氏
物
語
』『
堤
中
納
言
物
語
』
等
を
そ
れ
ぞ
れ
わ
か
る
範
囲
で
『
篁
』『
源
氏
』『
堤
』
の
よ
う
に
略
記
し
て
い
く
場
合
が

あ
る
。2　

本
文
冒
頭
部
分
で
の
物
語
設
定
表
現

2
│
1　

平
安
前
期
物
語
に
お
け
る
冒
頭
表
現
の
類
型

　
『
篁
物
語
』
の
成
立
時
期
に
関
し
て
は
、
現
在
で
も
、
10
世
紀
後
半
と
す
る
見
方
の
ほ
か
、
平
安
後
期
〜
平
安
末
期
（
11
世
紀
末
12
世

紀
末
）
と
す
る
解
釈
も
、
近
年
の
論
（
松
野
彩
（2017
））
で
も
改
め
て
提
示
さ
れ
て
い
る
と
い
う
状
況
に
あ
る
。

　
『
篁
物
語
』
の
諸
成
立
論
は
、
様
々
な
特
徴
に
注
目
し
て
な
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
改
め
て
そ
の
冒
頭
で
の
物
語
設
定
の
表
現
を

取
り
上
げ
て
み
た
い
。

　

対
象
と
す
る
諸
作
品
を
こ
こ
で
は
主
に
平
安
時
代
の
も
の
に
限
定
し
た
い
と
思
う
。
平
安
時
代
の
物
語
の
冒
頭
部
分
に
は
、
以
下
に
例

示
す
る
よ
う
に
、
特
に
、『
源
氏
物
語
』
ま
で
に
見
ら
れ
る
類
型
的
な
冒
頭
表
現
が
見
ら
れ
る
。
そ
の
点
で
『
源
氏
物
語
』
よ
り
後
の
物

語
群
と
は
明
瞭
な
相
違
が
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
指
摘
は
、
比
較
的
広
く
知
ら
れ
て
い
る
こ
と
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

『
篁
物
語
』
は
、
本
稿
執
筆
者
の
観
察
で
も
、
平
安
前
期
、『
源
氏
物
語
』
以
前
の
特
徴
を
持
つ
作
品
な
の
だ
と
、
確
認
し
て
い
た
も
の
で



指
示
詞
カ
系
派
生
語
「
か
く
」
類
語
句
と
冒
頭
表
現
か
ら
見
た
平
安
前
期
物
語
『
篁
物
語
』（
安
部
） 

二
五

あ
る
。
そ
の
よ
う
な
言
及
な
り
指
摘
が
、
詳
細
か
簡
略
か
、
取
り
上
げ
て
い
る
対
象
作
品
（
該
当
作
品
）
が
一
部
だ
っ
た
か
網
羅
的
で
例

外
が
な
い
と
い
う
こ
と
か
、
な
ど
、
そ
の
扱
い
や
位
置
づ
け
に
は
、
内
容
的
に
相
当
の
振
り
幅
が
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
そ
の
よ

う
な
指
摘
の
最
初
が
ど
こ
に
遡
及
す
る
か
な
ど
ま
で
は
、
把
握
し
た
こ
と
が
な
い
。
こ
こ
で
は
、
授
業
な
ど
で
自
ら
学
生
に
紹
介
し
て
き

た
範
囲
の
も
の
で
取
り
上
げ
て
み
た
い
。
こ
れ
ま
で
の
調
査
で
も
、『
篁
物
語
』
も
や
は
り
（
自
説
と
一
致
し
て
）、
平
安
前
期
成
立
の
物

語
の
冒
頭
表
現
と
同
様
の
類
型
表
現
（「
だ
れ
が
、
い
つ
、
ど
の
よ
う
で
あ
っ
た
か
」）
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

さ
て
、
以
下
に
、
平
安
時
代
の
主
要
な
物
語
、
と
い
う
よ
り
全
物
語
の
冒
頭
部
分
を
、
お
よ
そ
成
立
年
代
順
に
提
示
し
て
み
た
。
複
数

章
段
か
ら
な
る
「
歌
物
語
」
類
（『
伊
勢
』『
大
和
』『
平
中
』）
は
除
外
し
た
。『
浜
松
中
納
言
物
語
』
は
巻
1
が
失
わ
れ
て
い
る
。『
堤
中

納
言
物
語
』
は
短
編
集
で
あ
り
、
ま
た
伝
本
に
よ
っ
て
配
列
が
異
な
る
。
こ
れ
ら
は
別
に
考
慮
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
歴
史
物
語
も
、
そ
の

性
格
上
、
冒
頭
に
は
時
間
や
登
場
人
物
を
設
定
す
る
と
い
う
類
型
は
避
け
ら
れ
ず
、
ま
た
、
序
文
が
置
か
れ
る
な
ど
の
問
題
も
あ
る
。
そ

の
他
、
考
慮
外
と
し
て
お
く
べ
き
作
品
も
あ
ろ
う
が
、
全
体
と
し
て
そ
の
冒
頭
部
分
の
表
現
は
、
次
の
よ
う
に
概
観
し
た
だ
け
で
直
ぐ
明

ら
か
な
よ
う
に
、『
源
氏
物
語
』
以
前
が
い
わ
ゆ
る
「
古
物
語
」
と
も
言
わ
れ
る
よ
う
に
、

〇
平
安
前
期
物
語
群
で
は
、「
い
つ
、
だ
れ
が
、（
何
を
）
ど
う
し
た
（
あ
る
い
は
、
ど
の
よ
う
で
あ
っ
た
）
か
？
」
と
い
う
「
時
」

「
所
」「
主
語
（
人
物
や
動
物
）」「
述
語
（
状
態
な
い
し
動
作
）」
が
、
明
瞭
に
設
定
さ
れ
て
語
り
出
さ
れ
て
い
る

と
い
う
特
徴
を
持
っ
て
い
る
こ
と
が
、
よ
く
わ
か
る
（
次
の
作
品
傍
線
部
参
照
）。

平
安
前
期
物
語

①　

い
ま
は
昔
、
竹
取
の
翁
と
い
ふ
も
の
有
け
り
。
野
山
に
ま
じ
り
て
竹
を
取
り
つ
ゝ
、
よ
ろ
づ
の
事
に
使
ひ
け
り
。
名
を
ば
、
さ
か

き
の
造
と
な
む
い
ひ
け
る
。（『
竹
取
物
語
』）
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二
六

②　

む
か
し
、
お
と
こ
、
う
ゐ
か
う
ぶ
り
し
て
、
な
ら
の
京
、
春
日
の
里
に
し
る
よ
し
し
て
、
狩
に
往
に
け
り
。
そ
の
里
に
、
い
と
な

ま
め
い
た
る
女
は
ら
か
ら
住
み
け
り
。
こ
の
お
と
こ
、
か
い
ま
み
て
け
り
。（『
伊
勢
物
語
』）

③　

今
は
む
か
し
、
男
二
人
し
て
、
女
一
人
を
よ
ば
ひ
け
り
。
先
だ
ち
て
よ
り
言
ひ
け
る
男
は
、
官
ま
さ
り
て
、
そ
の
と
き
の
帝
に
近

う
仕
ふ
ま
つ
り
、
の
ち
よ
り
言
ひ
け
る
男
は
、
そ
の
、
同
じ
帝
の
母
后
の
御
あ
な
す
ゑ
に
て
、
官
は
劣
り
け
り
。（『
平
中
物
語
』）

④　

亭
子
の
帝
い
ま
は
お
り
ゐ
た
ま
ひ
な
ん
と
す
る
こ
ろ
、
弘
徽
殿
の
か
べ
に
、
伊
勢
の
御
の
か
き
つ
け
け
る
、（『
大
和
物
語
』）

⑤　

ア　

  

む
か
し
、
式
部
大
輔
、
左
大
辨
か
け
て
清
原
の
〈
王
〉
あ
り
け
り
。
御
子
腹
に
、
ヲ
の
こ
子
一
人
持
た
り
。
そ
の
子
、
心
の

さ
と
き
こ
と
か
ぎ
り
な
し
。（『
宇
津
保
物
語
』
俊
蔭
）

イ　

  

む
か
し
、
藤
原
の
君
と
聞
ゆ
る
、
一
世
の
源
氏
お
は
し
ま
し
け
り
。
童
よ
り
名
高
く
て
、
容
貌
、
心
、
魂
、
身
の
才
、
人
に

勝
れ
、
學
問
に
心
い
れ
て
、
遊
び
の
道
に
も
入
り
た
ち
給
へ
る
時
に
、（『
宇
津
保
物
語
』
藤
原
の
君
）

ウ　

  

か
く
て
、
又
嵯
峨
の
御
時
に
、
源
の
忠
恒
と
聞
ゆ
る
左
大
臣
お
は
し
け
り
。
又
右
大
臣
橘
の
千
蔭
と
申
す
お
は
し
け
り
。
世
の

中
に
、
か
た
ち
清
げ
に
、
心
賢
き
人
の
一
に
た
て
ら
れ
給
ふ
。（『
宇
津
保
物
語
』
忠
こ
そ
）

⑥　

今
は
昔
、
中
納
言
な
る
人
の
、
御
女
あ
ま
た
も
ち
給
へ
る
お
は
し
き
。
大
君
、
中
君
に
は
婿
ど
り
し
て
、
西
の
對
、
東
の
對
に
、

花
々
と
し
て
住
ま
せ
奉
り
給
ふ
に
、
三
四
の
君
、
裳
著
せ
奉
り
給
は
ん
と
て
、
か
し
づ
き
そ
し
給
ふ
。（『
落
窪
物
語
』）

⑦　

昔
、
中
納
言
に
て
、
左
衛
門
の
督
か
け
給
ふ
人
お
は
し
た
り
。
妻
二
人
、
定
め
給
ふ
。
人
は
時
め
く
諸
大
夫
の
御
娘
と
も
聞
こ
ゆ

る
、
此
の
御
腹
に
姫
君
二
人
お
は
し
ま
す
。
今
一
人
は
宮
腹
の
御
娘
に
て
、
万
に
な
べ
て
な
ら
ぬ
人
に
て
ぞ
お
は
し
け
る
。（『
住
吉

物
語
』
│
│
「
古
住
吉
」
と
い
う
平
安
前
期
成
立
の
古
い
段
階
が
想
定
さ
れ
て
い
る
）

⑧　

ア　

親
の
、
い
と
よ
く
か
し
づ
き
け
る
、
人
の
む
す
め
、
あ
り
け
り
。（『
篁
物
語
』
冒
頭
）

イ　

さ
て
、
こ
の
女
、
願
あ
り
て
、
如
月
の
初
午
に
、
稻
荷
に
詣
で
け
り
。（『
篁
物
語
』
五
段
「
兵
衛
佐
横
恋
慕
譚
」
の
序
段
）
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二
七

⑨　
　

い
づ
れ
の
お
ほ
ん
時
に
か
、
女
御
更
衣
あ
ま
た
侍
ひ
給
ひ
け
る
な
か
に
、
い
と
や
む
ご
と
な
き
き
は
に
は
あ
ら
ぬ
が
、
す
ぐ
れ
て

時
め
き
給
ふ
あ
り
け
り
。（『
源
氏
物
語
』）

平
安
後
期
物
語

⑩　

月
に
は
か
ら
れ
て
、
夜
ふ
か
く
起
き
に
け
る
も
、
思
ふ
ら
む
と
こ
ろ
い
と
ほ
し
け
れ
ど
、
立
ち
歸
ら
む
も
遠
き
ほ
ど
な
れ
ば
、
や
う

〳
〵
行
く
に
、
小
家
な
ど
に
例
音
な
ふ
も
の
も
聞
え
ず
、
く
ま
な
き
月
に
、
所
々
の
花
の
木
ど
も
も
、
ひ
と
へ
に
ま
が
ひ
ぬ
べ
く
霞

み
た
り
。（『
堤
中
納
言
物
語
』
桜
花
折
る
少
将
）

⑪　

人
の
世
の
さ
ま
〳
〵
な
る
を
見
聞
つ
も
る
に
、
な
を
寢
覺
の
御
仲
ら
ひ
ば
か
り
、
あ
さ
か
ら
ね
契
な
が
ら
、
世
に
心
づ
く
し
な
る
た

め
し
は
、
あ
り
が
た
く
も
有
け
る
か
な
。（『
夜
半
の
寝
覚
』）

⑫　

孝
養
の
心
ざ
し
深
く
思
ひ
立
ち
に
し
道
な
れ
ば
に
や
、
お
そ
ろ
し
う
は
る
か
に
思
ひ
や
り
し
波
の
上
な
れ
ど
、
あ
ら
き
波
風
に
も
あ

は
ず
思
ふ
か
た
の
風
な
ん
、
こ
と
に
吹
き
を
く
る
心
地
し
て
、
も
ろ
こ
し
の
う
む
れ
い
と
い
ふ
所
に
、
七
月
上
の
十
日
に
お
は
し
ま

し
つ
き
ぬ
。（『
浜
松
中
納
言
物
語
』）

⑬　

少
年
の
春
は
、
惜
し
め
ど
も
留
ま
ら
ぬ
も
の
な
り
け
れ
ば
、
彌
生
の
廿
日
餘
に
も
な
り
ぬ
。
御
前
の
木
立
、
何
と
な
く
青
み
渡
れ
る

中
に
、
中
島
の
藤
は
、「
松
に
と
の
み
も
」
思
は
ず
咲
き
か
ゝ
り
て
、
山
ほ
と
ゝ
ぎ
す
待
顏
な
る
に
、
池
の
汀
の
八
重
山
吹
は
、「
井

手
の
邊
に
や
」
と
見
え
た
り
。（『
狭
衣
物
語
』）

⑭　

世
始
り
て
後
、
こ
の
國
の
み
か
ど
六
十
餘
代
に
な
ら
せ
給
に
け
れ
ど
、
こ
の
次
第
書
き
つ
く
す
べ
き
に
あ
ら
ず
。
こ
ち
よ
り
て
の
事

を
ぞ
記
す
べ
き
。
世
の
中
に
、
宇
多
の
み
か
ど
ゝ
申
み
か
ど
お
は
し
ま
し
け
り
。
そ
の
み
か
ど
の
御
子
達
あ
ま
た
お
は
し
ま
し
け
る

な
か
に
、
一
の
御
子
敦
仁
の
親
王
と
ま
し
け
る
ぞ
、
位
に
つ
か
せ
給
け
る
こ
そ
は
、
醍
醐
の
聖
帝
と
ま
し
て
、
世
の
中
に
天
の
下
め
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二
八

で
た
き
例
に
ひ
き
奉
る
な
れ
。（『
栄
花
物
語
』
卷
第
一
、
月
の
宴
）

　

と
こ
ろ
が
一
方
、『
源
氏
物
語
』
よ
り
後
の
作
品
に
な
る
と
、
そ
の
よ
う
な
表
現
は
な
く
な
り
、
言
わ
ば
話
型
か
ら
自
由
に
な
っ
て
い

く
の
が
わ
か
る
。
そ
れ
は
、『
源
氏
物
語
』
の
影
響
下
に
編
ま
れ
、
そ
の
亜
流
作
品
と
も
言
わ
れ
る
平
安
後
期
三
大
長
編
作
品
の
『
狭
衣

物
語
』『
夜
半
の
寝
覚
』『
浜
松
中
納
言
物
語
』
で
も
明
瞭
で
あ
る
。

　
『
篁
物
語
』
の
冒
頭
は
、
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

　

〇
親
の
、
い
と
よ
く
か
し
づ
き
け
る
人
の
娘
、
あ
り
け
り
。

　
『
伊
勢
物
語
』『
大
和
物
語
』『
平
中
物
語
』
な
ど
の
冒
頭
に
も
よ
く
現
れ
る
よ
う
な
、
あ
た
か
も
「
昔
、
親
の
い
と
、
よ
く
か
し
づ
き

け
る
人
の
娘
、
あ
り
け
り
。」
と
あ
っ
て
も
お
か
し
く
な
い
よ
う
な
、
歌
物
語
的
冒
頭
と
見
ら
れ
る
表
現
で
あ
る
。
ま
た
、
興
味
深
い
こ

と
に
、『
篁
物
語
』
の
同
じ
第
Ⅰ
部
内
に
あ
り
、
か
つ
、
内
容
上
独
立
し
て
い
て
挿
入
的
部
分
と
み
ら
れ
る
「
兵
衛
佐
横
恋
慕
譚
」
の
場

面
の
冒
頭
も
、
次
の
よ
う
に
、
そ
れ
ら
と
同
じ
特
性
（「
主
語
」「
時
」「
述
語
」）
を
備
え
た
冒
頭
的
表
現
に
な
っ
て
い
る
。

　

〇
さ
て
、
こ
の
女
、
願
あ
り
て
、
如
月
の
初
午
に
、
稻
荷
に
詣
り
け
り
。（「
兵
衛
佐
横
恋
慕
譚
」
の
冒
頭
）

　

い
ず
れ
に
せ
よ
、
他
の
平
安
物
語
の
冒
頭
部
分
の
中
に
お
い
て
『
篁
物
語
』
を
見
た
時
に
、
こ
の
冒
頭
設
定
は
、
極
め
て
平
安
前
期
的
、

『
源
氏
物
語
』
以
前
の
話
型
を
そ
の
ま
ま
踏
襲
し
て
い
る
と
み
な
さ
ざ
る
を
得
な
い
。
こ
れ
を
、
平
安
後
期
成
立
の
話
型
で
あ
る
、
と
見

な
す
に
は
か
な
り
勇
気
が
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

も
ち
ろ
ん
平
安
後
期
で
も
、
歴
史
物
語
類
は
そ
の
性
格
上
や
や
趣
を
異
に
し
、「
い
つ
誰
が
、
ど
う
い
う
時
代
だ
っ
た
か
」
と
い
う
設

定
で
始
ま
る
必
然
性
が
あ
る
。
そ
れ
は
歴
史
物
語
で
あ
る
だ
け
に
、
避
け
が
た
い
一
定
の
話
型
と
言
え
よ
う
。
平
安
後
期
で
も
、
こ
の
冒

頭
話
型
を
持
つ
作
品
は
、
歴
史
物
語
あ
る
い
は
そ
れ
に
近
い
説
話
物
語
に
も
見
ら
れ
る
傾
向
は
あ
る
か
ら
、『
篁
物
語
』
も
、
歴
史
物
語
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二
九

的
性
格
な
い
し
説
話
的
物
語
ゆ
え
に
、
そ
の
よ
う
な
冒
頭
で
あ
り
、
平
安
後
期
で
あ
っ
て
も
お
か
し
く
な
い
、
と
い
う
こ
と
が
出
来
そ
う

に
も
見
え
る
。
し
か
し
、『
篁
物
語
』
で
説
話
的
性
格
を
持
つ
と
言
わ
れ
て
い
る
の
は
、
冒
頭
が
あ
る
第
Ⅰ
部
で
は
な
く
、
第
Ⅱ
部
の
方

で
あ
る
。
歌
物
語
的
と
言
わ
れ
る
第
Ⅰ
部
の
こ
の
冒
頭
を
説
話
物
語
の
冒
頭
の
類
型
の
中
に
位
置
づ
け
て
平
安
後
期
で
も
当
て
は
ま
る
、

と
許
容
す
る
の
は
た
め
ら
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
作
品
を
、
説
話
な
い
し
歴
史
物
語
と
み
な
さ
な
い
限
り
、
こ
の
冒
頭
の
話
型
を
、
平

安
後
期
の
他
の
作
品
の
話
型
と
同
列
に
見
る
こ
と
は
躊
躇
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
平
安
前
期
・
後
期
で
の
冒
頭
の
話
型
の
相
違
は
、
広
く
知
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
の
点
を
『
篁
物
語
』

に
も
適
応
さ
せ
て
検
討
し
た
の
は
本
稿
執
筆
者
だ
け
で
な
い
。
こ
の
よ
う
な
解
釈
が
『
篁
物
語
』
で
も
可
能
と
見
た
論
と
し
て
西
田
氏
の

説
を
紹
介
し
て
お
き
た
い
。

　

西
田
禎
元
（1974

）
で
は
、
同
様
に
諸
作
品
の
冒
頭
を
提
示
し
（
さ
ら
に
鏡
物
な
ど
の
歴
史
物
語
や
、
説
話
物
語
で
は
『
日
本
霊
異

記
』『
今
昔
物
語
集
』
な
ど
も
挙
げ
て
い
る
）
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
（
ａ
は
「
時
」、
ｂ
は
「
所
」、
ｃ
は
「
主
語
（
人
物
や
動

物
）」、
ｄ
は
「
述
語
（
状
態
あ
る
い
は
動
作
）」
を
指
す
）。

　

ａ
・
ｃ
・
ｄ
の
型
が
最
も
多
い
。「
い
つ
誰
々
が
何
々
を
し
た
（
ど
う
で
あ
っ
た
）」
の
型
で
あ
る
。
お
も
し
ろ
い
こ
と
は
、『
霊

異
記
』
を
除
い
た
『
源
氏
』
以
前
の
物
語
が
全
部
こ
の
型
に
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。『
源
氏
』
以
後
の
『
と
り
か
へ
ば
や
』
も

当
然
書
き
出
し
は
『
源
氏
』
と
『
宇
津
保
』
の
模
倣
な
の
で
こ
の
型
に
入
っ
て
い
る
。

　

ａ
・
ｂ
・
ｃ
・
ｄ
の
四
つ
を
ふ
く
ん
だ
物
語
を
み
る
と
、『
伊
勢
』
と
『
源
氏
』
は
言
う
ま
で
も
な
く
平
安
朝
物
語
の
二
代
表
作

で
、
和
歌
文
学
や
後
代
の
物
語
へ
の
影
響
も
多
大
で
あ
る
し
、『
今
昔
』
は
所
謂
説
話
物
語
の
王
者
で
あ
る
か
ら
、
昔
話
の
型
を
最

も
適
確
に
踏
ま
え
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。

　

ａ
・
ｂ
・
ｃ
・
ｄ
と
ａ
・
ｃ
・
ｄ
の
型
か
ら
言
え
る
こ
と
は
、
概
し
て
前
期
物
語
は
昔
話
の
型
に
は
ま
っ
て
お
り
、
後
期
物
語
で



指
示
詞
カ
系
派
生
語
「
か
く
」
類
語
句
と
冒
頭
表
現
か
ら
見
た
平
安
前
期
物
語
『
篁
物
語
』（
安
部
） 

三
〇

こ
の
型
に
入
る
の
は
説
話
物
語
か
形
式
の
面
で
は
新
味
の
な
い
作
品
と
い
う
こ
と
に
な
る
。（
西
田
禎
元
（1974

））

　

西
田
氏
も
、
前
期
物
語
と
後
期
物
語
と
で
の
話
型
の
相
違
を
確
認
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
西
田
氏
は
、
そ
の
上
で
次
の
よ
う
に
述
べ
、

『
篁
物
語
』
の
冒
頭
は
そ
の
説
話
性
を
示
し
て
い
る
と
位
置
づ
け
て
い
る
点
が
、
解
釈
を
本
論
と
異
に
し
て
い
る
。

　

〇
『
篁
物
語
』
の
説
話
性
は
こ
の
冒
頭
の
書
き
出
し
の
部
分
か
ら
も
う
か
が
え
る
。（
西
田
禎
元
（1974

））

　

先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、『
篁
物
語
』
の
冒
頭
を
含
む
第
Ⅰ
部
は
歌
物
語
的
と
従
来
指
摘
さ
れ
て
き
た
部
分
で
あ
り
、
実
際
に
、
そ
の

内
容
や
係
り
助
詞
の
用
法
を
見
て
も
歌
物
語
的
特
徴
を
示
す
（
安
部
（2018.6

）、
安
部
（2019.3

））。
説
話
的
性
格
を
持
つ
の
は
、
従
来

か
ら
言
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
第
Ⅱ
部
の
方
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
第
Ⅰ
部
で
の
こ
の
冒
頭
を
、
平
安
後
期
の
説
話
物
語
の
類
型
の
中
に
同

列
に
し
て
扱
う
こ
と
は
、
や
は
り
躊
躇
さ
れ
る
。
一
歩
譲
歩
し
た
と
し
て
も
、
こ
の
冒
頭
を
含
む
第
Ⅰ
部
の
内
容
は
「
説
話
的
」
だ
と
解

釈
し
直
さ
な
い
こ
と
に
は
、
こ
れ
ら
平
安
時
代
物
語
作
品
群
に
見
ら
れ
る
前
期
後
期
で
の
冒
頭
表
現
の
、
極
め
て
明
瞭
な
類
型
（
前
期
の

昔
物
語
的
類
型
と
、
後
期
の
新
物
語
的
、
説
話
歴
史
物
的
類
型
）
の
中
に
位
置
づ
け
る
の
が
難
し
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

す
な
わ
ち
、『
篁
物
語
』
第
Ⅰ
部
の
冒
頭
、
第
Ⅰ
部
中
の
独
立
的
挿
入
譚
で
あ
る
「
兵
衛
佐
横
恋
慕
譚
」
の
冒
頭
は
、
平
安
前
期
の
昔

物
語
的
話
型
を
踏
襲
し
て
い
る
、
と
解
釈
し
て
お
く
の
が
無
難
な
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

な
お
、「
昔
物
語
」
と
い
う
点
で
、
先
の
一
連
の
冒
頭
部
分
に
は
、
西
田
氏
は
指
摘
し
て
お
ら
れ
な
い
が
、
も
う
ひ
と
つ
興
味
深
い
傾

向
が
読
み
取
れ
る
。
次
節
で
簡
単
に
指
摘
し
て
み
た
い
。

2
│
2　
「
昔
物
語
」
の
冒
頭
表
現
類
型

　

先
に
あ
げ
た
冒
頭
表
現
の
内
、
平
安
前
期
の
作
品
の
類
型
で
さ
ら
に
興
味
深
い
点
は
、「（
今
は
）
昔
」
の
有
無
で
あ
る
。
そ
の
ほ
と
ん

ど
は
、「
今
は
昔
」「
昔
」「
今
は
」
で
始
ま
る
か
、
そ
れ
を
含
ん
で
い
る
。
改
め
て
、
冒
頭
の
1
文
の
み
を
再
掲
し
て
み
よ
う
。
前
期
物
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三
一

語
で
該
当
し
な
い
冒
頭
部
は
、
⑧
『
篁
物
語
』
と
⑨
『
源
氏
物
語
』
だ
け
で
あ
る
。

①　

い
ま
は
昔
、
竹
取
の
翁
と
い
ふ
も
の
有
け
り
。（『
竹
取
物
語
』）

②　

む
か
し
、
お
と
こ
、
う
ゐ
か
う
ぶ
り
し
て
、
な
ら
の
京
、
春
日
の
里
に
し
る
よ
し
し
て
、
狩
に
往
に
け
り
。（『
伊
勢
物
語
』）

③　

今
は
む
か
し
、
男
二
人
し
て
、
女
一
人
を
よ
ば
ひ
け
り
。（『
平
中
物
語
』）

④　

亭
子
の
帝
い
ま
は
お
り
ゐ
た
ま
ひ
な
ん
と
す
る
こ
ろ
、
弘
徽
殿
の
か
べ
に
、
伊
勢
の
御
の
か
き
つ
け
け
る
、（『
大
和
物
語
）

⑤　

ア　

む
か
し
、
式
部
大
輔
、
左
大
辨
か
け
て
清
原
の
〈
王
〉
あ
り
け
り
。（『
宇
津
保
物
語
』「
俊
蔭
」
の
冒
頭
）

　
　

イ　

む
か
し
、
藤
原
の
君
と
聞
ゆ
る
、
一
世
の
源
氏
お
は
し
ま
し
け
り
。（『
宇
津
保
物
語
』「
藤
原
の
君
」
の
冒
頭
）

　
　

ウ
◆
か
く
て
、
又
嵯
峨
の
御
時
に
、
源
の
忠
恒
と
聞
ゆ
る
左
大
臣
お
は
し
け
り
。（『
宇
津
保
物
語
』「
忠
こ
そ
」
の
冒
頭
）

⑥　

今
は
昔
、
中
納
言
な
る
人
の
、
御
女
あ
ま
た
も
ち
給
へ
る
お
は
し
き
。（『
落
窪
物
語
』）

⑦　

昔
、
中
納
言
に
て
、
左
衛
門
の
督
か
け
給
ふ
人
お
は
し
た
り
。（『
住
吉
物
語
』「
古
住
吉
」
か
）

⑧　

ア
◆
親
の
、
い
と
よ
く
か
し
づ
き
け
る
、
人
の
む
す
め
、
あ
り
け
り
。（『
篁
物
語
』
冒
頭
）

　

（
イ
◆
さ
て
、
こ
の
女
、
願
あ
り
て
、
如
月
の
初
午
に
、
稻
荷
に
詣
で
け
り
。（『
篁
物
語
』
五
段
「
兵
衛
佐
横
恋
慕
譚
」
の
序

段
））　

⑨　

◆
い
づ
れ
の
お
ほ
ん
時
に
か
、
女
御
更
衣
あ
ま
た
侍
ひ
給
ひ
け
る
な
か
に
、
い
と
や
む
ご
と
な
き
き
は
に
は
あ
ら
ぬ
が
、
す
ぐ
れ

て
時
め
き
給
ふ
あ
り
け
り
。（『
源
氏
物
語
』）

　
『
宇
津
保
物
語
』
で
は
、
独
立
し
た
話
と
し
て
編
ま
れ
た
と
も
い
わ
れ
る
巻
二
「
藤
原
の
君
」
で
も
冒
頭
は
「
む
か
し
」
で
あ
り
、
該

当
し
て
い
る
（
同
じ
く
独
立
し
て
編
ま
れ
た
可
能
性
が
指
摘
さ
れ
る
『
宇
津
保
物
語
』
巻
三
「
忠
こ
そ
」
で
は
「
昔
」
始
ま
り
で
は
な

い
）。
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三
二

　

興
味
深
い
の
は
『
篁
物
語
』
の
位
置
で
あ
る
。
新
し
い
「
つ
く
り
物
語
」
へ
の
扉
を
開
い
た
『
源
氏
物
語
』
が
、「
今
は
昔
」
を
使
わ

ず
、
い
わ
ゆ
る
「
昔
物
語
」
の
冒
頭
の
話
型
（「
今
は
昔
」）
を
捨
て
て
い
る
こ
と
は
、
ま
っ
た
く
新
し
い
長
編
物
語
で
あ
る
そ
の
特
性
か

ら
も
納
得
さ
せ
ら
れ
る
。

　

⑧
『
篁
物
語
』
は
、
前
期
物
語
に
あ
る
類
型
形
式
（
主
人
公
の
主
語
、
述
語
）
で
の
始
ま
り
は
踏
襲
し
な
が
ら
、
一
方
で
は
、「（
今

は
）
昔
」
と
い
う
「
昔
物
語
」
の
設
定
の
縛
り
か
ら
は
脱
却
し
、『
源
氏
物
語
』
と
類
似
す
る
か
た
ち
に
な
っ
て
い
る
点
が
注
目
さ
れ
る
。

『
篁
物
語
』
は
実
在
し
た
小
野
篁
を
主
人
公
と
し
た
の
だ
か
ら
「
今
は
昔
」
で
は
な
い
の
だ
、
と
し
て
受
け
流
し
て
し
ま
い
そ
う
で
あ
る
。

し
か
し
、『
篁
物
語
』
に
つ
い
て
は
、「
歌
物
語
の
手
法
を
異
化
し
て
、
小
野
篁
を
主
人
公
と
し
た
、
独
自
の
創
作
的
伝
記
物
語
の
よ
う
な

も
の
を
創
ろ
う
と
し
た
」
作
品
（
福
家
俊
幸
（1997

））
と
も
言
わ
れ
る
。「
篁
物
語
に
お
い
て
も
、
事
実
と
異
な
る
篁
を
創
作
し
た
の
も

（
中
略
）、
事
実
に
あ
ら
ざ
る
虚
構
と
す
る
た
め
の
巧
み
な
方
法
で
あ
っ
た
」（
山
口
博
（1967

））
と
も
言
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
作
品
の

新
し
さ
が
指
摘
さ
れ
、〝
歴
史
上
に
実
在
し
た
人
物
を
主
人
公
に
し
て
架
空
の
つ
く
り
物
語
を
創
作
す
る
〞
と
い
う
新
し
い
〝
つ
く
り
歌

物
語
〞
と
し
て
の
創
作
で
あ
っ
た
（
安
部
（2020.3
））。
そ
れ
は
、
こ
の
冒
頭
の
「
非
『
今
は
昔
』」、「
脱
『
昔
物
語
』」
と
い
う
ス
タ
イ

ル
と
も
連
動
し
て
い
る
特
性
な
の
だ
と
理
解
さ
れ
る
。
そ
れ
ほ
ど
に
、
こ
の
『
篁
物
語
』
の
物
語
設
定
は
新
し
い
と
い
う
こ
と
を
、
こ
の

冒
頭
の
点
か
ら
も
再
評
価
す
べ
き
と
思
わ
れ
る
。

　

こ
れ
ら
の
特
徴
か
ら
、
上
記
9
作
品
内
で
の
発
達
史
的
位
置
を
、
あ
え
て
仮
に
こ
の
冒
頭
の
話
型
の
形
式
だ
け
で
言
え
ば
、『
篁
物
語
』

は
、『
宇
津
保
物
語
』『（
古
）
住
吉
物
語
』
も
含
め
た
①
〜
⑦
の
作
品
よ
り
も
あ
と
の
新
し
い
段
階
と
推
定
さ
れ
る
。
か
つ
、『
源
氏
物

語
』
に
も
影
響
し
て
い
る
点
（
井
野
葉
子
（2011

））
や
夕
霧
の
人
物
造
形
（「
六
位
宿
世
」）
の
モ
デ
ル
に
も
な
っ
て
点
（
安
部

（2017

））
で
『
源
氏
物
語
』（
第
一
部
）
よ
り
前
の
作
品
と
み
な
さ
れ
る
。
即
ち
『
篁
物
語
』
は
、『
宇
津
保
物
語
』「
藤
原
の
君
」
の
後
、

「
忠
こ
そ
」
前
後
に
並
ぶ
段
階
、『
源
氏
物
語
』
よ
り
も
前
に
位
置
付
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。（
さ
ら
に
は
、
推
定
さ
れ
た
原
作
者
・
源
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三
三

順
説
の
視
点
に
立
っ
て
言
え
ば
、『
宇
津
保
物
語
』
の
「
俊
蔭
」「
藤
原
の
君
」
よ
り
も
あ
と
の
段
階
で
の
執
筆
構
想
な
の
で
は
な
い
か
、

と
推
定
さ
れ
る
点
は
興
味
深
い
。）

　

と
こ
ろ
で
、
安
部
（2020.3

）
に
て
、『
篁
物
語
』
に
つ
い
て
、
い
わ
ゆ
る
「
歌
物
語
」
の
構
成
を
そ
の
作
品
の
構
成
の
基
盤
と
し
な

が
ら
も
新
し
い
創
作
を
目
指
し
た
「
つ
く
り
歌
物
語
」
と
位
置
付
け
た
。『
竹
取
物
語
』
の
よ
う
な
昔
話
の
よ
う
な
奇
譚
で
も
な
く
、『
落

窪
物
語
』
の
継
子
い
じ
め
譚
の
よ
う
な
説
話
的
物
語
で
も
な
く
、
一
方
で
、
実
在
し
た
小
野
篁
の
名
を
出
し
て
主
人
公
と
し
た
ま
っ
た
く

新
し
い
創
り
物
語
を
創
造
し
よ
う
と
し
た
作
品
と
見
た
。
そ
の
点
に
お
い
て
、『
伊
勢
』『
大
和
』『
平
中
』、『
竹
取
』『
落
窪
』
よ
り
も
新

し
い
。『
篁
物
語
』
は
、
冒
頭
表
現
（「
親
の
、
い
と
よ
く
か
し
づ
き
け
る
、
人
の
む
す
め
、
あ
り
け
り
。」）
の
点
で
も
、
平
安
前
期
の
語

り
出
し
話
型
（「
誰
が
ど
う
し
て
い
た
。」）
と
い
う
点
は
踏
襲
し
な
が
ら
も
、
一
方
で
は
、「
い
つ
」
と
い
う
時
間
設
定
の
話
型
の
ひ
と
つ

で
あ
る
「（
今
は
）
昔
」
と
い
う
「
昔
語
り
」
の
形
式
を
脱
却
し
て
い
る
。
そ
の
点
で
も
極
め
て
興
味
深
い
。
そ
の
よ
う
な
設
定
は
、
前

期
物
語
で
は
『
宇
津
保
物
語
』
の
巻
三
「
忠
こ
そ
」
の
巻
と
、『
源
氏
物
語
』
の
2
作
品
し
か
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
冒
頭
の
語
り
出
し

の
話
型
か
ら
の
推
定
は
、
こ
れ
ま
で
拙
論
で
見
て
き
た
原
『
篁
物
語
』
の
成
立
時
期
の
解
釈
│
│
源
順
が
原
作
者
で
9 

6 

0
年
前
後
か
ら

9 

8 

3
年
以
前
の
成
立
か
│
│
と
も
齟
齬
せ
ず
、
む
し
ろ
そ
れ
と
よ
く
符
合
す
る
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　

●
「
昔
」
語
り
の
話
型
を
脱
却
し
た
平
安
前
期
の
3
作
品

⑤
ウ
◆
か
く
て
、
又
嵯
峨
の
御
時
に
、
源
の
忠
恒
と
聞
ゆ
る
左
大
臣
お
は
し
け
り
。（『
宇
津
保
物
語
』「
忠
こ
そ
」
冒
頭
）

⑧
ア
◆
親
の
、
い
と
よ
く
か
し
づ
き
け
る
、
人
の
む
す
め
、
あ
り
け
り
。（『
篁
物
語
』
冒
頭
）

（
イ
◆
さ
て
、
こ
の
女
、
願
あ
り
て
、
如
月
の
初
午
に
、
稻
荷
に
詣
で
け
り
。（『
篁
物
語
』
五
段
「
兵
衛
佐
横
恋
慕
譚
」
冒
頭
）

⑨
◆
い
づ
れ
の
お
ほ
ん
時
に
か
、
女
御
更
衣
あ
ま
た
侍
ひ
給
ひ
け
る
な
か
に
、
い
と
や
む
ご
と
な
き
き
は
に
は
あ
ら
ぬ
が
、
す
ぐ
れ

て
時
め
き
給
ふ
あ
り
け
り
。（『
源
氏
物
語
』）
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三
四

　

先
に
引
用
し
た
西
田
禎
元
（1974

）
で
は
、
こ
の
「（
今
は
）
昔
」
の
有
無
ま
で
は
触
れ
て
い
な
い
の
で
、
こ
の
点
か
ら
の
新
解
釈
を

提
示
し
た
し
だ
い
で
あ
る
。

3　

指
示
代
名
詞
「
か
」
系
派
生
語
語
彙
の
特
徴
的
使
用

3
│
1　
『
篁
物
語
』
で
の
「
か
」
系
派
生
語
語
彙
の
用
例
と
特
徴

　
『
篁
物
語
』
に
お
け
る
「
か
（
彼
）」
系
の
指
示
代
名
詞
を
含
む
派
生
語
語
彙
│
│
「
か
く
」「
か
く
（
し
）
て
」「
か
か
る
ほ
ど
に
」

「
か
か
り
け
れ
ば
」
な
ど
│
│
に
は
、
特
徴
的
用
法
が
認
め
ら
れ
る
。
こ
こ
で
「
か
」
系
指
示
詞
の
用
法
と
し
て
一
括
し
て
扱
う
の
は
、

指
示
（
代
名
）
詞
「
か
」
を
そ
の
中
に
含
む
諸
形
態
を
す
べ
て
含
む
も
の
と
す
る
。

　
「
か
（
彼
）」
そ
の
も
の
は
、
指
示
代
名
詞
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
他
の
形
態
と
複
合
す
る
こ
と
で
、
副
詞
、
接
続
詞
、
さ
ら
に
、
ア
リ
と

融
合
し
た
ラ
変
形
の
動
詞
「
か
か
り
」
な
ど
に
な
っ
て
現
れ
て
く
る
。
す
な
わ
ち
そ
れ
ら
は
、
指
示
詞
「
か
の
」、
副
詞
や
接
続
詞
に
な

る
「
か
く
」
類
（
副
詞
「
か
く
」、
接
続
詞
「
か
く
て
」「
か
く
し
て
」）
や
、
複
合
し
た
ラ
変
動
詞
「
か
か
り
」
の
活
用
形
と
の
連
語
表

現
（「
か
か
ら
ま
し
や
」「
か
か
り
け
る
」「
か
か
る
こ
と
」
な
ど
）
お
よ
び
、
そ
の
派
生
形
の
接
続
詞
（「
か
か
る
に
」「
か
か
る
ほ
ど
に
」

「
か
か
る
ま
ま
に
」
や
「
か
か
れ
ど
」「
か
か
れ
ば
」
な
ど
）、
さ
ら
に
、「
と
か
く
」「
と
も
か
く
」
な
ど
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
そ
れ
ら
を
、

広
く
一
括
し
て
指
示
詞
「
か
（
彼
）」
系
語
彙
と
し
て
扱
い
、
ま
た
、
先
行
研
究
に
倣
い
時
に
「『
か
く
』
類
語
句
」
と
も
呼
ぶ
こ
と
と
す

る
（
以
下
で
は
、「
か
」
が
語
頭
に
な
い
「
と
か
く
」「
と
も
か
く
」
類
は
ひ
と
ま
ず
除
外
し
て
お
く
）。
ま
た
、
こ
れ
ら
を
総
称
し
て
指

示
代
名
詞
「
か
」
系
派
生
語
語
彙
の
意
味
で
、「
か
」
系
語
彙
と
も
略
記
す
る
。

　
『
篁
』
に
は
、
短
編
な
が
ら
、
合
計
19
例
も
の
「
か
」
系
語
彙
が
現
れ
て
い
る
。「
篁
物
語
」
で
の
特
徴
的
語
彙
、
い
わ
ば
、「
篁
語
彙
」
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三
五

と
も
言
え
る
頻
度
に
な
っ
て
い
る
。
そ
の
内
訳
は
、「
か
く
」（
副
詞
的
用
法
）
9
例
、「
か
く
て
」（
接
続
詞
的
用
法
）
3
例
、「
か
か
り

〜
」（
ラ
変
動
詞
の
連
語
的
用
法
）
3
例
、「
か
の
」（
指
示
詞
的
用
法
）
4
例
の
合
計
19
例
で
あ
り
、
こ
の
4
形
態
に
偏
っ
て
い
る
。
具

体
的
用
例
を
以
下
に
出
現
順
に
列
挙
し
て
お
く
。

　

特
徴
的
な
点
は
、
ひ
と
つ
に
は
、
作
品
の
長
さ
に
比
し
て
使
用
頻
度
が
高
い
と
い
う
点
、
い
ま
ひ
と
つ
は
、
特
に
作
品
前
半
に
お
い
て

は
和
歌
・
贈
答
歌
の
直
後
に
決
ま
っ
て
現
れ
て
い
て
場
面
展
開
上
の
一
種
の
話
型
を
担
う
機
能
を
も
っ
て
使
用
さ
れ
て
い
る
と
い
う
点
で

あ
る
。

　

以
下
で
は
、
形
態
に
よ
っ
て
「
か
く
・
か
く
て
」
を
ひ
と
つ
に
ま
と
め
て
三
分
類
に
て
示
す
が
、（
イ
）
と
し
た
「
か
く
」「
か
く
て
」

の
用
例
に
お
い
て
連
番
を
付
し
た
用
例
が
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
贈
答
歌
な
い
し
和
歌
の
直
後
に
現
れ
て
い
る
『
篁
』
で
の
特
徴
的
用
法

と
見
な
せ
る
用
例
で
あ
る
。
直
前
の
和
歌
と
一
緒
に
示
し
て
お
く
。

　
　

〇
内
数
字
マ
ー
ク
は
、
和
歌
の
直
後
に
あ
る
事
例
。
番
号
は
出
現
位
置
順

　
　

●
マ
ー
ク
は
、
和
歌
の
直
前
か
、
あ
る
い
は
、
和
歌
の
後
で
も
、
和
歌
と
の
間
に
単
語
が
あ
る
場
合
を
示
す
。）

（
ア
）　
「
か
か
り
」（
ラ
変
動
詞
の
連
語
表
現
）
3
例

　

〇
《
和
歌
中
》【
篁
】
か
ず
な
ら
ば
か
ゝ
ら
ま
し
や
は
世
の
中
に
い
と
悲
し
き
は
し
づ
の
お
だ
ま
き

●
（
和
歌
の
後
、
数
語
を
置
い
て
）【
以
下
で
も
和
歌
と
の
間
に
単
語
が
あ
る
場
合
は
●
を
付
す
】

　
　
《
和
歌
》【
篁
】
な
か
に
ゆ
く
吉
野
の
河
は
あ
せ
な
な
ん
妹
背
の
山
を
越
ゑ
て
見
る
べ
く
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三
六

　
　

と
あ
り
け
れ
ば
、『
か
ゝ
り
け
る
』【
妹
】

　

⑥　
（
贈
答
歌
の
直
後
）

　
　
《
和
歌
》【
妹
】
似
た
り
と
や
花
橘
を
か
ぎ
つ
け
れ
ば
緑
の
香
さ
へ
う
つ
ら
ざ
り
け
り　

　

か
ゝ
る
こ
と
を
、
母
お
と
ゞ
聞
き
給
て
、
も
の
も
の
給
は
で
、

（
イ
）　
「
か
く
」（
副
詞
）
9
例
、「
か
く
て
」（
指
示
詞
・
接
続
詞
）
3
例
、
合
計
12
例

　

①　
（
贈
答
歌
の
直
後
）

　
　
《
和
歌
》【
篁
】
身
の
な
ら
む
淵
瀬
も
知
ら
ず
妹
背
川
降
り
立
ち
ぬ
べ
き
こ
ゝ
ち
の
み
し
て

　

か
く
言
ふ
程
に
、
人
に
く
か
ら
ぬ
世
な
れ
ば
、
い
と
け
う
と
く
な
か
り
け
り
。

　

②　
（
贈
答
歌
の
直
後
）

　
　
《
和
歌
》【
妹
】
年
を
へ
て
思
ふ
も
あ
か
じ
こ
の
月
は
み
そ
か
の
人
や
あ
は
れ
と
思
は
む　
【
一
説
＝
詠
み
手
「
人
」】

　

か
く
言
ふ
程
に
、
夜
ふ
け
に
け
れ
ば
、

　

③　
（
贈
答
歌
の
直
後
）

　
　
《
和
歌
》【
篁
】
読
み
聞
き
て
よ
ろ
づ
の
書
は
忘
る
と
も
君
ひ
と
り
を
ば
思
ひ
も
た
ら
ん
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三
七

　

か
く
て
、
こ
の
男
は
、
て
ふ
く
み
【
手
文
？
】
を
ぞ
、
常
に
作
り
か
へ
け
る
。

　

〇
「
あ
な
、
く
る
し
。
か
く
て
や
は
、
出
で
立
ち
給
へ
る
」【
佐
】

　

〇
「
か
く
」【
童
】
な
ど
言
へ
ば
、

●
（
和
歌
の
直
前
）

　
【
篁
】「
か
く
思
ひ
出
で
ら
れ
、
か
ぎ
り
な
き
心
を
思
知
ら
ず
し
て
、
よ
そ
な
る
人
を
思
ひ
た
ま
へ
る
こ
そ
、
つ
ら
け
れ
。」

　
　
《
和
歌
》【
篁
】
目
に
近
く
見
る
か
い
も
な
く
思
ふ
と
も
心
を
ほ
か
に
や
ら
ば
つ
ら
し
な

　

④　
（
贈
答
歌
の
直
後
）

　
　
《
和
歌
》【
篁
】
い
と
ゞ
し
く
君
が
嘆
き
の
こ
が
る
れ
ば
や
ら
ぬ
思
ひ
も
燃
え
ま
さ
り
け
り

　

か
く
言
ひ
て
、
心
は
か
よ
ひ
け
れ
ど
、
親
に
も
つ
ゝ
み
、
人
に
も
さ
は
り
け
れ
ば
、
心
と
け
て
久
し
く
も
語
ら
は
ず
あ
り
。

　

⑤　
（
贈
答
歌
の
直
後
）

　
　
《
和
歌
》【
妹
】
い
を
寢
ず
は
夢
に
も
見
え
じ
を
あ
ふ
こ
と
の
嘆
く
〳
〵
も
あ
か
し
は
て
し
を

　

か
く
夢
の
ご
と
あ
る
人
は
、
は
ら
み
に
け
り
。
書
読
む
心
ち
も
な
し
。
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三
八

　

⑥　
（
贈
答
歌
の
直
後
）【「
か
か
り
」
の
例
で
あ
る
が
贈
答
歌
の
直
後
な
の
で
、
こ
こ
に
再
掲
し
、
丸
番
号
を
付
す
】

　
　
《
和
歌
》【
妹
】
似
た
り
と
や
花
橘
を
か
ぎ
つ
け
れ
ば
緑
の
香
さ
へ
う
つ
ら
ざ
り
け
り　

　

か
ゝ
る
こ
と
を
、
母
お
と
ゞ
聞
き
給
て
、
も
の
も
の
給
は
で
、

●
（
和
歌
の
直
前
）

　

女
、
穴
の
も
と
に
て
待
つ
に
、【
雑
色
が
】
か
く
言
ひ
た
れ
ば
、

　
　
《
和
歌
》【
妹
】
誰
が
た
め
と
思
ふ
命
の
あ
ら
ば
こ
そ
消
ぬ
べ
き
身
を
も
惜
し
み
と
ゞ
め
め

●
（
和
歌
の
後
、「
取
り
入
れ
ず
。
帰
り
て
、」
に
続
い
て
）

　
　
《
和
歌
》【
妹
】
誰
が
た
め
と
思
ふ
命
の
あ
ら
ば
こ
そ
消
ぬ
べ
き
身
を
も
惜
し
み
と
ゞ
め
め

　

取
り
入
れ
ず
。
帰
り
て
、

　
「
か
く
な
む
」【
雑
色
】

●
（
和
歌
の
後
、
数
語
を
置
い
て
。
あ
る
い
は
前
後
の
和
歌
の
間
に
）

　
　
《
和
歌
》【
妻
】
あ
か
ず
し
て
す
ぎ
け
る
人
の
魂
に
生
け
る
心
を
見
せ
た
ま
ふ
ら
ん

　

あ
な
、
は
づ
か
し
」【
妻
】
と
の
給
に
、

　

男
、「
な
に
か
、
そ
れ
は
思
し
め
す
。
か
く
て
は
、
は
て
は
え
知
し
め
さ
じ
。
御
魂
の
あ
る
や
う
も
見
る
べ
く
、
こ
ゝ
ろ
み
に
さ
へ
、

な
り
給
は
ぬ
」【
篁
】
と
て
、
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三
九

　
　
《
和
歌
》【
篁
】「
別
れ
な
ば
を
の
が
さ
ま
〴
〵
な
り
ぬ
と
も
お
ど
ろ
か
さ
ね
ば
あ
ら
じ
と
ぞ
思

　

〇
こ
の
こ
ん
ま
う
の
ゝ
こ
て
【
こ
の
子
・
孫む

ま
ごの

子
ま
で
】、
か
く
歌
よ
ま
ぬ
は
な
か
り
け
り
。

（
ウ
）　
「
か
の
（
彼
の
）」（
指
示
代
名
詞
用
法
）
4
例

　

〇
《
和
歌
中
》【
篁
】
春
を
待
つ
冬
の
か
ぎ
り
と
思
ふ
に
は
か
の
月
し
も
ぞ
あ
は
れ
な
り
け
る

　

〇
【
消
息
】【
佐
】
神
の
教
へ
給
し
か
ば
な
む
、
さ
し
て
奉
る
。
か
の
石
神
の
御
も
と
に
て
、
今
日
あ
ら
ば

　

〇
「
道
あ
ひ
の
、
知
り
も
知
ら
ぬ
人
に
、
文
か
よ
は
し
懸
想
じ
給
、
人
の
御
心
こ
そ
あ
り
け
れ
。
か
の
人
は
、
御
妻
に
や
が
て
あ
は

せ
奉
ら
ん
。
仲
人
こ
そ
よ
か
ら
め
。
ゆ
る
さ
れ
た
ま
は
で
は
、
不
用
ぞ
」【
篁
】

●
（
和
歌
の
後
、
数
語
を
置
い
て
）

　
　
《
和
歌
》【
妹
】
見
し
人
に
そ
れ
か
あ
ら
ぬ
か
お
ぼ
つ
か
な
も
の
忘
れ
せ
じ
と
思
ひ
し
も
の
を

　

と
言
ひ
け
れ
ば
、
か
の
殿
に
も
い
か
に
て
ぞ
、
泣
き
を
り
け
る
。

　

以
上
の
用
例
か
ら
は
、
次
の
よ
う
な
傾
向
が
指
摘
で
き
る
。
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四
〇

ア　

作
品
の
短
さ
に
比
し
て
、「
か
」
系
指
示
詞
派
生
語
の
用
例
数
が
多
い
。

イ　

特
に
「
か
く
」（「
か
か
る
」
1
例
も
含
め
）
は
、
和
歌
・
贈
答
歌
の
直
後
に
現
れ
る
傾
向
が
特
に
第
Ⅰ
部
の
前
半
で
顕
著
で
あ
る
。

　

こ
れ
ら
の
『
篁
』
で
の
特
徴
は
、
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。

3
│
2　

平
安
時
代
の
物
語
作
品
に
お
け
る
「
か
」
系
語
彙
の
『
源
氏
物
語
』
直
前
か
ら
の
衰
退

　

と
こ
ろ
で
、
中
古
語
の
指
示
詞
で
も
、
物
語
作
品
に
お
け
る
「
か
」
系
語
彙
、
特
に
、
接
続
詞
と
し
て
使
わ
れ
る
形
態
の
使
用
と
そ
の

変
遷
に
つ
い
て
は
、
先
行
研
究
で
の
興
味
深
い
指
摘
が
あ
る
。「
か
」
系
の
接
続
詞
は
、『
源
氏
物
語
』
以
降
衰
退
し
て
い
る
、
と
い
う
指

摘
で
あ
る
。
文
学
作
品
に
お
け
る
「
か
」
系
語
彙
の
用
法
と
し
て
は
、
接
続
詞
的
用
法
の
形
態
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
の
で
、

以
下
で
は
接
続
詞
の
用
法
に
関
す
る
先
行
研
究
を
取
り
上
げ
て
い
く
。

　

高
橋
尚
子
（1985

）「
中
古
接
続
詞
の
機
能
と
変
遷
│
│
物
語
文
学
作
品
を
資
料
と
し
て
│
│
」（『
愛
文
』
21
）
で
は
、
そ
の
論
文
名

に
も
あ
る
よ
う
に
、
平
安
時
代
の
物
語
文
学
の
10
作
品
を
資
料
と
し
、「
か
」
系
指
示
詞
を
含
ん
で
派
生
し
た
接
続
詞
（「
か
」
系
接
続

詞
）
を
含
め
た
接
続
詞
60
語
程
の
使
用
頻
度
を
一
覧
表
に
て
示
し
、
考
察
し
て
い
る
（『
篁
』
は
含
ま
れ
て
い
な
い
）。「
か
」
系
語
彙
に

特
化
し
て
の
考
察
で
は
な
い
が
、
提
示
さ
れ
て
い
る
複
数
の
「
一
覧
表
」
か
ら
は
、「
か
」
系
接
続
詞
は
、『
源
氏
』
以
降
、
急
速
に
衰
退

し
て
い
る
こ
と
が
見
て
と
れ
る
。『
源
氏
』
で
の
用
例
数
も
、
そ
の
長
さ
に
比
し
て
既
に
用
例
が
少
な
く
、
衰
退
し
て
い
る
こ
と
が
指
摘

さ
れ
て
い
る
（【
高
橋
〈
表
〜
〉】
と
し
て
示
し
た
〈
表
一
、
表
二
、
表
四
、
表
五
〉
を
参
照
）。

　
『
篁
』
で
は
、「
か
く
て
」
は
3
例
で
あ
り
、
高
橋
の
一
覧
表
に
あ
る
「
か
く
て
」
は
『
竹
取
』
2
例
、『
伊
勢
』
2
例
で
あ
る
。
作
品

の
長
さ
は
『
篁
』
が
こ
れ
ら
よ
り
短
い
が
、
長
さ
に
比
し
て
『
篁
』
の
用
例
数
は
多
く
、
相
対
的
に
『
源
氏
』
以
前
の
特
徴
を
示
し
て
い

る
（『
源
氏
』
以
降
で
は
1
例
か
0
例
で
あ
る
）。
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こ
の
高
橋
氏
の
用
例
一
覧
表
を
踏
ま
え
、
糸
井
通
浩
（1987

）「
中
古
文
学
と
接
続
詞
│
│
「
か
く
て
」「
さ
て
」
│
│
」（『
日
本
語

学
』
6
│
9
）
で
は
、「
か
く
て
」
と
「
さ
て
」
の
機
能
に
つ
い
て
、
さ
ら
に
考
察
を
深
め
て
い
る
（
高
橋
の
デ
ー
タ
に
よ
る
の
で
『
篁
』

は
含
ま
れ
て
い
な
い
）。
そ
こ
に
は
、
次
の
よ
う
な
興
味
深
い
指
摘
が
み
ら
れ
る
。

　
「
か
く
て
」
の
使
用
に
お
け
る
歌
物
語
（『
伊
勢
物
語
』『
大
和
物
語
』）
で
の
特
徴
と
、
そ
の
典
型
が
『
宇
津
保
物
語
』
で
あ
る
こ
と
、

そ
の
よ
う
な
方
法
は
『
源
氏
』
に
は
既
に
受
け
継
が
れ
て
い
な
い
こ
と
、
が
指
摘
さ
れ
た
後
、
次
の
よ
う
に
あ
る
。

〇
「
か
く
て
」
が
、
同
一
人
物
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
重
ね
て
長
編
化
し
て
語
る
と
き
に
用
い
ら
れ
る
様
子
が
窺
え
た
の
だ
が
、
そ
の
典
型

が
『
宇
津
保
物
語
』
で
あ
り
、（
後
略
）（
糸
井
通
浩
（1987

））

〇
「
か
│
か
く
」
系
の
接
続
詞
的
接
続
語
が
衰
退
し
て
い
く
流
れ
の
中
で
、「
か
く
て
」
も
後
期
物
語
で
は
ほ
と
ん
ど
使
わ
れ
な
く
な

っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。（
糸
井
通
浩
（1987

））

〇
歌
の
直
前
に
用
い
ら
れ
も
す
る
「
さ
て
」
と
は
対
照
的
に
、「
か
く
て
」
が
歌
の
後
に
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。（
中

略
）「
か
く
て
」
は
、（
略
）
ひ
と
つ
の
部
分
的
な
語
り
（
単
位
）
か
ら
、
次
の
部
分
的
な
語
り
（
単
位
）
を
導
く
、
つ
ま
り
二
つ
の

語
り
（
単
位
）
を
結
び
つ
け
る
と
こ
ろ
に
用
い
ら
れ
て
い
る
の
が
、
こ
こ
に
み
る
接
続
詞
「
か
く
て
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

（
糸
井
通
浩
（1987

））

　
『
篁
物
語
』
と
「
歌
物
語
」
と
の
類
似
と
い
う
点
は
、
安
部
（2020

）
で
も
、『
篁
』
の
章
段
構
成
が
歌
物
語
に
極
め
て
類
似
し
て
い
る

こ
と
や
、「
つ
く
り
歌
物
語
」
と
い
う
性
格
を
も
つ
こ
と
も
指
摘
し
て
き
た
が
、
そ
れ
ら
の
こ
と
と
も
関
連
し
て
興
味
深
い
指
摘
で
あ
る
。

　

ま
た
、『
宇
津
保
』
が
そ
の
「
か
く
て
」
の
典
型
的
用
法
を
も
つ
と
い
う
「
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
重
ね
て
長
編
化
す
る
」
手
法
、「
二
つ
の
語

り
（
単
位
）
を
結
び
つ
け
る
」
手
法
は
、『
篁
物
語
』
で
の
「
か
く
て
、
こ
の
男
は
、
て
ふ
く
み
【
手
文
？
】
を
ぞ
、
常
に
作
り
か
へ
け

る
。」
に
も
認
め
ら
れ
る
類
似
点
で
あ
る
。
さ
ら
に
『
宇
津
保
』
と
の
類
似
性
と
い
う
点
で
は
、『
篁
』
と
『
宇
津
保
』
と
の
類
似
点
は
既
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に
多
く
の
先
達
の
指
摘
が
あ
る
が
、
本
稿
執
筆
者
は
、

係
り
助
詞
「
な
む
」「
ぞ
」「
こ
そ
」
の
用
法
に
お
け
る

『
宇
津
保
』
と
の
類
似
性
を
指
摘
し
た
。
加
え
て
、
原

『
篁
』
の
作
者
に
つ
い
て
は
、『
宇
津
保
』
の
有
力
な
作

者
候
補
な
い
し
有
力
な
原
作
者
の
一
人
と
し
て
名
が
挙

が
っ
て
い
る
同
一
作
者
、
即
ち
、
源
順
と
推
定
さ
れ
る

が
、
そ
の
よ
う
な
観
点
と
も
一
致
し
て
く
る
「
か
く

て
」
ほ
か
の
「
指
示
詞
か
系
語
彙
」
の
用
法
の
共
通
性

と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

つ
ま
り
、
こ
れ
ら
の
指
摘
か
ら
は
、『
篁
』
の
少
な

く
と
も
指
示
語
「
か
」
系
語
彙
の
使
用
頻
度
と
用
法
は
、

『
源
氏
』
よ
り
前
の
段
階
の
平
安
前
期
の
状
態
を
留
め

て
い
る
と
見
ら
れ
る
こ
と
、
ま
た
、
そ
れ
は
「
歌
物

語
」（『
伊
勢
』『
大
和
』）
や
『
宇
津
保
』
と
近
似
し
て

い
る
、
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。
興
味
深
い
関
連
性
と

言
え
よ
う
。

高
橋
〈
表
一
〉　

全
接
続
詞
一
覧
表

接　

続　

詞

竹
取
伊
勢
大
和
宇
津

保　

落
窪
源
氏
堤
中

納
言

浜
松

中
納
言

夜
の

寝
覚
狭
衣
計

＊
あ
る
い
は

6

6

あ　

る　

は

2

9

か
か
り
け
れ
ば

2

2

か
か
る
に

1

1

か
か
る
程
に

3

1

2

7

6

3

22

か
か
る
ま
ま
に

4

4

か
か
れ
ば

2

1

7

8

8

1

1

6

11

45

か
か
れ
ど

2

1

3

か
く
し
て

1

1

か　

く　

て

2

2

35

21

14

15

1

1

1

92

【
引
用
者
注
│
「
あ
る
は
」
の
計
が
9
で
あ
る
の
で
原
文
に
誤
植
が
あ
る
】
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高
橋
〈
表
二
〉　

第
一
〜
第
五
接
続
詞
分
類
表

分
類

接

続

詞

（

例

）

竹
取

伊
勢

大
和

宇
津
保

落
窪

源
氏

堤
中

納
言

浜
松

中
納
言

夜
の

寝
覚

狭
衣

第一
接続詞

あ
る
は
・
か
か
る
に
・
か
か
れ
ば
・

か
か
れ
ど
・
か
く
て
・
さ
て
・
さ
て

は
・
さ
て
も
・
さ
は
・
さ
ら
ば
・
さ

り
と
も
・
さ
る
は
・
さ
れ
ど
・
ま
た

31
（16）

35
（11）

157
（15）

78
（14）

96
（14）

674
（27）

35
（8）

120
（14）

158
（14）

325
（16）

高
橋
〈
表
四
〉　

指
示
語
系
統
の
接
続
詞
一
覧
表

系　
　
　

類

竹
取

伊
勢

大
和

宇
津
保

落
窪

源
氏

堤
中

納
言

浜
松

中
納
言

夜
の

寝
覚

狭
衣

か

か　

く

2
（2）

2
（2）

35
（35）

21
（21）

14
（14）

16
（16）

1
（1）

1
（1）

1
（1）

か
か
り

6
（3）

2
（1）

13
（9）

7
（0）

18
（8）

9
（9）

1
（1）

1
（1）

6
（6）

14
（11）

か　

り

高
橋
〈
表
五
〉　

指
示
語
系
統
の
接
続
詞
に
お
い
て
各
系
の
占
め
る
割
合

系

竹
取

伊
勢

大
和

宇
津
保

落
窪

源
氏

堤
中

納
言

浜
松

中
納
言

夜
の

寝
覚

狭
衣

か　

系

32.0 ％
（22.7）

11.8
（10.7）

33.1
（36.1）

40.6
（40.4）

34.4
（26.8）

5.2
（5.2）

3.7
（3.8）

2.5
（2.5）

6.3
（6.3）

6.3
（5.1）

（　
　

）
の
中
の
数
値
は
第
一
接
続
詞
に
お
け
る
割
合
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四

3
│
3　
「
歌
物
語
」（『
伊
勢
物
語
』『
大
和
物
語
』）
に
お
け
る
「
か
く
て
」
の
用
法
と
『
篁
物
語
』

　

本
章
で
、
指
示
詞
「
か
」
系
語
彙
を
取
り
上
げ
た
の
は
、
安
部
清
哉
（2019.3

）
で
次
の
よ
う
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、『
篁
物
語
』
で

の
「
か
く
」
の
使
用
に
、
興
味
深
い
話
型
が
認
め
ら
れ
た
か
ら
で
あ
る
（
以
下
の
引
用
で
は
、
新
た
に
傍
線
を
付
し
太
字
に
し
て
い
る
箇

所
の
指
摘
）。

〇　

こ
の
・
さ
て
・
か
く
・
れ
い
等
。
段
落
・
場
面
の
切
り
替
え
部
分
の
冒
頭
に
現
れ
る
指
示
詞
・
接
続
詞
等
お
よ
び
段
落
・
場
面

の
終
り
近
く
の
一
文
に
現
れ
る
表
現
等
を
囲
み
枠
で
示
し
た
。
他
の
例
＝
そ
の
、
〜
ば
、
か
か
る
等
。

　
『
篁
』
の
特
に
前
半
部
で
は
、「
か
く
」
は
（
さ
ら
に
後
述
の
よ
う
に
「
か
か
る
」
も
）、「
段
落
・
場
面
の
終
り
近
く
の
一
文
に
現
れ

る
」
表
現
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
さ
ら
に
言
え
ば
、「
か
く
」「
か
か
る
」
が
、
和
歌
・
贈
答
歌
の
直
後
に
必
ず
現
れ
て
い
る
と
い
う
場
面

（
安
部
（2019.3

）
に
て
ひ
と
つ
の
「
章
段
」
と
し
て
と
ら
え
た
段
落
）
が
、
連
続
し
て
お
り
、
そ
れ
は
作
者
の
あ
る
種
一
定
の
話
型

（
物
語
の
展
開
法
）
と
な
っ
て
い
る
と
と
ら
え
ら
れ
る
よ
う
な
パ
タ
ン
を
示
し
て
い
る
。

　

具
体
的
に
は
、
先
の
（
イ
）
の
例
示
で
〇
番
号
を
付
し
て
示
し
た
6
例
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
み
次
に
再
掲
し
て
お
く
。

　

①
（
贈
答
歌
の
直
後
）

　
　
《
和
歌
》【
篁
】
身
の
な
ら
む
淵
瀬
も
知
ら
ず
妹
背
川
降
り
立
ち
ぬ
べ
き
こ
ゝ
ち
の
み
し
て

　

か
く
言
ふ
程
に
、
人
に
く
か
ら
ぬ
世
な
れ
ば
、
い
と
け
う
と
く
な
か
り
け
り
。

　

②
（
贈
答
歌
の
直
後
）

　
　
《
和
歌
》【
妹
】
年
を
へ
て
思
ふ
も
あ
か
じ
こ
の
月
は
み
そ
か
の
人
や
あ
は
れ
と
思
は
む　
【
一
説
＝
詠
み
手
「
人
」】

　

か
く
言
ふ
程
に
、
夜
ふ
け
に
け
れ
ば
、
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③
（
贈
答
歌
の
直
後
）

　
　
《
和
歌
》【
篁
】
読
み
聞
き
て
よ
ろ
づ
の
書
は
忘
る
と
も
君
ひ
と
り
を
ば
思
ひ
も
た
ら
ん

　

か
く
て
、
こ
の
男
は
、
て
ふ
く
み
【
手
文
？
】
を
ぞ
、
常
に
作
り
か
へ
け
る
。

　

④
（
贈
答
歌
の
直
後
）

　
　
《
和
歌
》【
篁
】
い
と
ゞ
し
く
君
が
嘆
き
の
こ
が
る
れ
ば
や
ら
ぬ
思
ひ
も
燃
え
ま
さ
り
け
り

　

か
く
言
ひ
て
、
心
は
か
よ
ひ
け
れ
ど
、
親
に
も
つ
ゝ
み
、
人
に
も
さ
は
り
け
れ
ば
、
心
と
け
て
久
し
く
も
語
ら
は
ず
あ
り
。

　

⑤
（
贈
答
歌
の
直
後
）

　
　
《
和
歌
》【
妹
】
い
を
寢
ず
は
夢
に
も
見
え
じ
を
あ
ふ
こ
と
の
嘆
く
〳
〵
も
あ
か
し
は
て
し
を

　

か
く
夢
の
ご
と
あ
る
人
は
、
は
ら
み
に
け
り
。
書
読
む
心
ち
も
な
し
。

　

⑥
（
贈
答
歌
の
直
後
）

　
　
《
和
歌
》【
妹
】
似
た
り
と
や
花
橘
を
か
ぎ
つ
け
れ
ば
緑
の
香
さ
へ
う
つ
ら
ざ
り
け
り　

　

か
ゝ
る
こ
と
を
、
母
お
と
ゞ
聞
き
給
て
、
も
の
も
の
給
は
で
、

　
「
か
く
」
と
「
か
く
て
」
と
が
あ
る
が
前
文
脈
を
指
示
し
て
次
に
展
開
す
る
点
で
ほ
ぼ
同
用
法
と
み
ら
れ
る
。
右
の
「
か
か
る
」
も
場

面
展
開
と
い
う
点
で
近
似
す
る
の
で
、
こ
こ
で
は
一
緒
に
扱
っ
て
お
く
こ
と
に
す
る
。

　

こ
れ
ら
6
例
が
現
れ
る
作
品
内
で
の
位
置
は
、
①
〜
④
は
連
続
し
、
⑤
⑥
も
連
続
し
て
い
る
。
④
と
⑤
の
間
の
段
落
（
兵
衛
佐
の
登
場

場
面
ほ
か
）
で
は
和
歌
が
あ
っ
て
も
類
似
現
象
は
な
く
、
途
中
で
は
一
見
す
る
と
こ
の
現
象
は
な
い
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
、
段
落
構

成
を
詳
し
く
検
討
し
て
い
く
と
、
こ
の
途
中
部
分
は
何
ら
か
の
後
の
段
階
で
の
追
加
部
分
で
あ
っ
て
、
そ
の
前
後
部
分
に
あ
た
る
こ
れ
ら



指
示
詞
カ
系
派
生
語
「
か
く
」
類
語
句
と
冒
頭
表
現
か
ら
見
た
平
安
前
期
物
語
『
篁
物
語
』（
安
部
） 

四
六

の
事
例
が
現
れ
て
い
る
①
〜
⑥
の
段
落
は
、
初
期
の
構
想
段
階
の
部
分
と
し
て
連
読
し
て
い
る
も
の
と
解
釈
さ
れ
る
（
安
部
（2019

）、

安
部
（2020

）
参
照
）。
す
な
わ
ち
、
こ
れ
ら
①
〜
⑥
の
現
れ
る
部
分
は
、
構
想
な
い
し
執
筆
の
段
階
と
し
て
連
続
性
・
一
貫
性
が
あ
る

部
分
と
解
釈
さ
れ
た
。
さ
ら
に
言
え
ば
、
①
〜
⑥
を
含
む
段
は
物
語
の
話
型
、
展
開
部
の
表
現
が
、
そ
れ
だ
け
一
貫
性
が
あ
る
文
章
表
現

に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
解
釈
さ
れ
る
。

　

そ
の
よ
う
な
一
貫
性
の
あ
る
表
現
に
お
い
て
、
先
行
研
究
で
の
指
摘
に
あ
る
よ
う
な
平
安
前
期
の
語
法
を
も
つ
語
形
が
出
現
し
て
い
る

こ
と
は
、
極
め
て
興
味
深
い
。
少
な
く
と
も
、
こ
れ
ら
の
用
法
の
部
分
は
、
そ
の
当
時
の
語
法
を
強
く
投
影
し
て
い
る
日
本
語
に
な
っ
て

い
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
平
安
前
期
の
執
筆
で
あ
る
蓋
然
性
が
よ
り
強
い
部
分
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

　

さ
ら
に
興
味
深
い
の
は
、
先
に
引
い
た
糸
井
氏
か
ら
の
引
用
の
3
番
目
に
あ
げ
た
次
の
指
摘
で
あ
る
。

　
　

〇
歌
の
直
前
に
用
い
ら
れ
も
す
る
「
さ
て
」
と
は
対
照
的
に
、「
か
く
て
」
が
歌
の
後
に
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。

　

こ
の
指
摘
は
『
伊
勢
』『
大
和
』
に
よ
る
解
釈
で
あ
る
が
、「
歌
物
語
」
が
持
つ
傾
向
と
し
て
、
歌
物
語
的
側
面
を
も
つ
『
篁
』
の
性
格

を
考
え
る
時
に
、
極
め
て
興
味
深
い
一
致
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
こ
で
の
指
摘
は
語
形
「
か
く
て
」
で
あ
り
、
そ
れ
は

③
に
1
例
あ
る
も
の
の
、
他
は
「
か
く
」
と
「
か
か
る
」
で
あ
る
の
で
、
語
形
ま
で
完
全
に
一
致
し
て
い
る
の
で
は
な
い
こ
と
は
注
意
が

必
要
で
あ
る
。
し
か
し
、
指
示
詞
「
か
」
を
語
源
と
す
る
そ
こ
か
ら
の
派
生
語
彙
が
広
く
も
っ
て
い
た
用
法
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
と
し
て

と
ら
え
る
な
ら
ば
、
こ
れ
ら
は
和
歌
か
ら
本
文
に
移
っ
て
い
く
時
の
ほ
ぼ
同
類
の
用
法
と
み
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　

さ
ら
に
、
⑥
の
「
か
か
る
（
こ
と
）」
も
、
こ
れ
自
体
は
指
示
詞
用
法
で
は
あ
る
も
の
の
、
先
の
高
橋
（1985

）
で
は
「
か
か
る
程
に
」

と
い
う
類
似
形
態
の
接
続
詞
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
高
橋
の
一
覧
表
で
の
用
例
数
で
は
、「
か
か
る
程
に
」
は
、『
竹
取
』

3
例
（
ほ
か
「
か
か
る
に
」
1
例
）、『
伊
勢
』
1
例
、『
大
和
』
2
例
（
ほ
か
「
か
か
り
け
れ
ば
」
2
例
）、『
宇
津
保
』
7
例
、『
落
窪
』

6
例
（
ほ
か
「
か
か
る
ま
ま
に
」
4
例
）
と
あ
っ
て
、
や
は
り
平
安
前
期
に
偏
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
を
照
ら
し
合
わ
せ
て
も
、
や
は
り
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四
七

「
か
か
り
」
系
語
彙
（
か
か
り
、
か
か
る
、
か
か
れ
ば
等
）
も
、
指
示
詞
用
法
と
接
続
詞
用
法
の
相
違
は
あ
る
も
の
の
、
時
代
的
に
近
似

す
る
傾
向
を
も
っ
た
語
形
だ
っ
た
と
考
え
て
お
く
こ
と
が
で
き
よ
う
（
高
橋
（1985

）
の
表
で
は
、
後
期
作
品
で
は
『
狭
衣
』
で
「
か
か

る
程
に
」
3
例
が
あ
る
だ
け
で
『
源
氏
』『
堤
』『
浜
松
』『
寝
覚
』
は
上
記
諸
語
形
は
い
ず
れ
も
0
例
で
あ
る
）。

　

和
歌
の
直
後
に
、
次
の
場
面
へ
の
展
開
を
意
識
し
て
使
わ
れ
る
「
か
」
系
語
彙
の
用
法
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
特
に
歌
物
語
で
の
特
徴
を

『
篁
』（
第
Ⅰ
部
）
も
引
き
継
い
で
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。【
注
1
】

3
│
4　
『
宇
津
保
物
語
』
に
お
け
る
「
か
く
て
」
類
義
句
の
多
用
と
特
徴
的
使
用

　

前
節
で
見
た
糸
井
氏
の
指
摘
と
の
照
合
で
は
、「
か
く
て
」（
接
続
詞
）
と
、『
篁
』
で
の
4
例
の
「
か
く
」（
指
示
詞
）
と
で
、
微
妙
な

相
違
も
あ
っ
た
。「
か
」
系
語
彙
全
体
が
19
例
と
多
い
と
い
う
こ
と
の
ほ
か
に
、
こ
の
指
示
詞
「
か
く
」
が
9
例
と
短
編
の
割
に
多
い
と

い
う
点
も
、
さ
ら
に
別
の
視
点
か
ら
注
目
さ
れ
る
。
そ
れ
は
、『
宇
津
保
』
研
究
に
お
い
て
つ
と
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
「
か
く
て
」
の
類

語
句
の
特
徴
的
多
用
と
の
関
係
で
あ
る
。

　

三
苫
浩
輔
（1973

）
は
、
そ
の
「
現
存
宇
津
保
物
語
の
文
体
と
作
者
│
│
「
か
く
て
」
類
語
句
を
中
心
に
│
│　

」（
三
苫
（1976

）

『
宇
津
保
物
語
の
研
究
』
第
十
三
章
よ
り
）
の
中
で
、「
か
く
て
」
類
語
句
に
注
目
さ
れ
た
。「『
か
く
て
』
類
語
句
」
は
、
表
に
し
て
集
計

し
て
あ
る
語
形
か
ら
挙
げ
れ
ば
「
か
く
て
」「
か
か
る
ほ
ど
に
」「
か
く
」「
か
か
る
こ
と
」「
か
か
る
ま
ま
に
」「
か
か
る
に
」「
か
く
し

て
」
を
含
む
。
こ
れ
ら
に
着
目
さ
れ
た
の
は
、
次
の
よ
う
な
巻
毎
の
冒
頭
で
の
特
徴
的
使
用
が
み
ら
れ
る
こ
と
に
あ
る
。

　
　

〇 

『
宇
津
保
物
語
』
二
十
巻
の
冒
頭
詞
章
を
読
ん
で
先
ず
眼
を
つ
く
の
は
「
か
く
て
」「
か
か
る
ほ
ど
に
」
で
始
ま
っ
て
い
る
と
い

う
事
実
で
あ
る
。（
中
略
）
右
の
事
実
は
、『
宇
津
保
物
語
』
の
特
徴
あ
る
書
き
出
し
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

そ
こ
で
指
摘
さ
れ
て
い
く
の
は
、
巻
の
冒
頭
だ
け
で
な
く
、
さ
ら
に
場
面
や
段
落
毎
の
冒
頭
で
の
多
用
と
い
う
特
徴
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
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四
八

え
、
和
歌
の
直
後
で
あ
る
か
ど
う
か
、
段
落
・
場
面
の
終
わ
り
部
分
か
ど
う
か
と
い
う
点
と
は
異
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
注
目
し
て
お

き
た
い
点
は
、『
宇
津
保
』（
の
作
者
）
は
「
か
く
」
も
含
め
た
こ
れ
ら
の
「
か
」
系
語
彙
の
極
め
て
ク
セ
の
あ
る
使
用
法
を
も
っ
て
作
品

の
場
面
展
開
を
描
い
て
い
る
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
三
苫
氏
は
、
次
の
よ
う
に
平
安
時
代
で
は
他
に
類
例
が
な
い
と
い
う
。

　
　

〇
平
安
時
代
の
他
の
物
語
日
記
類
に
こ
の
よ
う
な
現
象
が
殆
ど
認
め
ら
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　
「
か
」
系
語
彙
の
使
用
に
あ
る
種
の
こ
だ
わ
り
、
ク
セ
の
あ
る
筆
に
な
る
作
品
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

一
方
、『
篁
』
は
、「
か
く
」
9
例
ほ
か
「
か
く
て
」
な
ど
の
「
か
」
系
語
彙
が
平
安
時
代
の
作
品
（
し
か
も
短
編
）
と
し
て
は
極
め
て

多
用
さ
れ
、
一
部
は
、「
歌
物
語
」
と
同
じ
使
用
法
も
も
ち
つ
つ
、
全
体
と
し
て
「
か
」
系
語
彙
を
愛
用
す
る
作
者
と
見
る
こ
と
が
で
き

る
作
品
で
あ
る
。
他
の
平
安
作
品
の
「
か
」
系
語
彙
も
、
よ
り
詳
細
に
比
較
す
る
必
要
が
あ
る
が
、「
か
」
系
語
彙
の
偏
用
傾
向
と
し
て

『
宇
津
保
』
と
の
近
似
性
が
注
目
さ
れ
よ
う
。

　

さ
ら
に
興
味
深
い
点
は
、『
篁
』
で
和
歌
の
直
後
に
決
ま
っ
て
お
か
れ
る
「
か
く
」「
か
か
る
」
が
出
現
す
る
の
は
、
お
よ
そ
第
Ⅰ
部
の

前
半
部
ま
で
で
あ
っ
て
、
後
半
に
は
そ
れ
が
見
ら
れ
な
く
な
る
と
い
う
偏
在
が
あ
る
点
で
あ
る
。
三
苫
（1976

）
で
は
そ
の
論
の
中
で
、

『
宇
津
保
』
の
巻
毎
お
よ
び
「
俊
蔭
」
の
巻
の
内
部
段
落
（
い
わ
ゆ
る
「
古
宇
津
保
」「
今
宇
津
保
」
等
）
で
の
使
用
頻
度
と
出
現
比
率
の

相
違
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
、
そ
の
相
違
の
点
か
ら
構
成
や
成
立
の
段
階
の
相
違
を
検
討
さ
れ
て
い
る
点
は
、
興
味
深
い
。
本
稿
執
筆
者

は
、
現
在
、『
篁
』
の
原
作
者
は
、『
宇
津
保
』
の
原
作
者
（
の
一
人
）
と
同
じ
可
能
性
が
高
い
と
推
定
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
が
、『
篁
』

の
後
半
（
特
に
第
Ⅱ
部
）
で
は
、「
か
く
」
類
の
上
記
の
よ
う
な
和
歌
の
直
後
と
い
う
一
定
の
類
型
的
使
用
は
見
ら
れ
な
く
な
る
。
す
な

わ
ち
、
第
Ⅰ
部
（
で
も
そ
の
前
半
）
で
は
一
定
の
類
型
を
も
つ
段
階
に
執
筆
さ
れ
、
そ
の
後
半
（
及
び
第
Ⅱ
部
）
で
は
、
そ
の
よ
う
な
類

型
が
希
薄
に
な
っ
た
段
階
の
意
識
で
執
筆
さ
れ
て
い
る
と
み
ら
れ
る
（
現
在
、
同
一
原
作
者
と
考
え
て
い
る
ゆ
え
）。

　

加
え
て
、
三
苫
氏
の
用
例
表
に
よ
れ
ば
、
場
面
冒
頭
で
語
形
「
か
く
」（「
か
く
て
」
な
ど
は
含
ま
な
い
「
か
く
」
の
み
）
が
現
れ
て
い
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四
九

る
巻
は
、「
※
」
マ
ー
ク
が
付
さ
れ
た
主
に
前
半
の
巻
に
偏
っ
て
現
れ
、
そ
れ
以
外
の
巻
に
は
現
れ
な
い
と
い
う
明
確
な
相
違
が
あ
る

（「
忠
こ
そ
」「
嵯
峨
院
」「
梅
の
花
傘
」「
吹
上　

上
」「
吹
上　

下
」「
祭
の
使
」「
菊
の
宴
」「
貴
宮
」「
初
秋
」「
蔵
開　

中
」「
蔵
開　

下
」「
国
譲　

中
」「
国
譲　

下
」「
楼
の
上　

下
」
の
巻
で
あ
り
、
い
ま
、
古
宇
津
保
・
今
宇
津
保
と
い
う
新
・
旧
部
分
が
混
在
す
る

「
俊
蔭
」
巻
（
4
例
）
を
除
外
す
る
）。
こ
の
「
※
」
マ
ー
ク
の
巻
は
「
そ
の
巻
が
『
か
く
て
』
類
語
句
で
始
ま
っ
て
い
る
」
巻
で
あ
り
、

「
か
く
て
」
類
義
句
の
使
用
が
巻
冒
頭
か
ら
極
め
て
特
徴
的
に
意
図
的
に
展
開
し
て
い
る
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
巻
で
あ
る
。

　

一
方
、
※
の
付
い
て
い
な
い
巻
│
│
巻
冒
頭
に
「
か
く
て
」「
か
か
る
ほ
ど
に
」
が
な
い
巻
│
│
は
、「
藤
原
の
君
」「
田
鶴
の
村
鳥
」

「
蔵
開　

上
」「
国
譲　

上
」「
楼
の
上　

上
」
で
、
そ
れ
ら
に
は
場
面
転
換
部
の
「
か
く
」
は
1
例
も
現
れ
な
い
と
す
る
。
例
外
は
、
首

巻
の
「
俊
蔭
」
の
み
で
、
こ
の
巻
で
は
、
こ
の
「
か
く
」
は
4
例
あ
る
が
（
普
通
の
指
示
語
の
「
か
く
」
は
多
い
）、
成
立
説
に
は
「
古

宇
津
保
」「
今
宇
津
保
」
の
混
在
説
が
有
力
で
あ
る
。（「
か
く
」
が
出
現
す
る
内
部
の
位
置
は
機
会
を
改
め
て
ふ
れ
た
い
。）

　
『
宇
津
保
』
で
は
、
そ
の
よ
う
な
巻
で
し
か
「
か
く
」
が
出
現
し
て
い
な
い
、
と
い
う
の
は
注
目
さ
れ
よ
う
。
と
も
か
く
、『
宇
津
保
』

の
作
者
は
語
形
「
か
く
」
自
体
の
使
用
に
も
神
経
を
払
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　
『
篁
』
で
も
「
か
く
」
の
使
用
に
一
定
の
注
意
を
払
っ
た
第
Ⅰ
部
前
半
と
、
そ
の
よ
う
な
傾
向
は
見
ら
れ
な
い
（
そ
れ
以
降
お
よ
び
）

第
Ⅱ
部
と
い
う
相
違
が
あ
る
こ
と
に
な
る
。

　

と
こ
ろ
で
、『
宇
津
保
』
と
『
篁
』
の
作
品
の
内
容
に
お
い
て
も
、
本
稿
執
筆
者
は
、
そ
こ
に
次
の
よ
う
な
類
似
の
パ
タ
ン
も
み
ら
れ

る
こ
と
を
指
摘
し
た
。

〇
改
め
て
『
篁
物
語
』
全
体
の
構
成
を
、
テ
ー
マ
的
な
視
点
か
ら
分
類
し
て
お
く
と
、
ご
く
短
い
「
師
走
の
月
夜
」「
春
の
橘
」
章

段
を
ひ
と
ま
ず
別
立
て
に
し
て
、
次
の
三
つ
を
主
要
テ
ー
マ
と
す
る
部
分
と
、
短
い
「
師
走
の
月
夜
」
章
段
、「
春
の
橘
」
章
段

と
で
構
成
さ
れ
た
作
品
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
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五
〇

　
　
　
　
　

Ａ
「『
書
』（
漢
学
・
漢
文
の
学
）
教
養
譚
」（
第
Ⅰ
部
お
よ
び
第
Ⅱ
部
）

　
　
　
　
　

Ｂ
「
妹
亡
霊
譚
」（
第
Ⅰ
部
お
よ
び
第
Ⅱ
部
の
続
編
部
）

　
　
　
　
　

Ｃ
「
兵
衛
佐
横
恋
慕
譚
」

　
　
　
　
　
　

プ
ラ
ス

　
　
　
　
　

ｄ
「
師
走
の
月
夜
」
章
段
＋
ｅ
「
春
の
橘
」
章
段

　

即
ち
、「
書
（
漢
才
）」
の
継
承
譚
（
伝
承
譚
）
を
基
調
と
す
る
発
端
部
（
第
Ⅰ
部
前
半
）
に
、
第
Ⅱ
部
の
求
婚
譚
が
後
付
け
さ

れ
一
話
化
さ
れ
て
成
っ
た
物
語
（
そ
の
接
合
役
と
し
て
亡
霊
譚
が
組
み
込
ま
れ
た
）
と
見
る
こ
と
が
出
来
る
。
そ
れ
は
、
音
楽

（
琴
）
伝
承
譚
を
骨
子
と
し
た
物
語
に
、
あ
て
宮
求
婚
譚
が
包
含
さ
れ
る
こ
と
で
長
編
化
し
た
『
宇
津
保
物
語
』
の
構
想
と
併
行

す
る
ほ
と
ん
ど
パ
ラ
レ
ル
な
類
似
関
係
を
示
し
、
原
作
者
の
形
成
意
識
の
同
一
性
を
示
唆
し
て
い
る
と
み
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

（
安
部
（2020.6

）
よ
り
）

　

何
ら
か
の
「
継
承
譚
・
伝
承
譚
」
部
分
と
、「
求
婚
譚
」
部
分
と
の
2
つ
の
部
分
か
ら
成
る
と
い
う
点
で
、
構
成
上
の
類
似
が
、『
宇
津

保
』
と
『
篁
』
に
見
ら
れ
る
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

　

三
苫
氏
の
よ
う
に
、
巻
冒
頭
に
置
か
れ
る
「
か
く
て
」
や
段
落
冒
頭
部
分
に
置
か
れ
る
「
か
く
」
に
着
目
し
て
み
る
と
、
巻
の
性
格

（
継
承
譚
（
伝
承
譚
）
部
分
や
求
婚
譚
部
分
ほ
か
）
に
よ
る
相
違
に
お
い
て
、『
篁
』
と
『
宇
津
保
』
と
で
の
類
似
性
が
な
い
か
ど
う
か
。

あ
る
い
は
、「
俊
蔭
」
巻
に
お
け
る
段
落
冒
頭
の
「
か
く
」
4
例
（
三
苫
氏
）
と
、
い
わ
ゆ
る
「
古
宇
津
保
」「
今
宇
津
保
」
の
部
分
と
の

間
に
は
何
か
関
連
性
は
な
い
か
、『
篁
』
の
「
か
く
」
の
用
法
と
は
類
似
点
は
な
い
か
、
な
ど
、
こ
の
2
作
品
間
で
の
さ
ら
に
よ
り
踏
み

込
ん
だ
比
較
が
必
要
な
問
題
点
と
思
わ
れ
る
。
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五
一

4　

登
場
人
物
の
対
比
的
構
造

4
│
1　

学
問
で
の
大
成
と
「
か
し
こ
き
」
女
性

　
『
篁
物
語
』
の
第
Ⅰ
部
と
第
Ⅱ
部
と
は
、
小
野
篁
自
体
は
共
通
す
る
主
人
公
で
あ
る
も
の
の
、
個
々
に
独
立
し
た
話
で
あ
る
、
と
こ
れ

ま
で
解
釈
さ
れ
て
き
た
。
両
者
は
、
篁
（
と
、
さ
ら
に
言
え
ば
第
Ⅰ
部
に
登
場
し
た
妹
の
亡
霊
と
）
に
よ
っ
て
の
み
つ
な
が
る
関
係
で
あ

る
と
見
ら
れ
て
き
て
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ
直
接
の
典
拠
と
み
な
せ
る
作
品
も
異
な
り
│
│
第
Ⅰ
部
は
「
古
今
和
歌
集
」
の
和
歌
、
第
Ⅱ
部
は

『
本
朝
文
粋
』
の
小
野
篁
の
漢
詩
と
、
通
説
的
に
は
見
な
さ
れ
て
い
る
│
│
、
さ
ら
に
、
ぞ
れ
ぞ
れ
の
成
立
時
期
も
別
で
あ
る
、
と
見
方

も
な
お
根
強
い
。
第
Ⅰ
部
と
第
Ⅱ
部
と
の
関
係
を
ど
う
と
ら
え
る
か
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
成
立
時
期
と
も
関
わ
っ
て
く
る
の
で
、
大
き
な
課

題
の
ひ
と
つ
で
も
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、『
篁
』
の
登
場
人
物
を
改
め
て
見
直
し
て
み
る
と
、
そ
こ
に
は
、
次
の
よ
う
な
比
較
的
は
っ
き
り
と
対
比
的
に
描
か
れ
て

い
る
人
物
の
対
が
あ
る
こ
と
に
気
づ
く
。

〇
『
篁
物
語
』
に
お
け
る
登
場
人
物
の
対
比
構
造

　

ア　

親
の
か
し
づ
き
け
る
人
の
娘
（
第
Ⅰ
部
の
女
主
人
公
）
│
│
右
大
臣
の
娘
（
第
Ⅱ
部
の
女
主
人
公
）

　

イ　

兵
衛
佐
（「
時
の
大
納
言
の
子
」）
│
│
篁
（「
大
学
の
衆
」）【
第
Ⅰ
部
で
の
恋
敵
】

　

ウ　

女
お
と
ど
（
母
親
：「
部
屋
に
こ
め
て
け
り
」）
│
│
父
主
（
父
親
：「
の
ど
か
な
り
け
る
人
」）【
妹
の
両
親
】

　

エ　

三
の
君
（「
二
つ
な
く
も
て
か
し
づ
き
奉
る
」）
│
│
大
君
・
中
君
（「
わ
ろ
き
人
の
妻
」）【
右
大
臣
の
娘
三
人
】
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五
二

　

オ　

第
Ⅰ
部
で
の
篁
│
│
第
Ⅱ
部
で
の
篁
【
主
人
公
の
時
間
軸
上
で
の
変
化
】

　

カ　
 （

第
Ⅱ
部
で
篁
が
向
き
合
う
二
人
の
女
性
と
し
て
の
）
あ
の
世
の
亡
霊
の
妹
│
│
現
実
世
界
の
妻
（
中
村
祥
子
氏
の
説
を
参
考
と

す
る
）

　

こ
の
う
ち
、
ア
・
イ
・
ウ
・
エ
は
説
明
を
要
し
な
い
で
あ
ろ
う
が
、
簡
略
に
触
れ
て
お
く
。

　

ア
は
、
共
に
篁
の
「
い
も
（
恋
人
・
妻
）」
と
な
る
第
Ⅰ
部
と
第
Ⅱ
部
の
女
主
人
公
の
対
比
で
あ
る
。
そ
の
点
で
は
説
明
を
要
し
な
い

が
、
こ
れ
ま
で
気
づ
か
れ
て
い
な
い
点
を
指
摘
し
て
お
け
ば
、
第
Ⅱ
部
の
妻
は
、
後
述
す
る
中
村
祥
子
氏
の
指
摘
に
よ
っ
て
新
た
に
明
ら

か
に
さ
れ
た
よ
う
に
「
賢
婦
」
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
そ
れ
と
の
対
比
と
、「
稲
荷
詣
」
を
詠
む
和
歌
の
流
れ
を
見
る
と
、
第
Ⅰ
部
の

妹
像
に
は
、
男
性
と
の
縁
結
び
の
祈
願
の
た
め
、
あ
る
い
は
、
参
詣
で
良
き
男
性
に
見
初
め
ら
れ
る
こ
と
を
期
待
し
、
か
な
り
着
飾
っ
て

「
初
午
に
稲
荷
詣
」
す
る
女
性
像
、
あ
え
て
言
え
ば
稲
荷
詣
の
愛
法
の
御
利
益
を
心
に
秘
め
た
女
性
を
描
い
て
い
る
と
解
釈
さ
れ
る
（【
注

2
】
の
中
村
祥
子
氏
の
解
釈
も
参
照
）。
単
な
る
願
掛
け
と
し
て
の
稲
荷
詣
そ
の
も
の
は
『
蜻
蛉
日
記
』『
枕
草
子
』
に
も
あ
る
よ
う
に
当

時
と
し
て
は
ご
く
普
通
で
は
あ
る
。
し
か
し
、
10
世
紀
代
に
お
け
る
初
午
稲
荷
参
詣
の
和
歌
を
調
査
し
て
い
く
と
、
そ
の
時
代
に
特
に
男

女
関
係
の
祈
願
に
関
わ
る
和
歌
が
集
中
的
に
現
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
（
例
え
ば
、『
拾
遺
和
歌
集
』
の
三
首
＝
歌
人
九
百
年
代
の
二

名
＝
も
そ
う
で
あ
る
）。『
篁
』
で
の
「
初
午
の
稲
荷
詣
」
に
着
飾
っ
て
出
か
け
、
兵
衛
佐
に
見
初
め
ら
れ
て
和
歌
を
詠
み
か
わ
す
場
面
に

は
、
そ
の
よ
う
な
9 

0 

0
年
代
後
半
の
時
代
背
景
お
よ
び
、
あ
え
て
そ
の
よ
う
な
参
詣
に
着
飾
っ
て
出
か
け
て
い
き
、
男
性
か
ら
声
を
掛

け
ら
れ
て
心
躍
ら
せ
る
妹
像
が
│
│
「
賢
婦
」
像
と
は
対
称
的
に
│
│
選
択
さ
れ
て
い
る
と
見
る
こ
と
が
出
来
る
。（「
稲
荷
詣
」
と
男
女

の
和
歌
に
つ
い
て
は
別
稿
に
て
述
べ
た
い
）。

　

イ
は
男
主
人
（
篁
）
の
高
く
は
な
さ
そ
う
な
そ
の
出
自
（【
注
3
】）
と
、
大
納
言
の
息
子
と
い
う
身
分
の
相
違
が
対
比
さ
れ
て
い
る
。



指
示
詞
カ
系
派
生
語
「
か
く
」
類
語
句
と
冒
頭
表
現
か
ら
見
た
平
安
前
期
物
語
『
篁
物
語
』（
安
部
） 

五
三

　

ウ
は
、
娘
（
妹
）
を
悶
死
す
る
ま
で
部
屋
に
幽
閉
し
て
し
ま
う
厳
し
い
母
親
と
、
娘
と
そ
の
恋
人
（
篁
）
に
寛
容
な
対
応
を
求
め
る

「
の
ど
か
な
り
け
る
人
」
と
描
か
れ
る
父
親
の
対
比
で
あ
る
。

　

エ
は
、
第
Ⅱ
部
の
説
話
的
要
素
の
ひ
と
つ
と
な
っ
て
い
る
「
末
子
致
福
譚
」
の
主
人
公
と
し
て
、
父
親
の
言
に
従
っ
て
篁
に
嫁
し
て
幸

福
に
な
る
三
の
君
と
、
父
親
の
頼
み
を
拒
み
「
わ
ろ
き
人
の
妻
」
と
な
っ
て
幸
い
薄
い
大
君
・
中
の
君
二
人
と
の
対
比
で
あ
る
。

　

オ
は
、
結
論
的
に
は
、
ア
を
踏
ま
え
た
上
で
解
釈
さ
れ
る
べ
き
位
置
に
あ
る
が
、
い
ま
簡
単
に
単
純
な
面
の
み
言
え
ば
、「
学
生
」
の

ま
ま
の
身
分
、「
緑
の
衣
」
の
色
、
す
な
わ
ち
六
位
の
身
分
の
ま
ま
で
展
開
す
る
第
Ⅰ
部
で
の
学
生
・
篁
と
、「
な
り
出
で
て
、
宰
相
よ
り

も
上
に
な
り
に
け
り
。
こ
れ
な
ん
、
名
に
た
つ
篁
な
り
け
る
。」
と
ま
で
言
わ
れ
る
ほ
ど
に
出
世
し
た
後
の
宰
相
（
以
上
の
）・
篁
と
の
対

比
で
あ
る
。

　

作
者
は
、
ま
ず
こ
れ
ら
4
組
は
、
極
め
て
明
瞭
な
対
比
的
人
物
と
し
て
設
定
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
非
常
に
意
図
的
に
し

か
も
際
立
つ
ほ
ど
に
対
照
的
人
物
設
定
を
構
想
し
て
描
い
て
い
る
作
品
で
あ
る
、
と
解
釈
さ
れ
て
く
る
。
も
し
、
仮
に
そ
う
で
あ
る
な
ら

ば
、
ア
と
し
た
1
組
の
女
性
の
設
定
も
、
篁
の
単
な
る
恋
人
役
で
あ
る
と
か
（
恋
人
と
い
う
だ
け
で
は
対
比
に
な
ら
な
い
）、
単
な
る
異

な
る
典
拠
か
ら
の
偶
然
の
「
登
場
人
物
」
な
の
で
は
な
く
、
一
定
の
対
比
意
図
の
も
と
に
計
算
さ
れ
計
画
さ
れ
た
登
場
人
物
な
の
で
は
な

い
か
、
と
疑
っ
て
解
釈
し
て
み
る
余
地
が
あ
ろ
う
。
む
し
ろ
、
そ
の
よ
う
に
考
え
て
み
る
の
が
自
然
で
は
な
い
か
、
と
思
わ
れ
て
く
る
。

　

そ
の
よ
う
な
論
理
的
道
筋
か
ら
こ
の
ア
の
対
比
を
と
ら
え
直
し
て
み
る
べ
き
で
あ
る
と
思
い
至
っ
た
要
因
に
は
、
次
の
よ
う
な
い
く
つ

か
の
き
っ
か
け
、
と
い
う
か
、
思
考
の
材
料
が
積
み
重
な
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
も
あ
る
。
そ
れ
ら
か
ら
は
、
大
き
く
は
、
第
Ⅰ
部
と
第

Ⅱ
部
と
が
、
別
々
の
独
立
し
た
成
立
で
は
な
く
、
当
初
か
ら
一
組
・
一
対
の
一
作
品
と
し
て
構
想
さ
れ
て
い
る
蓋
然
性
が
高
い
と
解
釈
さ

れ
、
女
主
人
公
も
そ
の
一
組
の
話
の
中
で
の
一
対
の
鏡
像
な
の
で
は
な
い
か
、
と
考
え
る
に
至
っ
た
。
第
Ⅰ
部
と
第
Ⅱ
部
と
が
、
別
の
話

で
は
な
く
、
ひ
と
つ
の
も
の
と
し
て
構
想
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
お
も
わ
れ
た
理
由
は
次
の
諸
点
に
あ
る
。
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五
四

①　

ひ
と
つ
に
は
、
第
Ⅰ
部
、
第
Ⅱ
部
が
、
共
に
『
伊
勢
物
語
』（
三
十
九
、
四
十
、
四
十
一
段
）
を
そ
の
一
部
の
典
拠
と
し
て
い
て

共
通
性
が
あ
る
こ
と
、
か
つ
、『
篁
物
語
』
の
作
品
全
体
の
結
び
と
な
る
末
尾
部
分
で
の
表
現
に
も
『
伊
勢
物
語
』
の
影
響
が
認
め

ら
れ
、
第
Ⅰ
部
・
第
Ⅱ
部
一
貫
し
て
構
想
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
（
安
部
清
哉
（2018.3

））

②　

い
ま
ひ
と
つ
に
は
、
全
体
の
場
面
や
段
落
構
成
を
検
討
す
る
と
（
本
稿
5
章
で
も
新
た
に
示
す
よ
う
に
）、
主
要
主
題
の
ひ
と
つ

と
し
て
「
漢
学
の
才
」
即
ち
「
漢
才
」
が
設
定
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
「
漢
才
」
と
い
う
内
容
に
関
わ
る
場
面
・
段
落
は
断
続
し
な
が

ら
も
、
第
Ⅰ
部
・
第
Ⅱ
部
両
方
に
わ
た
っ
て
一
貫
し
て
つ
な
が
っ
て
い
る
こ
と
、
か
つ
、
そ
れ
が
『
篁
物
語
』
の
ひ
と
つ
の
大
き
な

テ
ー
マ
に
な
っ
て
い
る
と
み
な
せ
る
こ
と
（
安
部
（2020.6

）

③　

さ
ら
に
、
第
Ⅰ
部
・
第
Ⅱ
部
の
両
方
に
わ
た
り
、
共
通
す
る
表
現
や
類
似
す
る
語
彙
が
使
わ
れ
て
い
た
り
、
4
章
で
ふ
れ
た
よ
う

に
、
共
通
し
て
「
か
」
系
語
彙
の
特
徴
的
多
用
が
み
ら
れ
る
な
ど
、
作
者
の
共
通
性
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
（
安
部
清
哉
（2018.5

、

2019.3

）
ほ
か
や
本
稿
。
例
え
ば
、「
入
り
に
け
り
」
3
カ
所
、「
父
主
「
あ
や
し
〜
」」
と
「
大
臣
殿
『
あ
や
し
』」
な
ど
。）

④　

場
面
（
段
落
）
の
構
成
に
お
い
て
、
第
Ⅰ
部
・
第
Ⅱ
部
全
体
に
わ
た
っ
て
、
全
23
段
と
把
握
で
き
る
よ
う
な
場
面
構
成
が
、
比
較

的
安
定
し
て
一
貫
し
て
お
り
、
特
に
、
贈
答
歌
・
和
歌
を
中
心
に
し
た
歌
物
語
的
な
段
落
と
、
会
話
や
場
面
説
明
の
地
の
文
を
中
心

と
し
た
説
話
的
な
段
落
と
が
、
入
れ
替
わ
り
組
み
合
わ
せ
ら
れ
な
が
ら
連
続
し
つ
つ
全
文
が
構
成
さ
れ
て
い
て
、
そ
れ
ら
二
類
の
話

型
に
よ
る
文
章
構
成
に
は
、
一
定
の
一
貫
性
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
（
安
部
（2019.3

））

　

こ
れ
ら
の
考
察
を
経
て
、
先
の
「
ア　

親
の
か
し
づ
き
け
る
人
の
娘
（
第
Ⅰ
部
の
女
主
人
公
）
│
│
右
大
臣
の
娘
（
第
Ⅱ
部
の
女
主
人

公
）」
に
お
け
る
二
人
の
女
性
を
、
特
に
主
要
テ
ー
マ
と
見
な
し
た
「
漢
才
」
に
関
わ
る
事
項
に
注
目
し
て
改
め
て
見
直
し
て
み
る
と
、
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次
の
点
に
お
い
て
対
照
的
な
描
か
れ
方
を
し
て
い
る
こ
と
に
気
づ
く
。

ⅰ　

妹
は
、
懐
妊
す
る
と
直
ぐ
に
「
か
く
夢
の
ご
と
あ
る
人
は
、
は
ら
み
に
け
り
。
書
読
む
心
ち
も
な
し
。」
と
漢
学
の
勉
強
を
止
め

て
し
ま
う
女
性
と
し
て
描
写
さ
れ
る
が
、
三
の
君
は
亡
霊
に
嫉
妬
も
見
せ
ず
「
妻
、『
い
と
あ
る
べ
か
し
き
こ
と
に
て
、
あ
は
れ
の

こ
と
や
。』」
と
賢
妻
と
し
て
描
写
さ
れ
る
。（
も
ち
ろ
ん
前
者
は
懐
妊
し
て
つ
わ
り
等
の
た
め
の
体
調
不
良
が
要
因
と
も
言
え
る
。）

ⅱ　

そ
の
妹
が
篁
の
心
を
奪
い
夢
中
に
し
た
が
故
に
、
篁
は
勉
学
に
お
い
て
も
、「
こ
の
女
の
み
心
に
入
り
て
、
ひ
が
ご
と
を
の
み
な

む
、
し
け
る
。」
と
間
違
い
ば
か
り
す
る
状
態
に
な
る
。
妹
の
死
に
臨
ん
で
は
「「
死
ぬ
」
と
て
泣
き
騷
」
ぎ
、「
泣
き
ま
ど
」
い
、

「
泣
き
臥
せ
」
て
、
さ
ら
に
は
、「
わ
が
身
の
な
ら
ん
や
う
も
し
ず
【
＝
知
ら
ず
】、
臥
さ
ま
ほ
し
き
こ
と
か
ぎ
り
な
し
。」
と
、
平
常

心
を
失
う
。
し
か
し
一
方
、
妻
の
三
の
君
に
は
夢
中
に
な
る
こ
と
も
な
く
、「
い
と
ね
ん
ご
ろ
に
あ
は
で
、
ほ
か
に
夜
が
れ
な
ど
も

し
け
り
。」
と
、
平
常
心
を
失
わ
ず
自
由
な
（
他
の
男
性
と
同
様
）
一
定
の
距
離
を
保
っ
た
関
係
の
女
性
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。

ⅲ　

さ
ら
に
、
妹
は
、「
三
年
す
ぎ
て
」
も
篁
の
心
を
離
さ
ず
、「
な
を
悲
し
」
ま
せ
続
け
、
篁
を
ば
「
妻
に
も
寄
ら
」
せ
ず
「
ひ
と
り

な
ん
、
あ
り
け
る
」
ま
ま
に
心
を
拘
束
す
る
ほ
ど
の
強
い
未
練
を
植
え
付
け
た
女
性
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
そ
の
3
年
間
、
篁
は
、

有
力
者
の
娘
に
求
婚
す
る
心
の
余
裕
も
得
る
こ
と
が
な
い
ま
ま
と
な
る
。
畢
竟
、
そ
の
妹
に
よ
っ
て
心
奪
わ
れ
た
た
め
に
、
篁
は
、

そ
の
死
後
の
3
年
の
間
も
、
学
問
に
向
か
う
時
間
も
（
お
そ
ら
く
）
心
空
ろ
と
な
り
、
出
世
の
道
も
（
第
Ⅱ
部
の
展
開
と
な
る
ま
で

は
）
停
滞
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。

　

一
方
の
妻
と
し
た
三
の
君
の
も
と
で
は
、
ど
う
な
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。「
い
と
ね
ん
ご
ろ
に
あ
は
で
」
過
ご
し
つ
つ
、
や
が
て
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「
な
り
出
で
て
、
宰
相
よ
り
も
上
に
な
り
」「
い
と
よ
く
な
り
出
で
け
れ
ば
、」
と
い
う
ほ
ど
ま
で
、
出
世
と
学
問
の
道
を
究
め
る
こ

と
が
可
能
と
な
る
。
ま
た
、
妻
を
「
ま
た
二
つ
な
く
も
て
か
し
づ
き
奉
る
」
ほ
ど
の
仁
徳
も
備
え
て
大
成
す
る
身
と
な
る
。
こ
の
三

の
君
に
は
、
漢
学
を
学
ぶ
描
写
は
な
い
ま
で
も
、「
い
と
か
し
こ
き
」【
父
・
右
大
臣
の
言
葉
】
女
と
し
て
描
写
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ

は
結
局
、
妻
と
し
て
篁
の
出
世
を
間
接
的
に
助
け
た
存
在
、「
賢
婦
」
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。「
書
読
む
」
こ

と
を
止
め
て
し
ま
っ
た
妹
と
は
、
ま
っ
た
く
異
な
る
位
置
付
け
と
も
み
な
せ
よ
う
。

　

や
や
極
端
に
対
比
的
に
取
り
上
げ
た
よ
う
に
も
見
え
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
こ
れ
ら
全
体
か
ら
見
え
て
く
る
の
は
、
学
問
で
身
を
立
て

出
世
し
よ
う
と
し
て
い
る
主
人
公
に
対
し
て
、
一
方
は
結
局
の
と
こ
ろ
そ
の
志
を
妨
げ
て
し
ま
っ
て
い
る
女
性
で
あ
る
。
一
方
は
、
そ
れ

と
対
照
的
に
、
直
接
間
接
に
学
問
に
集
中
で
き
る
環
境
を
与
え
得
た
女
性
で
あ
っ
た
。
後
者
は
、
そ
れ
ゆ
え
、「
才
学
は
さ
う
に
も
い
は

ず
、
歌
つ
（
く
）
る
こ
と
も
え
た
り
顏
」【
書
陵
部
本
に
よ
っ
て
解
釈
す
る
。「
山
た
つ
る
こ
と
」
は
「
宇
」
の
崩
し
と
「
山
」
の
崩
し
に

よ
る
誤
写
説
と
見
る
】
と
言
う
ほ
ど
に
、
学
問
と
和
歌
の
才
能
を
花
開
か
せ
る
こ
と
を
可
能
に
し
た
良
き
伴
侶
と
し
て
、
極
め
て
対
照
的

に
描
か
れ
て
い
る
こ
と
は
、
否
定
で
き
な
い
だ
ろ
う
。

　

実
は
、
か
な
り
以
前
の
段
階
か
ら
気
に
な
っ
て
い
た
の
は
、
ⅰ
の
点
で
あ
り
、
そ
し
て
、
ⅱ
の
点
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
ⅲ
を
考
慮
し

た
場
合
で
も
、
第
Ⅰ
部
の
妹
の
方
に
関
し
て
は
「
泣
き
ま
ど
」
い
「
わ
が
身
の
な
ら
ん
や
う
も
し
（
ら
）
ず
」
と
い
う
ざ
ま
で
あ
る
か
ら
、

わ
か
り
や
す
い
も
の
の
、
一
方
の
第
Ⅱ
部
の
方
の
三
の
君
と
な
る
と
、「
か
し
こ
き
」（
父
）
と
は
あ
っ
て
も
、
全
体
の
と
し
て
の
描
写
は

あ
ま
り
に
少
な
く
、
当
初
は
、
妹
と
の
対
比
構
造
に
気
づ
く
こ
と
ま
で
は
出
来
な
か
っ
た
。

　

し
か
し
、
三
の
君
は
「
賢
婦
」
と
し
て
こ
こ
に
意
図
的
に
描
か
れ
て
い
る
の
だ
、
と
い
う
こ
と
を
極
め
て
明
瞭
に
教
え
て
く
れ
た
の
が
、

中
村
祥
子
氏
に
よ
る
次
の
よ
う
な
解
釈
で
あ
っ
た
。
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4
│
2　

三
の
君
の
意
義
│
│
中
村
祥
子
氏
の
解
釈
を
踏
ま
え
て

　

三
の
君
は
、
妹
の
亡
霊
に
と
ら
わ
れ
た
ま
ま
の
篁
を
、
現
実
の
世
界
に
引
き
戻
そ
う
と
す
る
「
賢
婦
」
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い
る
と
見

る
の
は
、
中
村
祥
子
氏
で
あ
る
。

〇
中
村
祥
子
（1995

）「『
篁
物
語
』
第
二
部
の
発
想
に
つ
い
て
の
私
見
│
│
『
世
説
新
語
』「
賢
媛
伝
」
と
の
か
か
わ
り
│
│
」『
日
本

語
日
本
文
学
』
21
（
台
湾
・
輔
仁
大
学
外
語
学
院
日
本
語
文
学
系
）

〇
中
村
祥
子
（2007

）「『
篁
物
語
』
に
お
け
る
三
の
君
結
婚
と
い
う
モ
テ
ィ
ー
フ
│
│
『
世
説
新
語
』
賢
媛
伝
〈
許
充
婦
〉
の
引
用
か

ら
み
た
人
物
造
形
の
試
み
と
し
て
│
│
」『
日
本
語
日
本
文
学
』
32
（
台
湾
・
輔
仁
大
学
）

　

中
村
氏
の
こ
の
2
つ
の
論
文
は
、『
篁
』
の
研
究
に
お
い
て
、
第
Ⅱ
部
の
三
の
君
の
場
面
描
写
は
『
世
説
新
語
』
を
典
拠
と
す
る
と
解

し
、
そ
れ
を
踏
ま
え
て
三
の
君
の
人
物
造
形
の
意
味
を
初
め
て
解
釈
し
得
た
唯
一
の
新
解
釈
で
あ
っ
た
。
極
め
て
重
要
な
中
村
氏
の
こ
の

2
本
の
論
文
を
引
用
し
た
研
究
は
管
見
の
限
り
未
だ
見
て
い
な
い
。
こ
の
論
の
後
の
も
の
で
、『
世
説
新
語
』
と
の
関
係
を
示
唆
し
た
論

文
自
体
は
、
記
憶
で
は
確
か
1
本
は
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
こ
に
は
先
行
す
る
中
村
論
文
へ
の
言
及
は
な
い
。『
篁
』
と
『
世
説
新

語
』
両
者
の
関
係
の
指
摘
の
詳
細
さ
と
そ
の
解
釈
に
お
い
て
、
中
村
論
文
は
優
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
、
ま
た
そ
の
結
論
は
そ
の
ほ
と
ん
ど

に
お
い
て
首
肯
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　

例
え
ば
、
中
村
（1995

）
で
は
、
従
来
、
そ
の
意
味
が
全
く
不
明
で
あ
っ
た
三
の
君
と
の
初
夜
場
面
で
の
「
ふ
く
め
る
帙
」
を
間
に
し

た
押
し
問
答
に
つ
い
て
も
、
中
村
（2007

）
と
共
に
、
典
拠
の
『
世
説
新
話
』
を
踏
ま
え
て
あ
る
そ
の
描
写
の
意
味
を
、
初
め
て
読
解
し

て
優
れ
た
解
釈
を
展
開
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

で
は
、
そ
れ
ら
は
ど
の
よ
う
な
解
釈
か
。
こ
れ
ま
で
、
第
Ⅱ
部
は
『
本
朝
文
粋
』
の
書
状
「
奉
右
大
臣
」
の
典
拠
説
の
み
に
隠
れ
て
、
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十
分
解
釈
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
第
Ⅱ
部
で
の
妻
と
の
関
係
や
妹
と
の
対
比
、
そ
れ
ら
も
踏
ま
え
た
上
で
の
作
品
全
体
に
お
け
る
第
Ⅱ
部

の
意
図
を
考
え
る
上
で
も
、
中
村
説
は
重
要
な
意
味
を
も
つ
新
説
で
あ
る
が
、
残
さ
れ
た
紙
幅
の
中
で
こ
れ
ら
2
本
が
提
示
し
て
い
る
問

題
を
十
分
に
紹
介
し
議
論
す
る
だ
け
の
余
地
は
い
ま
与
え
ら
れ
て
い
な
い
。
そ
れ
に
つ
い
て
は
、
機
会
を
改
め
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
と

し
、
こ
こ
で
は
、
本
章
の
上
記
の
問
題
点
と
関
わ
る
部
分
に
限
定
し
て
紹
介
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
し
た
い
。

　

ま
ず
、
中
村
（2007

）
の
要
旨
で
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

〇
右
大
臣
の
三
の
君
と
の
婚
姻
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
、『
世
説
新
語
』「
賢
媛
伝
」〈
許
允
婦
〉
の
世
界
を
持
ち
こ
ん
で
読
む
こ
と
で
、
従

来
断
絶
さ
れ
て
い
る
と
い
わ
れ
る
前
半
部
と
後
半
部
が
統
一
的
に
読
め
る
。
ま
た
統
一
的
に
み
る
こ
と
よ
っ
て
物
語
文
学
に
お
け
る

人
物
造
型
の
試
み
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

中
村
氏
は
、「
従
来
断
絶
さ
れ
て
い
る
と
い
わ
れ
る
前
半
部
と
後
半
部
が
統
一
的
に
読
め
る
。」
と
し
、『
世
説
新
語
』
を
通
し
て
、
第

Ⅰ
部
と
第
Ⅱ
部
が
統
一
的
作
品
で
あ
る
こ
と
を
主
張
し
た
。
統
一
的
と
い
う
点
は
、
上
記
の
よ
う
に
、「
漢
才
」
と
い
う
ひ
と
つ
の
主
題

（
テ
ー
マ
）
か
ら
、
ひ
と
ま
と
ま
り
の
作
品
と
解
釈
し
た
本
論
の
解
釈
と
共
通
す
る
。

　

ま
た
、
妹
と
の
上
記
の
よ
う
な
対
比
構
造
に
関
わ
っ
て
く
る
三
の
君
の
「
賢
婦
」
と
い
う
性
格
の
位
置
づ
け
に
関
す
る
部
分
に
つ
い
て

の
み
、
中
村
（2007

）
か
ら
引
き
続
い
て
引
用
し
て
み
た
い
。
少
し
長
く
な
る
が
、
次
の
よ
う
に
解
釈
さ
れ
て
い
る
。

〇
『
世
説
新
語
』「
賢
媛
伝
」
は
、
字
の
と
お
り
、
賢
明
な
女
の
物
語
で
あ
り
、
女
の
豪
胆
さ
や
状
況
判
断
の
確
か
さ
、
鋭
い
批
評
を

す
る
女
の
姿
が
集
め
描
か
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。「
賢
媛
伝
」
に
取
り
上
げ
ら
れ
た
女
性
の
逸
話
の
な
か
に
は
、
女
が
適
切
な
判

断
や
批
評
を
夫
や
子
供
に
与
え
る
話
が
あ
る
。
夫
や
子
供
は
妻
の
判
断
や
批
評
に
よ
っ
て
、
難
を
逃
れ
た
り
、
反
省
し
た
り
進
退
を

決
め
た
り
す
る
。『
世
説
新
語
』〈
許
允
婦
〉
は
、
こ
こ
に
引
い
た
当
該
の
部
分
を
含
め
三
話
が
採
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
は
、
許

允
婦
の
批
評
や
判
断
に
よ
っ
て
、
夫
や
子
供
が
難
を
逃
れ
る
も
の
で
あ
る
。
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こ
の
話
に
見
ら
れ
る
、
新
婦
許
允
婦
が
夫
に
そ
の
醜
さ
を
嫌
わ
れ
、
婚
礼
の
夜
に
、
部
屋
を
出
て
行
こ
う
と
し
た
夫
の
着
物
の
裾

を
捉
え
て
部
屋
に
留
め
た
と
い
う
逸
話
は
、『
篁
物
語
』
の
三
の
君
と
の
婚
礼
の
夜
の
物
語
と
類
似
す
る
。『
篁
物
語
』
に
お
い
て
も

新
郎
の
衣
服
の
一
部
を
掴
ん
で
引
き
と
め
て
お
り
、『
篁
物
語
』
に
お
い
て
は
、
父
右
大
臣
が
娘
の
行
為
を
「
か
し
こ
く
し
つ
」「
か

し
こ
き
こ
と
な
り
」
と
い
う
言
葉
で
評
し
て
い
る
。
こ
れ
は
「
賢
媛
伝
」
の
「
賢
」
の
繰
り
返
し
で
あ
ろ
う
し
、
三
の
君
が
「
賢

婦
」
で
あ
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
語
り
手
に
よ
る
「
賢
媛
伝
」
の
世
界
へ
の
誘
導
で
も
あ
る
。

　
　

こ
の
婚
礼
の
夜
に
新
婦
が
新
郎
の
衣
服
を
捉
え
て
引
き
と
め
る
設
定
と
、
父
親
に
よ
る
「
賢
」
と
い
う
評
言
か
ら
み
て
、『
篁
物

語
』
に
『
世
説
新
語
』
を
引
用
し
て
い
る
と
み
る
こ
と
に
は
問
題
な
い
だ
ろ
う
。（
傍
線
は
引
用
者
、
以
下
同
じ
）

　

そ
こ
で
は
、「
三
の
君
の
が
『
賢
婦
』
で
あ
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。」
と
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
、『
世
説
新
語
』
の
中
で
の
女
性

の
逸
話
に
は
、
夫
や
子
供
が
「
妻
の
判
断
や
批
評
に
よ
っ
て
、
難
を
逃
れ
た
り
、
反
省
し
た
り
進
退
を
決
め
た
り
す
る
。」
こ
と
が
紹
介

さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
の
妻
は
、
夫
の
進
退
に
も
プ
ラ
ス
に
働
く
よ
う
な
存
在
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
作
品
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　

ま
た
、
中
村
（1995

）
で
は
、
三
の
君
は
、
妹
の
魂
に
と
ら
わ
れ
て
い
る
篁
を
、
学
問
や
出
世
と
い
う
現
実
の
世
界
へ
引
き
戻
す
力
が

あ
っ
た
と
し
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

〇
『
世
説
新
語
』「
賢
媛
伝
」〈
許
允
婦
〉
の
中
で
、
篁
と
似
た
許
充
が
、
妻
の
才
知
（
力
）
に
よ
っ
て
処
世
し
て
い
く
こ
と
は
、「
篁
」

を
現
実
世
界
へ
引
き
戻
す
た
め
の
構
想
と
な
り
、『
本
朝
文
枠
』
に
あ
る
右
大
臣
へ
の
申
文
を
ヒ
ン
ト
に
右
大
臣
の
三
の
君
と
の
結

婚
を
描
い
た
の
だ
ろ
う
。
そ
の
場
で
は
「
篁
」
は
否
応
な
し
に
現
実
へ
妻
の
力
に
よ
っ
て
引
き
も
ど
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

「
篁
」
が
望
む
形
と
し
て
で
は
な
く
周
囲
の
も
の
に
強
制
さ
れ
る
こ
と
で
。
な
ぜ
な
ら
、「
篁
」
は
「
妹
の
魂
」
に
と
ら
わ
れ
つ
づ
け

現
実
へ
戻
ろ
う
と
し
て
も
戻
る
こ
と
は
難
し
か
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
。

〇
女
性
側
の
強
さ
と
賢
さ
に
よ
っ
て
現
実
に
引
き
戻
さ
れ
て
い
く
。
そ
の
「
篁
」
の
姿
を
描
く
た
め
に
も
、
婚
礼
の
夜
新
郎
の
衣
服
を
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六
〇

つ
か
み
部
屋
に
留
め
る
〈
許
充
婦
〉
の
よ
う
な
女
性
の
姿
が
必
要
だ
っ
た
の
だ
と
い
え
る
。

　

こ
れ
ら
の
解
釈
か
ら
は
、
単
な
る
妻
と
な
る
女
性
と
い
う
以
上
の
意
味
が
読
み
取
れ
る
。
第
Ⅰ
部
で
三
年
間
以
上
も
現
実
か
ら
遠
ざ
か

っ
て
し
ま
っ
て
い
た
篁
を
、
元
の
学
問
の
世
界
（
ひ
い
て
は
出
世
と
い
う
現
実
世
界
）
へ
と
引
き
戻
す
役
割
を
担
っ
た
重
要
な
存
在
と
し

て
登
場
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

　

そ
こ
か
ら
は
、「
学
者
」
に
と
っ
て
は
、「
現
実
世
界
」
を
賢
明
に
把
握
で
き
る
「
賢
婦
」
こ
そ
が
伴
侶
に
ふ
さ
わ
し
い
│
│
「
妹
」
の

よ
う
に
夢
中
に
な
っ
て
し
ま
う
女
性
は
相
応
し
く
な
い
│
│
と
、
主
張
し
て
い
る
よ
う
に
さ
え
読
み
取
れ
る
。
そ
こ
に
は
、
あ
の
世
の
妹

（
の
魂
）
と
現
実
の
妻
の
対
比
と
い
う
人
物
対
比
構
造
に
加
え
、「
妹
の
魂
（
亡
霊
）」
に
と
ら
わ
れ
続
け
「
現
実
へ
戻
ろ
う
と
し
て
も
戻

る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
」
第
Ⅰ
部
の
ま
ま
の
篁
を
、「
現
実
世
界
へ
引
き
戻
す
た
め
」
の
役
割
を
担
っ
た
第
Ⅱ
部
の
女
主
人
公
（
妻
）

と
い
う
存
在
が
あ
る
。
明
ら
か
に
、
第
Ⅰ
部
の
設
定
と
第
Ⅱ
部
が
呼
応
し
て
、
1
組
の
作
品
と
し
て
構
成
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
、

示
し
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。『
篁
』
は
、
決
し
て
前
後
別
々
の
ふ
た
つ
の
話
な
の
で
は
な
い
こ
と
が
、
こ
れ
で
一
層
で
明
ら

か
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

4
│
3　

理
想
の
〝
妹
く
ら
べ
〞
│
│
二
人
の
「
い
も
」
の
対
比
構
造

　

と
こ
ろ
で
、
さ
ら
に
、「
博
士
」
に
相
応
し
い
婦
人
像
（
対
比
的
例
示
）
と
い
う
視
点
か
ら
こ
れ
ら
を
俯
瞰
す
る
と
、
あ
る
種
の
既
視

感
を
覚
え
る
事
例
を
わ
れ
わ
れ
は
思
い
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は
、
次
の
よ
う
な
有
名
な
場
面
で
あ
る
。

〇
「
ま
だ
、
文
章
の
生
に
侍
り
し
時
、
賢
き
女
の
た
め
し
を
な
ん
見
給
へ
し
。
か
の
、
馬
頭
の
申
し
給
へ
る
や
う
に
、
公
事
を
も
言
ひ

合
は
せ
、
私
ざ
ま
の
、
世
に
住
ま
ふ
べ
き
心
お
き
て
を
、
思
ひ
め
ぐ
ら
さ
む
方
も
、
い
た
り
深
く
、
才
の
き
は
、
な
ま
〳
〵
の
博
士
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六
一

は
づ
か
し
く
、
す
べ
て
、
口
あ
か
す
べ
く
な
ん
、
侍
ら
ざ
り
し
。
そ
れ
は
、
あ
る
博
士
の
も
と
に
、「
學
問
な
ど
し
侍
」
と
て
、
ま

か
り
通
ひ
し
程
に
、「
主
人
の
娘
ど
も
、
多
か
り
」
と
聞
き
給
へ
て
、
は
か
な
き
つ
い
で
に
、
い
ひ
寄
り
て
侍
り
し
を
、
親
、
聞
き

つ
け
て
、
盃
も
て
出
で
ゝ
、「
我
、
二
つ
の
道
う
た
ふ
を
聞
け
」
と
な
ん
、
聞
え
ご
ち
侍
り
し
か
ど
、
を
さ
〳
〵
、
う
ち
と
け
て
も

ま
か
ら
ず
、
か
の
親
の
心
を
憚
り
て
、
さ
す
が
に
、
か
ゝ
づ
ら
ひ
侍
り
し
程
に
、
い
と
、
あ
は
れ
に
お
も
ひ
後
見
、
寢
覺
の
語
ら
ひ

に
も
、
身
の
才
つ
き
、
お
ほ
や
け
に
仕
う
ま
つ
る
べ
き
、
道
〳
〵
し
き
こ
と
を
教
へ
て
、
い
と
清
げ
に
、
消
息
文
に
も
、
假
字
と
い

ふ
物
を
、
書
き
ま
ぜ
ず
、
む
べ
〳
〵
し
く
言
ひ
ま
は
し
侍
る
に
、
お
の
づ
か
ら
、
え
罷
り
絶
え
で
、
そ
の
者
を
師
と
し
て
な
ん
、
わ

づ
か
な
る
腰
折
文
作
る
こ
と
な
ど
、
習
ひ
侍
り
し
か
ば
、
今
に
、
そ
の
恩
忘
れ
侍
ら
ね
ど
、
な
つ
か
し
き
妻
子
と
う
ち
頼
ま
む
に
、

無
才
の
人
、
な
ま
わ
ろ
な
ら
ん
振
舞
な
ど
見
え
ん
に
、
恥
づ
か
し
く
な
ん
見
え
侍
り
し
。」『
源
氏
物
語
』
箒
木

　

有
名
な
「
雨
の
夜
の
品
定
め
」
で
あ
る
。
古
来
『
源
氏
物
語
』
の
中
で
も
特
異
な
場
面
で
あ
り
、
ま
た
女
性
論
と
も
見
え
る
場
面
で
あ

る
の
で
、
さ
ま
ざ
ま
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
箇
所
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、「
博
士
」
に
な
る
男
性
に
ふ
さ
わ
し
い
女
性
像
の
例
は
挙
が
っ
て

は
い
な
い
。
ま
た
、『
篁
』
に
お
け
る
妹
あ
る
い
は
三
の
君
に
近
似
す
る
よ
う
な
女
性
の
例
示
も
見
ら
れ
な
い
よ
う
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
冒
頭
に
近
い
帚
木
巻
に
お
い
て
設
定
さ
れ
た
こ
の
よ
う
な
、
あ
る
男
性
に
相
応
し
い
女
性
論
は
、
日
本
文
学
で
は
、
最
初
の

も
の
で
あ
る
か
の
よ
う
に
扱
わ
れ
て
い
る
。
い
ず
れ
か
の
中
国
文
学
で
の
類
例
が
あ
る
の
か
な
ど
も
気
に
な
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
あ
る

種
の
男
性
（
出
世
を
望
み
、
期
待
さ
れ
る
将
来
的
有
望
者
）
に
相
応
し
い
女
性
像
の
、
物
語
上
で
の
提
示
（
設
定
）
と
い
う
視
点
か
ら

『
篁
』
の
第
Ⅰ
部
・
第
Ⅱ
部
の
二
人
の
女
性
の
対
比
構
造
を
見
て
み
る
と
、『
篁
』
も
、
あ
る
種
の
「
女
性
論
」
の
提
示
と
い
う
側
面
を
も

っ
て
い
る
と
言
い
得
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　

そ
の
よ
う
な
、
や
や
突
飛
に
も
映
る
唐
突
な
両
者
の
比
較
に
も
踏
み
込
ん
で
み
た
い
と
思
わ
れ
た
の
は
、『
源
氏
』
の
中
に
、『
篁
』
の
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六
二

影
響
が
、
1
語
2
語
と
い
う
語
彙
的
な
レ
ベ
ル
に
留
ま
ら
ず
、
非
常
に
多
く
認
め
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
例
え
ば
、「
浮
舟
」
や
「
夕
霧
」

の
物
語
構
想
や
人
物
造
形
に
も
深
く
関
わ
っ
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
き
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。（
語
彙
や
表
現
の
類
似
で
は
、
例
え

ば
、『
篁
物
語
新
講
』
で
も
多
く
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
、
か
つ
て
「
た
う
め
」
と
い
う
語
に
つ
い
て
も
森
下
礼
子
（1994

）「『
た
う

め
』
小
考
」『
玉
藻
』
30
に
て
ゼ
ミ
学
生
に
ま
と
め
て
も
ら
っ
た
こ
と
が
あ
る
。）

　

紫
式
部
が
、『
篁
』
を
確
か
に
読
ん
で
い
る
だ
ろ
う
と
推
定
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
が
、「
夕
霧
」
に
お
け
る
「
六
位
宿
世
」
と
い
う
テ

ー
マ
設
定
に
も
『
篁
』
の
篁
像
を
投
影
さ
せ
て
い
る
（
と
考
え
ら
れ
た
）
紫
式
部
で
あ
る
な
ら
ば
、『
篁
』（
と
、
お
そ
ら
く
周
辺
の
情
報

か
ら
そ
の
話
も
聞
い
て
い
る
と
推
察
さ
れ
る
『
世
説
新
語
』
の
女
性
像
も
重
ね
合
わ
せ
つ
つ
）、〝
男
性
に
相
応
し
い
女
性
論
〞
を
敷
衍
し

て
創
作
す
る
こ
と
は
、
決
し
て
難
し
こ
と
で
は
な
い
、
と
想
像
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
な
に
よ
り
も
、
右
の
引
用
部
冒
頭
は
、「
賢4

き
女

4

4

」
で
始
ま
っ
て
お
り
、
そ
れ
は
『
篁
物
語
』
の
「
か
し
こ
き

4

4

4

4

」
女
、『
世
説
新
語
』
の
「
賢
婦

4

4

」
と
重
な
っ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
く

こ
と
が
で
き
よ
う
。『
篁
』
の
二
人
の
女
性
の
対
比
構
造
に
よ
る
「
ふ
さ
わ
し
い
妻
」
観
と
、「
雨
の
夜
の
品
定
め
」
の
女
性
論
と
の
文
学

史
的
比
較
の
必
要
性
が
あ
る
。

　

話
が
脇
道
に
逸
れ
た
が
、『
篁
』
と
『
世
説
新
語
』
に
話
を
戻
せ
ば
、
中
村
祥
子
氏
の
論
の
細
部
に
つ
い
て
の
考
察
は
、
よ
り
多
様
な

視
点
か
ら
様
々
に
検
討
が
必
要
な
、
貴
重
な
指
摘
と
示
唆
に
あ
ふ
れ
た
解
釈
で
あ
る
。
改
め
て
言
え
ば
、
中
村
祥
子
氏
の
解
釈
に
お
い
て

重
要
な
点
の
ひ
と
つ
は
、
三
の
君
の
解
釈
を
、
第
Ⅰ
部
に
現
れ
て
い
る
妹
の
亡
霊
と
の
対
比
し
つ
つ
と
ら
え
て
い
る
点
で
あ
る
。
第
Ⅱ
部

の
女
主
人
公
「
妻
」
と
篁
の
妹
の
亡
霊
（
第
Ⅰ
部
既
出
）
と
は
、
対
比
的
に
描
か
れ
た
一
対
の
女
性
像
と
解
釈
す
べ
き
こ
と
が
わ
か
る

（
対
比
構
造
の
カ
）。
第
Ⅰ
部
と
第
Ⅱ
部
と
は
別
々
の
独
立
し
た
2
編
の
短
編
な
の
で
は
な
く
、
ひ
と
ま
と
ま
り
の
作
品
な
の
で
あ
る
。

　

人
物
対
比
構
造
と
い
う
観
点
か
ら
上
記
ア
の
対
比
で
も
解
析
し
て
お
く
こ
と
は
、
あ
な
が
ち
的
外
れ
で
も
な
く
、
中
村
氏
が
指
摘
し
て
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六
三

い
な
い
側
面
（
上
記
ⅰ
、
ⅱ
と
、
ⅲ
の
一
部
）
を
把
握
で
き
る
。
そ
の
よ
う
な
面
で
の
対
照
的
女
性
像
と
い
う
設
定
も
考
慮
す
べ
き
で
あ

ろ
う
。
二
人
の
女
性
は
、
一
面
で
は
、「
篁
に
学
問
を
す
ら
忘
れ
さ
せ
て
し
ま
う
女
性
と
、
学
問
を
大
成
さ
せ
て
く
れ
た
女
性
」（
対
比
の

ア
、
こ
の
視
点
は
中
村
論
文
に
は
な
い
）
と
し
て
、
も
う
一
面
で
は
、
当
初
中
村
祥
子
氏
の
よ
う
な
視
点
は
持
っ
て
い
な
か
っ
た
が
、
中

村
氏
の
解
釈
の
よ
う
に
、「
あ
の
世
の
亡
霊
の
妹
と
現
実
の
世
界
の
妻
（
賢
婦
）」（
対
比
の
カ
）
と
し
て
、
い
わ
ば
二
重
の
対
比
的
構
造

を
形
づ
く
っ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

　

い
ず
れ
に
せ
よ
、
第
Ⅰ
部
と
第
Ⅱ
部
と
は
、
従
来
の
解
釈
の
よ
う
な
別
々
の
設
定
な
の
で
は
な
い
。『
篁
物
語
』
そ
れ
自
体
が
一
つ
の

連
続
し
た
テ
ー
マ
設
定
に
て
成
り
立
っ
て
い
る
ひ
と
つ
の
物
語
と
し
て
初
め
て
読
み
解
け
る
こ
と
が
、
こ
れ
で
明
ら
か
に
な
っ
た
と
思
わ

れ
る
。5　

主
題
「
漢
才
」
の
章
段
の
配
置
│
│
『
篁
物
語
』
の
構
成
の
諸
相

5
│
1　

テ
ー
マ
毎
の
段
落
・
場
面
構
成
と
「
漢
才
」
主
題
の
章
段

　

最
後
に
、
本
章
で
は
、『
篁
物
語
』
に
認
め
ら
れ
る
「
漢
才
」（
漢
学
の
才
）
の
習
得
を
話
題
と
し
た
段
落
の
配
置
を
、
改
め
て
確
認
し

て
お
く
こ
と
と
し
た
い
。
こ
の
「
漢
才
」
に
関
わ
る
段
落
が
本
作
品
に
お
け
る
主
要
な
テ
ー
マ
の
ひ
と
つ
に
な
っ
て
い
る
と
み
ら
れ
た
か

ら
で
あ
る
。

　

さ
て
、
安
部
（2019

）
に
お
い
て
、『
篁
』
の
本
文
全
体
に
つ
い
て
、
試
み
と
し
て
、
章
段
構
成
を
、
2
部
構
成
、
8
章
立
て
分
類
、

23
段
落
配
置
と
し
て
、
提
示
し
て
み
た
。
ま
た
、
安
部
（2018.5

）
に
お
い
て
は
、『
篁
』
全
体
の
構
成
を
、
テ
ー
マ
的
な
視
点
か
ら
分

類
し
、
ご
く
短
い
「
師
走
の
月
夜
」「
春
の
橘
」
章
段
を
ひ
と
ま
ず
別
立
て
と
見
て
、
次
の
三
つ
を
主
要
テ
ー
マ
と
す
る
部
分
と
、
短
い
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六
四

「
師
走
の
月
夜
」
章
段
、「
春
の
橘
」
章
段
と
で
構
成
さ
れ
た
作
品
と
解
釈
し
て
み
た
。

　
　
　
　
　
　

Ａ
「『
書
』（
漢
学
・
漢
文
の
学
）
教
養
譚
」（
第
Ⅰ
部
お
よ
び
第
Ⅱ
部
）

　
　
　
　
　
　

Ｂ
「
妹
亡
霊
譚
」（
第
Ⅰ
部
お
よ
び
第
Ⅱ
部
の
続
編
部
）

　
　
　
　
　
　

Ｃ
「
兵
衛
佐
横
恋
慕
譚
」

　
　
　
　
　
　
　

プ
ラ
ス

　
　
　
　
　
　

ｄ
「
師
走
の
月
夜
」
章
段

　
　
　
　
　
　

ｅ
「
春
の
橘
」
章
段

　

こ
の
う
ち
、
Ａ
に
関
わ
る
場
面
は
、
他
の
Ｂ
、
Ｃ
、
ｄ
、
ｅ
の
部
分
の
挿
入
に
よ
っ
て
、
途
切
れ
途
切
れ
、
飛
び
飛
び
に
な
っ
て
現
れ

て
い
る
が
、
そ
の
Ａ
の
部
分
の
方
に
は
、
次
の
よ
う
な
「
漢
才
」
に
関
わ
る
表
現
と
類
義
語
彙
が
共
通
し
て
現
れ
て
い
た
。

　
　

第
Ⅰ
部　

⑴  

「
才
の
か
ぎ
り
し
つ
く
し
て
」「
書
（
ふ
み
）
読
ま
せ
ん
」「
読
ま
せ
け
る
」「
角
筆
し
て
」（「
才
」
は
漢
学
の
学
才
で

あ
る
）

　
　
　
　
　
　

⑵  

「
書
読
ま
せ
ざ
り
け
れ
ば
」「
書
か
き
集
め
て
」「
角
筆
し
て
」「
物
＊
の
書
は
」【
＊
原
文
「
初
の
書
」】「
読
み
聞
き
て

よ
ろ
づ
の
書
は
」

　
　
　
　
　
　

⑶
「
例
の
書
読
み
に
、」「
親
は
書
を
教
ふ
る
な
り
け
り
。」

　
　
　
　
　
　

⑷
「
書
読
む
心
ち
も
な
し
。」

　
　
　
　
　
　

⑸
「
法
華
経
を
書
き
て
」

　
　

第
Ⅱ
部　

⑹
「
文
お
も
し
ろ
く
作
り
て
」「
文
の
帙
取
り
て
」「
文
巻
を
奉
れ
ば
」
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六
五

　
　
　
　
　
　

⑺
「
才
学
は
さ
う
に
も
言
わ
ず
」「
才
」「
文
作
る
人
は
」

　

こ
れ
ら
の
語
彙
は
、
Ｂ
「
妹
亡
霊
譚
」、
Ｃ
「
兵
衛
佐
横
恋
慕
譚
」、
ｄ
「
師
走
の
月
夜
」
章
段
、
ｅ
「
春
の
橘
」
章
段
に
は
、
一
切
、

一
度
も
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
、
と
い
う
特
徴
が
あ
っ
た
。
注
目
さ
れ
る
語
彙
の
出
現
傾
向
で
あ
っ
た
。

　

そ
の
よ
う
な
特
徴
と
本
作
品
の
主
題
に
あ
た
る
も
の
は
何
か
を
考
慮
し
て
み
る
と
、
少
な
く
と
も
こ
の
「
漢
才
」
と
い
う
点
が
、
大
き

な
テ
ー
マ
の
1
つ
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
と
思
わ
れ
る
。
興
味
深
い
こ
と
に
、
こ
の
Ａ
に
あ
た
る
段
落
・
章
段
だ
け
を
つ
な
い
だ
だ

け
で
も
、『
篁
』
の
主
要
な
ス
ト
ー
リ
ー
は
、
大
き
な
不
足
も
な
く
展
開
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
れ
は
、
こ
の
部
分
が
、
そ
の
当

初
の
構
想
に
お
け
る
言
わ
ば
、
第
一
段
階
で
構
想
さ
れ
た
骨
格
な
の
で
は
な
い
か
、
と
思
わ
せ
る
も
の
が
あ
る
。

　

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
こ
の
Ａ
の
部
分
の
み
で
配
列
す
る
と
ど
の
よ
う
な
構
成
を
目
の
当
た
り
に
で
き
る
か
、
今
後
の
構
想
論
、
主
題
論

の
ひ
と
つ
に
材
料
と
も
す
る
た
め
に
、
Ａ
の
部
分
の
み
を
、「
漢
才
」
主
題
の
構
成
章
段
に
よ
る
『
篁
』
と
い
う
試
案
と
し
て
提
示
し
て

み
る
こ
と
に
し
た
い
。
な
お
、
他
の
部
分
を
削
除
し
て
し
ま
う
と
、
も
と
の
全
体
の
構
成
と
の
比
較
が
し
に
く
い
の
で
、
Ａ
以
外
の
部
分

は
、
数
文
字
下
げ
か
あ
る
い
は
小
文
字
で
そ
の
順
番
の
ま
ま
掲
載
し
て
お
く
こ
と
に
す
る
。

　

な
お
、
ｄ
「
師
走
の
月
夜
」
章
段
は
、
Ａ
「
漢
才
」
章
段
で
は
な
い
箇
所
で
あ
る
が
、
そ
こ
で
は
贈
答
歌
の
直
後
に
、
指
示
詞
「
か

く
」
の
使
用
が
見
ら
れ
、
そ
の
点
に
お
い
て
、
前
後
の
「
漢
才
」
章
段
の
部
分
と
同
様
の
文
体
で
構
想
さ
れ
て
い
る
と
解
釈
さ
れ
る
の
で
、

前
後
の
Ａ
「
漢
才
」
主
題
部
分
と
ほ
ぼ
同
時
期
の
構
想
と
考
え
て
、
文
字
下
げ
に
は
し
な
い
で
示
し
て
お
く
。

　

念
の
た
め
に
付
言
し
て
お
け
ば
、
最
初
の
『
篁
』
に
は
、
こ
れ
ら
「
漢
才
」
の
テ
ー
マ
だ
け
の
部
分
で
書
か
れ
た
段
階
が
あ
っ
た
、
と

い
う
意
味
で
は
な
い
。
作
者
の
発
想
上
の
初
期
段
階
の
概
念
上
の
構
想
と
し
て
、
ま
ず
は
「
漢
才
」
に
関
す
る
部
分
が
大
き
な
主
題
と
し

て
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
を
想
定
し
て
み
る
た
め
の
試
行
的
材
料
と
し
て
提
示
す
る
も
の
で
あ
る
。
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六
六

5
│
2　
『
篁
物
語
』
の
本
文
構
成
概
説

　

5
│
3
に
て
示
す
『
篁
』
の
本
文
構
成
の
前
置
き
と
し
て
、
ど
の
よ
う
に
し
て
全
2
部
│
8
章
│
23
段
構
成
を
把
握
し
た
か
、
簡
略
に

概
説
し
て
お
く
こ
と
に
す
る
。

　

い
わ
ゆ
る
前
半
・
後
半
な
い
し
第
1
部
・
第
2
部
と
も
呼
ば
れ
て
き
た
2
部
構
成
を
踏
襲
し
（
本
稿
で
は
、
第
Ⅰ
部
、
第
Ⅱ
部
と
表
記

す
る
）、
ま
た
、
菊
田
（1964

）
な
ど
に
お
け
る
、
第
1
部
を
5
段
、
第
2
部
を
3
段
と
す
る
構
成
も
踏
襲
し
つ
つ
、
さ
ら
に
そ
の
下
位

区
分
を
次
の
よ
う
に
23
段
ま
で
立
て
た
。

　

こ
の
下
位
区
分
23
段
（
段
落
）
と
い
う
の
は
、
細
か
い
よ
う
で
あ
る
が
、
今
回
、
2
章
「
本
文
冒
頭
部
分
で
の
物
語
設
定
表
現
」
に
関

し
て
引
用
す
る
こ
と
に
な
っ
た
西
田
禎
元
（1974

）「
篁
物
語
に
つ
い
て
の
試
論
」
を
改
め
て
み
て
み
る
と
、
そ
の
「
三
」
章
に
お
い
て
、

「
構
成
論
、
構
造
論
延
い
て
は
構
想
論
に
も
関
わ
る
も
の
で
あ
る
が
、」
と
し
て
、
構
成
図
が
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
そ
こ
で

は
、
従
来
の
「
二
部
構
成
八
段
説
に
従
い
、
二
部
八
章
と
名
付
け
」
と
し
て
、「
更
に
細
か
い
段
（
話
の
ま
と
ま
り
）
を
見
て
い
く
こ
と

に
す
る
。」
と
し
て
、
計
23
の
「
段
」「
部
分
」
を
、
他
説
と
の
対
比
も
併
記
し
た
か
た
ち
で
の
箇
条
書
き
的
一
覧
に
て
提
示
し
て
い
る
。

計
23
段
と
す
る
数
の
点
で
は
、
安
部
（2020.3

）
で
の
解
釈
と
同
じ
で
あ
る
点
は
興
味
深
い
が
、
23
段
の
切
れ
目
は
い
く
つ
か
異
な
っ
て

い
る
よ
う
で
あ
る
（
比
較
の
詳
細
は
後
日
に
譲
る
）。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
23
段
と
い
う
多
め
の
区
分
を
試
み
た
論
は
お
そ
ら
く
拙
論
以
外

に
は
、
西
田
氏
し
か
な
い
と
思
わ
れ
、
か
な
り
の
箇
所
が
一
致
し
て
い
る
点
で
も
注
目
さ
れ
る
。
拙
論
の
23
段
は
細
か
す
ぎ
る
と
思
わ
れ

る
向
き
も
あ
っ
た
ろ
う
が
、
同
じ
よ
う
な
解
釈
が
な
さ
れ
て
い
る
と
い
う
点
に
お
い
て
、
わ
れ
わ
れ
の
よ
う
な
解
釈
に
対
す
る
一
定
の
妥

当
性
を
示
し
た
と
言
え
よ
う
か
。
相
違
点
は
改
め
て
検
討
し
た
い
と
思
う
。

　

さ
て
、
改
め
て
言
え
ば
、
拙
論
で
も
、
2
部
│
8
章
│
23
段
構
成
と
し
て
以
下
の
よ
う
に
区
分
し
て
み
た
。
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六
七

　

■
部
│
│
2
部
構
成
（
第
Ⅰ
部
・
第
Ⅱ
部
）、

　

◆
章
│
│
8
章
構
成
（
第
Ⅰ
部
内
は
第
1
章
〜
第
5
章
の
5
章
構
成
、
第
Ⅱ
部
内
は
第
6
章
〜
第
8
章
の
3
章
構
成
）

　

○
段
│
│
23
段
構
成
（
各
章
内
を
さ
ら
に
下
位
に
細
分
し
て
次
の
よ
う
に
23
段
と
し
た
。）

　
　
　
　
　

第
1
章
＝
4
段
、
第
2
章
＝
5
段
、
第
3
章
＝
2
段
、
第
4
章
＝
4
段
、
第
5
章
＝
1
段

　
　
　
　
　

第
6
章
＝
3
段
、
第
7
章
＝
2
段
、
第
8
章
＝
2
段

　

こ
の
下
位
区
分
の
段
（
章
段
的
な
側
面
も
も
つ
）
の
設
定
の
大
き
な
目
安
と
し
て
は
、
ま
ず
は
、
次
の
2
つ
の
観
点
で
の
相
違
が
重
視

さ
れ
た
。

（
1
）　  

贈
答
歌
（
単
独
歌
の
場
合
も
あ
る
が
、
3
首
・
5
首
に
よ
る
場
合
も
含
む
）
を
物
語
の
個
々
の
一
場
面
の
結
び
（
終
り
）
部
分

に
据
え
て
構
成
さ
れ
て
い
る
場
面
（
段
落
）

（
2
）　  

会
話
・
発
話
を
中
心
と
し
て
展
開
さ
れ
て
い
る
場
面
（
段
落
）、
な
い
し
、
説
話
の
展
開
部
（
例
え
ば
、
冒
頭
部
や
終
結
部
、

ま
た
、
場
面
転
換
部
）
な
ど
で
い
わ
ゆ
る
「
地
の
文
」
を
中
心
に
し
て
記
述
さ
れ
て
い
る
部
分

　

こ
の
2
点
に
よ
っ
て
文
章
が
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
こ
と
が
見
て
と
れ
る
。
そ
れ
ら
は
外
形
上
・
表
面
上
（
和
歌
、
会
話
、
地
の
文
な

ど
見
た
目
で
の
区
別
）
で
も
把
握
さ
れ
る
特
徴
で
も
あ
る
が
、
実
質
的
に
は
、
物
語
の
場
面
な
ど
内
容
と
極
め
て
よ
く
連
動
し
て
い
る
も

の
で
あ
っ
た
。

　

ま
た
、
段
の
う
ち
、（
1
）
の
特
に
和
歌
・
贈
答
歌
が
あ
る
章
段
は
、
い
わ
ゆ
る
「
歌
物
語
」（『
伊
勢
物
語
』
他
）
に
お
け
る
歌
を
中
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六
八

心
と
し
て
構
成
さ
れ
た
文
章
と
ほ
と
ん
ど
類
似
な
い
し
近
似
す
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
り
、
き
わ
め
て
「
歌
物
語
」
的
段
落

と
見
る
こ
と
が
で
き
る
（
も
ち
ろ
ん
物
語
と
し
て
前
後
と
連
続
す
る
段
も
あ
る
が
、
独
立
し
て
読
め
る
部
分
や
、
例
え
ば
、
登
場
人
物
を

「
男
」
や
「
女
」
な
ど
に
置
き
換
え
る
と
ほ
と
ん
ど
独
立
し
た
も
の
と
し
て
も
読
み
得
る
よ
う
な
部
分
も
多
い
）。
な
お
、
こ
れ
ら
の
よ
う

な
「
和
歌
中
心
・
会
話
中
心
」
と
い
う
観
点
に
着
目
し
た
説
明
は
、
西
田
氏
に
は
見
ら
れ
ず
、
む
し
ろ
主
に
ス
ト
ー
リ
ー
展
開
に
従
っ
た

解
釈
か
と
見
ら
れ
る
。

　

な
お
、
大
区
分
に
お
け
る
二
部
構
成
、
お
よ
び
、
中
位
区
分
に
お
け
る
8
分
類
ま
で
は
、
こ
の
「
2
部
│
8
章
」
分
類
を
取
る
先
行
研

究
の
立
場
と
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
（
大
区
分
を
3
部
立
て
と
す
る
論
（
例
え
ば
、
山
口
博
（1967

）
な
ど
も
あ
る
が
、
他
説
な
ど
の
紹
介
は

機
会
を
改
め
る
）。

　

段
と
し
た
下
位
区
分
は
、
こ
れ
ま
で
の
拙
稿
で
の
分
析
（
特
に
、
安
部
の
2 

0 

1 

8
年
で
の
3
論
文
）
を
踏
ま
え
、
さ
ら
に
下
記
の
よ

う
な
観
点
か
ら
の
考
察
を
踏
ま
え
て
い
る
。
そ
の
下
位
区
分
の
基
準
と
さ
ら
に
詳
し
い
個
別
部
分
の
具
体
的
解
説
は
、
今
後
も
個
別
に
補

っ
て
解
説
し
て
い
く
予
定
で
あ
る
。

　

◆
下
位
区
分
に
お
い
て
重
視
し
た
諸
観
点
（
安
部
（2019.3

）
に
よ
り
一
部
追
記
（
傍
線
部
））

○
和
歌
（
贈
答
歌
）
の
関
連
と
配
置
（
三
浦
則
子2000
ほ
か
）

○
会
話
・
発
話
の
連
続
（
会
話
中
心
で
の
展
開
等
と
し
て
い
く
つ
か
の
先
行
研
究
が
指
摘
）

○
語
彙
・
語
法
の
時
代
的
新
旧
（
安
部1996

）

○
係
り
助
詞
（
安
部2018.6

に
て
先
行
研
究
も
紹
介
）

○
人
物
呼
称
（
安
部2018.5

、
安
部2019.3

、
先
行
研
究
で
も
注
目
）

○
接
続
詞
・
接
続
助
詞
・
接
続
表
現
（
複
数
の
先
行
研
究
が
指
摘
）（
本
稿
で
の
「
か
く
」
の
解
釈
）
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九

○
指
示
代
名
詞
（
い
く
つ
か
の
先
行
研
究
が
指
摘
。「
例
の
」
等
も
含
む
。）（
本
稿
で
の
「
か
く
」
の
解
釈
）

○
時
節
・
日
時
等
の
明
記
（
安
部2018.5

）

○
会
話
直
前
の
話
者
提
示
形
式
（
第
Ⅱ
部
で
は
、
会
話
の
直
前
に
人
物
名
称
の
み
「
大
臣
殿
」「
妻
」「
男
」
と
記
載
さ
れ
て
い
る
が
、

そ
の
よ
う
な
記
載
は
第
Ⅰ
部
に
は
皆
無
で
あ
る
。
な
お
『
宇
津
保
物
語
』
で
は
こ
の
明
示
法
に
、
巻
に
よ
る
変
遷
が
あ
る
。
＝
本

稿
で
の
追
記
）

○
典
拠
（
出
典
、
依
拠
等
）
の
作
品
の
有
無
（
安
部2018.5

）

○
主
題
関
連
語
彙
の
有
無
（
安
部2018.5

）
ほ
か
。

○
同
一
語
句
・
類
似
表
現
等
の
繰
り
返
し
と
そ
の
位
置
（
安
部2018.5

・
安
部2019.3

予
定
稿
）・
ほ
か

5
│
3　
『
篁
物
語
』
の
「
漢
才
」
主
題
の
章
段

　

こ
の
節
で
は
、『
篁
物
語
』
の
本
文
を
、
具
体
的
に
2
部
（
■
マ
ー
ク
）、
8
章
（
◆
マ
ー
ク
）、
23
段
（
○
マ
ー
ク
）
に
区
分
し
て
提

示
す
る
。
安
部
（2019.3b

）
に
て
提
示
し
た
も
の
を
踏
襲
し
、
Ａ
「
漢
才
」
主
題
部
分
を
残
し
て
、
他
の
段
は
そ
の
位
置
付
け
に
応
じ

て
（
安
部
（2019.3b

））
小
文
字
な
い
し
文
字
下
げ
で
示
し
、
ま
た
、
一
部
は
記
号
な
ど
を
よ
り
理
解
し
や
す
い
よ
う
変
更
な
い
し
補
筆

し
た
。（
再
度
、
念
の
た
め
に
付
言
し
て
お
け
ば
、
本
作
品
を
、
他
の
「
歌
物
語
」
と
同
じ
よ
う
に
し
て
章
段
分
け
す
べ
き
で
あ
る
と
い

う
意
図
で
は
な
い
。
こ
の
作
品
の
作
り
手
の
意
図
と
作
品
の
構
成
や
文
章
表
現
を
よ
り
理
解
す
る
た
め
の
、
比
喩
的
に
言
え
ば
、
い
わ
ば

展
開
図
、
見
取
り
図
の
よ
う
な
も
の
と
言
え
よ
う
。）

　
『
篁
』
の
本
文
は
、
日
本
古
典
文
学
大
系
本
（
影
考
館
本
の
甲
本
）
を
も
と
と
し
、
便
宜
的
に
漢
字
・
ル
ビ
ほ
か
表
記
等
を
改
め
た
個

所
が
あ
る
。
補
助
記
号
の
凡
例
は
下
記
の
通
り
で
あ
る
。
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七
〇

補
助
記
号　

凡
例　

「　

」
＝
発
話
・
会
話
部
分
。

『　

』
＝
心
話
（
心
内
語
）
部
分
。

　

＝
消
息
部
分
（
そ
の
中
に
和
歌
を
挟
む
場
合
も
あ
る
）

《
和
歌
》
＝
和
歌
の
部
分
を
示
す
。

四
角
の
枠
付
け
語
句
＝
こ
の
・
さ
て
・
か
く
・
れ
い
等
。
段
落
・
場
面
の
切
り
替
え
部
分
の
冒
頭
に
現
れ
る
指
示
詞
・
接
続
詞
等

お
よ
び
段
落
・
場
面
の
終
り
近
く
の
一
文
に
現
れ
る
表
現
等
を
囲
み
枠
で
示
し
た
。
他
の
例
＝
そ
の
、
〜
ば
、
か
か
る
等
。

【　

】
＝
本
稿
執
筆
者
注
記
部
分
（
発
話
・
心
話
の
主
体
、
表
記
ほ
か
補
注
な
ど
）。

段
番
号
の
あ
と
の
記
載
1
「
場
面
名
」
＝
各
章
段
毎
に
仮
に
場
面
名
を
付
け
た
（
例
、「
師
走
の
月
夜
」）。

段
番
号
の
あ
と
の
記
載
2
【
贈
答
／
発
話
・
心
話
】
＝
歌
が
中
心
の
章
段
で
は
歌
数
を
示
し
た
（
贈
答
歌
で
あ
れ
ば
贈
答
と
し
た
）。

会
話
・
心
話
を
中
心
と
し
た
展
開
の
章
段
で
は
【
会
話
・
心
話
で
の
展
開
】
と
示
し
た
。

和
歌
の
傍
線
部
＝
贈
答
歌
で
は
、
相
互
に
、
同
語
・
同
義
語
・
類
義
語
、
縁
語
、
類
似
す
る
表
現
な
ど
が
使
用
さ
れ
、
そ
れ
ら
が
密

接
な
関
係
を
も
つ
和
歌
で
あ
る
こ
と
が
明
確
に
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
関
連
表
現
に
傍
線
を
付
し
た
。
い
く
つ
か
の
先

行
研
究
で
既
に
言
及
が
あ
り
、
三
浦
（2000

）
で
は
第
Ⅰ
部
の
和
歌
の
み
を
対
象
に
し
て
詳
し
く
考
察
さ
れ
て
い
る
。
三
浦

（2000

）
を
参
考
と
し
つ
つ
も
傍
線
語
彙
は
加
除
し
、
和
歌
の
組
合
せ
の
切
れ
目
も
三
浦
に
従
わ
な
か
っ
た
箇
所
が
あ
る
。

な
お
、
贈
答
形
式
に
な
っ
て
い
な
い
も
の
で
も
そ
の
よ
う
な
語
彙
の
関
連
が
認
め
ら
れ
る
前
後
の
和
歌
が
あ
り
（
井
野
葉
子

（2011

）
が
指
摘
す
る
3
首
）、
ま
た
、
同
語
・
類
義
語
が
無
い
場
合
で
も
既
存
の
和
歌
を
媒
介
と
し
て
、
あ
る
い
は
縁
語
の
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七
一

連
環
に
よ
っ
て
つ
な
が
っ
て
い
る
和
歌
（
三
浦
（2000

）
に
解
説
あ
り
）
も
あ
る
。

太
線
部
＝
十
四
段
〜
十
六
段
の
太
線
の
「
泣
く
・
涙
」
の
語
彙
と
表
現
は
、『
古
今
和
歌
集
』
八
二
九
番
歌
と
の
関
連
が
強
い
部
分

を
示
す
（
安
部
（2019.3

予
定
稿
）
参
照
）。

空
の
行
＝
ひ
と
つ
の
章
段
の
中
で
も
、
場
面
展
開
や
内
容
上
、
あ
る
い
は
、
文
章
構
成
上
（
例
え
ば
、
地
の
文
か
ら
会
話
中
心
の
文

章
へ
と
展
開
す
る
等
）、
小
さ
な
区
切
り
が
認
め
ら
れ
る
箇
所
は
空
行
を
挿
入
し
た
。

「『
篁
物
語
』
文
章
構
成
に
お
け
る
「
漢
才
」
主
題
の
章
段
（
試
案
）」

■
第
Ⅰ
部

　

◆
第
一
章

〇　

一
段　
（
序
段
）　　
【
会
話
・
心
話
で
の
展
開
】

　

親お
や

の
、
い
と
よ
く
か
し
づ
き
け
る
、
人
の
む
す
め
、
あ
り
け
り
。

　

女
の
す
る
ざ
え
【
才
】
の
か
ぎ
り
し
つ
く
し
て
、
今い

ま

は

『
書ふ

み

【
書
物
・
漢
文
】
読
ま
せ
ん
』【
親
】

と
て
、

『
博は

か
せ士

に
は
む
つ
ま
じ
か
ら
ん
人
を
せ
ん
』【
親
】

と
て
、
異

【
こ
と
は
ら
】

腹
の
子こ

の
、
大
学
の
衆し

う

に
て
あ
り
け
り
、
異
腹
な
り
け
れ
ば
、
う
と
く
て
、
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七
二

「
あ
ひ
見
ず
」【
妹
】

な
ど
あ
り
け
れ
ど
、

「
知し

ら
ぬ
人
よ
り
は
」【
親
】

と
て
、
す
だ
れ
越
し
に
、
几
帳
た
て
て
ぞ
、
読
ま
せ
け
る
。

〇　

二
段　
（「
妹
の
家
庭
教
師
」）　

贈
答　

5
首

　

こ
の
男
、
い
と
お
か
し
き
さ
ま
を
見
て
、
す
こ
し
馴
れ
ゆ
く
ま
ゝ
に
、
顏
を
見
え
物
語
な
ど
も
し
て
、
文
の
て
【
点
カ
】
と
い
ふ
も

の
を
取
ら
せ
た
り
け
る
を
、
見
れ
ば
、
か
く
ひ
ち
【
角
筆
】
し
て
、
一
首
を
な
ん
、
書
き
た
り
け
る
。

　

《
和
歌
》【
篁
】
な
か
に
ゆ
く
吉
野
の
河
は
あ
せ
な
な
ん
妹
背
の
山
を
越
ゑ
て
見
る
べ
く　

と
あ
り
け
れ
ば
、

『
か
ゝ
り
け
る
』【
妹
】

と
心
づ
か
い
し
け
れ
ど
、

『
な
さ
け
な
く
や
は
』【
妹
】

と
て
、

　
《
和
歌
》【
妹
】
妹
背
山
か
げ
だ
に
見
え
で
や
み
ぬ
べ
く
吉
野
の
河
は
濁
れ
と
ぞ
思
ふ

ま
た
、
男
、

　
《
和
歌
》【
篁
】
濁
る
瀬
は
し
ば
し
ば
か
り
ぞ
水
し
あ
ら
ば
澄
み
な
む
と
こ
そ
頼
み
渡
ら
め

女
、
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七
三

　
《
和
歌
》【
妹
】
淵
瀬
を
ば
い
か
に
知
り
て
か
渡
ら
む
と
心
を
先
に
人
の
言
ふ
ら
ん

男
、

　
《
和
歌
》【
篁
】
身
の
な
ら
む
淵
瀬
も
知
ら
ず
妹
背
川
降
り
立
ち
ぬ
べ
き
こ
ゝ
ち
の
み
し
て

か
く
言
ふ
程
に
、
人
に
く
か
ら
ぬ
世
な
れ
ば
、
い
と
け
う
と
く
な
か
り
け
り
。

〇　

三
段　
（「
師
走
の
月
夜
」）　

贈
答　

2
首

　

師
走
の
も
ち
ご
ろ
、
月
い
と
あ
か
き
に
、
物
語
し
け
る
を
、
人
見
て
、

　
「
誰
ぞ
。
あ
な
、
す
さ
ま
じ
。
師
走
の
月
夜
と
も
あ
る
か
な
」

と
言
ひ
け
れ
ば
、

　
《
和
歌
》【
篁
】
春
を
待
つ
冬
の
か
ぎ
り
と
思
ふ
に
は
か
の
月
し
も
ぞ
あ
は
れ
な
り
け
る

返
し
、

　
《
和
歌
》【
妹
】
年
を
へ
て
思
ふ
も
あ
か
じ
こ
の
月
は
み
そ
か
の
人
や
あ
は
れ
と
思
は
む　
【
一
説
＝
詠
み
手
「
人
」】

か
く
言
ふ
程
に
、
夜
ふ
け
に
け
れ
ば
、

「
人
う
た
て
見
ん
も
の
」【
妹
】

と
て
、
入
り
に
け
り
。

男
は
、
曹
司
に
と
み
に
も
入
ら
で
、
う
そ
ぶ
き
あ
り
き
け
り
。

〇　

四
段　
（「
せ
う
と
の
懸
想
」）　

贈
答　

3
首

　

さ
て
、
あ
し
た
に
、
久
し
く
書
読
ま
せ
ざ
り
け
れ
ば
、

父
ぬ
し
、「
あ
や
し
く
篁
が
見
え
ぬ
か
な
」【
父
主
】
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七
四

と
言
ひ
て
、
呼
び
に
や
る
に
、
男
来
て
、
れ
い
の
、
書
か
き
集
め
て
教
へ
け
る
ま
ゝ
に
な
ん
、
こ
の
女
の
み
心
に
入
り
て
、
ひ
が
ご
と
を

の
み
な
む
、
し
け
る
。
か
う
教
ふ
る
中
に
、
か
く
ひ
ち
【
角
筆
】
し
て
、

　
【
消
息
】【
篁
】
か
や
う
、
初
の
【
物
の
】
書
は
、
ひ
が
ご
と
つ
か
う
ま
つ
る
ら
ん
。
こ
の
ご
ろ
は
、
物
覚
え
ず
ぞ
や
。

　
《
和
歌
》【
篁
】
君
を
の
み
思
ふ
心
は
忘
ら
れ
ず
契
し
こ
と
も
ま
ど
ふ
心
か　

返
し
、

　
《
和
歌
》【
妹
】
博
士
と
は
い
か
ゞ
頼
ま
む
人
知
れ
ず
も
の
忘
れ
す
る
人
の
心
を

又
、
男
、

　
《
和
歌
》【
篁
】
読
み
聞
き
て
よ
ろ
づ
の
書
は
忘
る
と
も
君
ひ
と
り
を
ば
思
ひ
も
た
ら
ん

か
く
て
、
こ
の
男
は
、
て
ふ
く
み
【
手
文
？
】
を
ぞ
、
常
に
作
り
か
へ
け
る
。

◆
第
二
章

　

〇　

五
段　
（「
如
月
初
午
稻
荷
詣　

1
」）　
（「
兵
衛
佐
横
恋
慕
譚
」
の
序
段
、
以
下
、
第
九
段
ま
で
「
兵
衛
佐
」
の
段
）

　

さ
て
、
こ
の
女
、
願
あ
り
て
、
如
月
の
初
午
に
、
稻
荷
に
詣
り
け
り
。

　

供
に
、
人
多
く
も
あ
ら
で
、
お
と
な
二
人
・
童
二
人
ぞ
、
あ
り
け
る
。
お
と
な
は
い
ろ
〳
〵
の
袿
、
二
人
は
同
じ
色
を
な
ん
、
着
た
り
け
る
。

君
は
、
綾
の
か
い
練
り
の
単
が
さ
ね
、
唐
の
う
す
も
の
の
桜
色
の
細
長
着
て
、
花
染
め
の
綾
の
細
長
を
り
て
ぞ
、
着
た
り
け
る
。
髮
は
う
る
は

し
く
て
、
た
け
に
一
尺
ば
か
り
あ
ま
り
て
、
頭
つ
き
い
と
清
げ
に
て
、
顏
も
あ
や
し
く
世
人
に
は
似
ず
、
め
で
た
く
な
ん
あ
り
け
る
。
男
の
童

三
四
人
、
さ
て
は
、
こ
の
兄せ

う
とと

ぞ
、
あ
り
け
る
。
ま
せ
に
は
あ
ら
ね
ど
、
先
立
ち
を
く
れ
て
来
け
る
。

　

詣
で
ざ
ま
に
困
じ
に
け
れ
ば
、
兄
い
と
お
か
し
が
り
て
、

「
篁
に
か
ゝ
り
給
へ
」【
篁
】
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七
五

と
て
寄
り
け
れ
ば
、

「
い
で
、
い
な
〳
〵
」【
妹
】

と
言
ひ
て
、
道
中
に
去
に
け
り
。

　

〇　

六
段　
（「
如
月
初
午
稻
荷
詣　

1
」（
兵
衛
佐
と
の
和
歌
の
贈
答
）」　

贈
答　

2
首

　

さ
る
程
に
、
兵
衞
佐
ば
か
り
の
人
、
か
た
ち
清
げ
に
て
年
廿
ば
か
り
な
り
け
る
が
、
詣
で
あ
ひ
て
、
か
へ
さ
に
、
女
の
道
に
ゐ
た
る
、

「
あ
な
、
く
る
し
。
か
く
て
や
は
、
出
で
立
ち
給
へ
る
」【
佐
】

も
の
嫉
み
し
て
、
男
【
兵
衛
佐
】
申
に
、

「
か
し
は
車
作
り
て
、
こ
の
わ
た
り
な
る
木
さ
き
の
屛
に
す
へ
奉
ら
ん
。
女
の
身
に
は
大
王
、
み
か
ど
に
は
誰
を
か
を
と
」【
佐
】

と
言
ふ
程
に
暮
れ
ぬ
れ
ば
、【
兄
】
わ
り
ご
さ
が
し
て
食
は
せ
ん
と
す
る
に
、
こ
の
佐
を
や
り
す
ぐ
す
。
こ
の
男
、
休
む
や
う
に
て
、
降
り
て
、

　
《
和
歌
》【
佐
】
人
知
れ
ぬ
心
た
ゞ
す
の
神
な
ら
ば
思
ふ
心
を
そ
ら
に
知
ら
な
ん

返
し
、

　
《
和
歌
》【
妹
】
社
に
も
あ
だ
き
ね
す
ゑ
ぬ
石
神
は
知
る
こ
と
難
し
人
の
心
を

ま
た
も
お
こ
せ
け
れ
ど
、
こ
の
兄
、
い
そ
が
し
て
、
車
に
乗
せ
て
、
ゐ
て
去
ぬ
。

　

〇　

七
段　
（「
兵
衛
佐
の
懸
想
文
と
和
歌
の
贈
答
）」）　

贈
答　

3
首

　

こ
の
佐
、
人
を
つ
け
て
、

「
い
づ
く
に
か
、
率
て
去
ぬ
る
」【
佐
】

と
見
せ
け
れ
ば
、

「
そ
の
家
」【
人
＝
童
】

と
見
て
け
り
。
あ
し
た
に
、
文
あ
り
。

【
消
息
】【
佐
】
神
の
教
へ
給
し
か
ば
な
む
、
さ
し
て
奉
る
。
か
の
石
神
の
御
も
と
に
て
、
今
日
あ
ら
ば

文
を
【
女
が
】
取
り
入
れ
て
見
れ
ば
、
こ
の
兄
、
出
で
走
り
て
、



指
示
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カ
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篁
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安
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七
六

「
父
ぬ
し
聞
き
給
に
。
い
と
も
の
騷
が
し
う
。
こ
の
童
は
い
づ
く
か
ら
来
た
る
に
【
書
陵
部
本
「
来
た
る
ぞ
」】。
い
づ
れ
の
す
き
者
の
使
ひ
ぞ
」

【
篁
】

と
言
ひ
け
れ
ば
、

「
御
文
は
奉
ら
せ
つ
れ
ど
、
昨
日
い
ま
せ
し
ぬ
し
の
、『
い
づ
れ
の
使
ひ
ぞ
』【
兄
＝
篁
】
と
の
給
を
、
う
ち
か
ら
は
翁
び
た
る
声
に
て
、『
な
に

ご
と
ぞ
』【
親
＝
父
主
】
な
ど
の
給
つ
れ
ば
、
わ
づ
ら
は
し
さ
に
な
む
、
参
で
来
ぬ
る
」【
童
】

と
言
ひ
け
れ
ば
、

「
と
う
め
の
童
や
」【
佐
】

と
言
ひ
て
、
ま
た
の
あ
し
た
に
、

【
消
息
】【
佐
】
昨
日
の
御
返
。
た
び
〳
〵
、
い
と
お
ぼ
つ
か
な
し
。
こ
の
童
の
、
あ
と
は
か
な
く
て
参
で
来
に
し
か
ば
。

　
《
和
歌
》
あ
と
は
か
も
な
く
や
あ
り
に
し
濱
千
鳥
お
ぼ
つ
か
な
み
に
騷
ぐ
と
こ
ろ
か
【「
こ
ゝ
ろ
か
」】　

　

こ
の
兄
、
大
学
に
出
で
に
け
り
。
樋
洗
童
、
取
り
入
れ
て
奉
る
。
文
を
も
取
り
、

「
大
学
の
ぬ
し
も
ふ
み
つ
く
る
【
ぬ
し
も
ぞ
見
つ
く
る
】。
近
か
ら
ん
、
人
の
家
に
す
ゑ
よ
」【
妹
】

と
て
、

『
昨
日
も
見
し
か
ど
も
、
い
さ
や
』【
妹
】

　
《
和
歌
》【
妹
】
た
ま
ぼ
こ
の
道
交
ゐ
な
り
し
君
な
れ
ば
あ
と
は
か
も
な
く
な
る
と
知
ら
ず
や

見
て
、

『
ざ
れ
た
る
べ
き
人
か
な
。
う
た
て
、
ま
が
〳
〵
し
う
も
い
り
た
る
か
な
。
い
か
に
言
は
ま
し
』【
佐
】

と
思
ふ
。
時
【
時
の
】、
大
納
言
の
子
な
り
け
り
。

【
消
息
】【
佐
】
あ
と
は
か
も
な
し
と
、
誰
も
。
道
に
こ
そ
ゐ
給
へ
り
し
か
。

　
《
和
歌
》【
佐
】
し
ば
〳
〵
に
あ
と
は
か
な
し
と
言
ふ
こ
と
も
同
じ
道
に
は
又
も
あ
ひ
な
ん　

　

〇　

八
段　
（「
兵
衛
佐
の
消
息
と
篁
の
妨
害
」）　
【
会
話
・
心
話
で
の
展
開
】

　

ま
た
、
こ
れ
を
れ
い
の
童
、
も
て
来
た
り
。
兄せ

う
と、

道
に
さ
し
あ
ひ
て
、
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七
七

「
今
こ
れ
よ
り
」【
篁
】

と
言
ひ
て
、
や
り
て
け
り
。

「
か
く
」【
童
】

な
ど
言
へ
ば
、

「
れ
い
の
、
心
肝
も
な
き
童
か
な
。
先
に
け
し
き
あ
し
う
言
ひ
け
む
人
に
や
、
取
ら
す
べ
き
。
こ
の
稲
荷
に
て
、
ま
な
ら
ひ
も
の
し
げ
に
思
へ

り
し
者
ぞ
や
。
男
よ
り
の
も
の
ぞ
や
。
そ
も
そ
も
、
御
返
」【
佐
】

と
り
て
や
り
つ
。

『
御
返
り
に
く
し
』【
篁
】

と
思
ふ
も
の
ゝ
や
う
に
、
兄
、
出
で
あ
ひ
て
、

「
御
文
奉
り
給
人
は
、
夜
べ
男
に
ぬ
す
ま
れ
た
ま
ひ
し
か
ば
、
求
め
に
ゆ
く
を
。
も
し
、
こ
の
御
文
給
へ
る
人
と
も
知
ら
ず
。
う
ち
率
て
い
け
」

【
篁
】

と
言
ひ
け
れ
ば
、
し
り
へ
答
ゑ
に
答
へ
て
、
走
り
に
け
り
。

『
さ
も
あ
ら
ん
』【
佐
】

と
思
ひ
て
、
文
も
や
ら
ず
な
り
に
け
り
。
女
、
兄
の
は
か
り
た
る
と
は
知
ら
で
、

『
あ
や
し
う
を
と
づ
れ
ぬ
』【
妹
】

と
思
を
り
。

　

〇　

九
段　
（「
篁
・
妹
口
争
い
」）　
【
会
話
・
心
話
で
の
展
開
】

　

こ
の
兄
、
れ
い
の
ご
と
あ
る
な
り
。

「
道
あ
ひ
の
、
知
り
も
知
ら
ぬ
人
に
、
文
か
よ
は
し
懸
想
じ
給
、
人
の
御
心
こ
そ
あ
り
け
れ
。
か
の
人
は
、
御
妻
に
や
が
て
あ
は
せ
奉
ら
ん
。

仲
人
こ
そ
よ
か
ら
め
。
ゆ
る
さ
れ
た
ま
は
で
は
、
不
用
ぞ
」【
篁
】

な
ど
言
ひ
け
れ
ば
、

「
な
で
う
、
目
に
か
つ
か
ん
。
い
か
に
知
り
て
か
、
と
も
か
う
も
思
は
ん
」【
妹
】
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七
八

「
世
を
知
ら
ざ
ら
ん
人
は
、
さ
や
う
に
も
言
は
で
こ
そ
あ
ら
め
。
見
つ
か
ず
の
御
あ
り
さ
ま
や
。
心
う
し
と
。
思
は
ず
な
り
」【
篁
】

な
ど
言
へ
ば
、
妹
い
と
お
し
う
て
、

「
な
に
か
、
目
に
ち
か
ざ
ら
ん
人
を
、
し
ひ
も
見
給
へ
と
、
思
は
ん
」【
妹
】

と
て
、
入
り
に
け
り
。

　

◆
第
三
章

〇　

十
段　
（「
篁
・
妹
心
通
ひ
」）　

贈
答　

3
首

　

れ
い
の
書
読
み
に
、【
親
】『
内
侍
に
な
さ
ん
』
の
心
あ
り
て
、
親
は
【
娘
に
】
書
教
ふ
る
な
り
け
り
。

　

文
か
よ
は
し
に
は
し
ゝ
た
れ
ど
、
こ
の
兄せ

う
と、

心
を
ま
ど
は
し
て
、
思
ひ
出
で
ら
れ
け
り
。
男
、
言
ふ
や
う
、

「
か
く
思
ひ
出
で
ら
れ
、
か
ぎ
り
な
き
心
を
思
知
ら
ず
し
て
、
よ
そ
な
る
人
を
思
ひ
た
ま
へ
る
こ
そ
、
つ
ら
け
れ
。」【
篁
】

　
《
和
歌
》【
篁
】
目
に
近
く
見
る
か
い
も
な
く
思
ふ
と
も
心
を
ほ
か
に
や
ら
ば
つ
ら
し
な

と
言
ひ
け
れ
ば
、

「
人
の
御
心
も
知
ら
ず
や
。

　
《
和
歌
》【
妹
】
あ
は
れ
と
は
君
ば
か
り
を
ぞ
思
ふ
ら
ん
や
る
か
た
も
な
き
心
と
を
知
れ

思
ひ
く
さ
な
や
」【
妹
】

と
言
ひ
け
れ
ば
、【
篁
】
す
こ
し
心
ゆ
き
て
、

　
《
和
歌
》【
篁
】
い
と
ゞ
し
く
君
が
嘆
き
の
こ
が
る
れ
ば
や
ら
ぬ
思
ひ
も
燃
え
ま
さ
り
け
り

か
く
言
ひ
て
、
心
は
か
よ
ひ
け
れ
ど
、
親
に
も
つ
ゝ
み
、
人
に
も
さ
は
り
け
れ
ば
、
心
と
け
て
久
し
く
も
語
ら
は
ず
あ
り
。
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七
九

〇　

十
一
段　
（「
妹
懐
妊
」）　

贈
答　

2
首

　

さ
れ
ど
、
い
か
で
か
入
り
け
む
、
こ
の
妹
の
寝
た
る
と
こ
ろ
へ
入
り
に
け
り
。
い
と
し
の
び
て
、
ま
だ
夜
ぶ
か
く
、
出
で
に
け
り
。

た
ま
さ
か
に
、
這
い
入
り
〳
〵
た
り
け
れ
ど
、
あ
ふ
こ
と
は
難
か
り
け
り
。
常
に
向
か
ひ
ゐ
た
り
け
れ
ば
、
夜
は
あ
は
ず
。
中
〳
〵
に
心

は
そ
ら
に
て
、

『
い
か
に
せ
ん
』【
篁
】

と
思
ひ
嘆
き
て
、

《
和
歌
》【
篁
】
う
ち
と
け
ぬ
も
の
ゆ
へ
夢
を
見
て
覚
め
て
あ
か
ぬ
も
の
思
ふ
こ
ろ
に
も
あ
る
か
な

返
し
、

《
和
歌
》【
妹
】
い
を
寢
ず
は
夢
に
も
見
え
じ
を
あ
ふ
こ
と
の
嘆
く
〳
〵
も
あ
か
し
は
て
し
を

か
く
夢
の
ご
と
あ
る
人
は
、
は
ら
み
に
け
り
。
書
読
む
心
ち
も
な
し
。

◆
第
四
章

　

〇　

十
二
段　
（「
春
の
橘
」）　

贈
答　

2
首

　
「
れ
い
の
、
さ
は
り
せ
ず
」【
人
々
】

な
ど
、
う
た
て
あ
る
け
し
き
を
見
て
、
人
々
言
ふ
。

こ
の
兄せ

う
とも

、

『
い
と
を
し
』【
篁
】

と
見
て
、
春
の
こ
と
に
や
あ
り
け
ん
、
も
の
も
食
は
で
、
は
な
か
う
じ
・
橘
を
な
む
、
ね
が
ひ
け
る
。
知
ら
ぬ
程
は
、
親
求
め
て
食
は
せ
、
兄
、
大
学
の
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八
〇

あ
る
じ
す
る
に
、

『
み
な
取
ら
ま
ほ
し
』【
篁
】

と
思
ひ
け
れ
ど
、
二
三
ば
か
り
、
た
ゝ
み
紙
に
入
れ
て
、
取
ら
す
。

《
和
歌
》【
篁
】
あ
だ
に
散
る
花
橘
の
に
ほ
ひ
に
は
緑
の
衣き

ぬ

の
香
こ
そ
ま
さ
ら
め

【
消
息
】【
篁
】
こ
れ
を
き
こ
し
め
す
な
れ
ば
な
ん
。

返
事
に
、

【
消
息
】【
妹
】
御
ふ
と
こ
ろ
に
あ
り
け
れ
ば
な
ん
、

《
和
歌
》【
妹
】
似
た
り
と
や
花
橘
を
か
ぎ
つ
け
れ
ば
緑
の
香
さ
へ
う
つ
ら
ざ
り
け
り　

　
　
【
注　

右
の
贈
答
歌
の
場
面
を
次
段
の
「
か
か
る
」
で
受
け
て
い
る
】

〇　

十
三
段　
（「
妹
の
幽
閉
」）　

贈
答　

2
首

　

か
ゝ
る
こ
と
を
、
母
お
と
ゞ
聞
き
給
て
、
も
の
も
の
給
は
で
、
う
か
ゞ
ひ
た
ま
ひ
て
、
向
か
ひ
た
ま
ひ
た
り
け
る
を
、
手
を
取
り
て
、

引
き
も
て
ゆ
き
て
、
部
屋
に
こ
め
て
け
り
。
こ
れ
を
、
父
ぬ
し
聞
き
た
ま
ひ
て
、
の
ど
か
な
り
け
る
人
な
り
け
れ
ば
、

「
男
も
か
し
こ
き
者
に
て
、
女
お
さ
な
き
者
に
あ
ら
ず
。
さ
し
た
る
や
う
あ
ら
む
な
。
な
を
ゆ
る
し
た
ま
ひ
て
、
の
給
へ
」【
父
主
】

と
あ
り
け
れ
ば
、

「
お
の
が
身
を
思
ふ
と
て
、
の
給
に
」【
母
主
】

と
て
、
い
よ
〳
〵
鍵
の
穴
に
土
ぬ
り
て
、

「
大
学
の
ぬ
し
を
ば
、
家
の
中
に
な
入
れ
そ
」【
母
主
】

と
て
、
追
い
け
れ
ば
、
曹
司
に
こ
も
り
ゐ
て
、
泣
き
け
り
。
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八
一

　

妹
の
こ
も
り
た
る
所
に
い
き
て
見
れ
ば
、
か
べ
の
穴
い
さ
ゝ
か
あ
り
け
る
を
、
く
じ
り
て
、

「
こ
ゝ
も
と
に
寄
り
給
へ
」【
篁
】

と
呼
び
寄
せ
て
、
物
語
り
し
て
、
泣
き
お
り
て
、
出
で
な
ま
ほ
し
く
思
へ
ど
、
ま
だ
い
と
若
く
て
、
い
た
り
た
べ
き
人
も
な
く
、
わ
び
け

れ
ば
、
と
も
か
く
も
え
せ
で
、
い
と
い
み
じ
く
思
ひ
て
、
語
ら
ひ
を
る
程
に
、
夜
あ
け
ぬ
べ
し
。

男
、

《
和
歌
》【
篁
】
か
ず
な
ら
ば
か
ゝ
ら
ま
し
や
は
世
の
中
に
い
と
悲
し
き
は
し
づ
の
お
だ
ま
き

返
し
、

《
和
歌
》【
妹
】
い
さ
ゝ
め
に
つ
け
し
思
ひ
の
煙
こ
そ
身
を
う
き
雲
と
な
り
て
は
て
け
れ

と
言
ひ
て
、
泣
き
あ
へ
り
け
り
。

〇　

十
四
段　
（「
妹
の
悶
死
」）　

贈
答　

3
首

　

夜
あ
け
に
け
れ
ば
、
曹
司
に
帰
り
て
、
こ
の
女
食
ひ
つ
べ
き
や
に
、
も
の
を
て
か
へ
て
、
も
て
ゆ
か
ん
と
す
る
に
、
心
ま
ど
ひ
て
、

足
も
え
ふ
み
た
て
ず
。
も
の
覚
え
ざ
り
け
れ
ば
、
む
つ
ま
じ
く
使
ふ
雑
色
を
使
ひ
に
て
、

「
た
ゞ
今
心
ち
あ
し
く
て
、
え
参
り
来
ず
。
そ
の
程
こ
れ
す
き
給
へ
。
た
め
ら
ひ
て
、
参
ら
む
。」【
篁
】

　

女
、
穴
の
も
と
に
て
待
つ
に
、【
雑
色
が
】
か
く
言
ひ
た
れ
ば
、

《
和
歌
》【
妹
】
誰
が
た
め
と
思
ふ
命
の
あ
ら
ば
こ
そ
消
ぬ
べ
き
身
を
も
惜
し
み
と
ゞ
め
め

取
り
入
れ
ず
。
帰
り
て
、

「
か
く
な
む
」【
雑
色
】
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八
二

と
言
ひ
け
れ
ば
、
か
し
こ
く
し
て
、
ま
た
〳
〵
い
き
て
見
れ
ば
、
三
四
日
も
の
も
食
は
で
、
も
の
思
ひ
け
れ
ば
、
い
と
く
ち
お
し
く
息
も

せ
ず
。

「
い
か
ゞ
お
は
し
ま
す
」【
篁
】

と
言
ひ
け
れ
ば
、

《
和
歌
》【
妹
】
消
え
は
て
て
身
こ
そ
は
灰
に
な
り
は
て
め
夢
の
魂 

君
に
あ
ひ
そ
へ

返
し
、

《
和
歌
》【
篁
】
魂
は
身
を
も
か
す
め
ず
ほ
の
か
に
て
君
ま
じ
り
な
ば
な
に
に
か
は
せ
ん

と
て
、
よ
ろ
づ
の
こ
と
を
言
ひ
て
泣
け
ど
、
答
へ
せ
ず
な
り
に
け
れ
ば
、

「
死
ぬ
」【
篁
】

と
て
泣
き
騷
げ
ば
、
声
を
聞
き
て
、
と
【
解
き
】
あ
け
て
見
れ
ば
、
絶
へ
入
る
け
し
き
を
見
て
、
ま
ど
ゐ
出
て
、
ほ
か
の
家
に
去
に
け
り
。

　

親
出
で
て
の
ち
に
、
ゐ
で
、
率
て
入
り
て
、
見
れ
ば
、
死
に
て
臥
せ
り
。
泣
き
ま
ど
へ
ど
か
ひ
な
し
。

〇　

十
五
段　
（「
妹
の
招
魂
と
亡
霊
」）　

贈
答　

2
首

　

そ
の
日
の
よ
う
さ
り
、
火
を
ほ
の
か
に
か
き
あ
げ
て
、
泣
き
臥
せ
り
。
あ
と
の
か
た
、
そ
ゝ
め
き
け
り
。
火
を
消
ち
て
見
れ
ば
、
そ

ひ
臥
す
心
ち
し
け
り
。
死
に
し
妹
の
声
に
て
、
よ
ろ
ず
の
悲
し
き
こ
と
を
言
ひ
て
、
泣
く
声
も
言
ふ
と
も
、
た
ゞ
そ
れ
な
り
け
れ
ば
、
も

ろ
と
も
に
語
ら
ひ
て
、
泣
く
〳
〵
さ
ぐ
れ
ば
、
手
に
も
さ
は
ら
ず
、
手
に
だ
に
あ
ら
ず
。
ふ
と
こ
ろ
に
か
き
入
れ
て
、
わ
が
身
の
な
ら
ん

や
う
も
し
ず
、
臥
さ
ま
ほ
し
き
こ
と
か
ぎ
り
な
し
。

《
和
歌
》【
篁
】
泣
き
流
す 

涙
の
上
に
あ
り
し
に
も
さ
ら
ぬ
あ
は
の
山
か
へ
る
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女
、
返
し
、

《
和
歌
》【
妹
】
常
に
寄
る
し
ば
し
ば
か
り
は
泡
な
れ
ば
つ
い
に
溶
け
な
ん
こ
と
ぞ
悲
し
き

と
い
ふ
程
に
、
夜
の
あ
け
に
け
れ
ば
、
な
し
。

　

◆
第
五
章

〇　

十
六
段　

 （「
葬
送
・
招
魂
」・「
法
華
経
供
養
・
後
日
譚
」）
＝
第
Ⅰ
部
の
終
段
（
こ
の
段
の
前
半
の
み
前
段
か
ら
の
「
泣
く
・
涙
」

表
現
が
一
度
断
絶
し
、
か
つ
、「
男
」
だ
っ
た
呼
称
が
「
兵
衛
佐
横
恋
慕
譚
」
と
同
じ
「
せ
う
と
」
へ
と
再
び
変
化
す

る
。）

　

親
は
す
て
て
去
に
け
れ
ば
、
と
か
く
お
さ
む
る
こ
と
は
、
た
ゞ
、
こ
の
兄せ

う
とぞ

、
し
け
る
。

　

人
は
み
な
す
て
て
ゆ
き
に
け
れ
ば
、
た
ゞ
、
こ
の
兄
、
従
者
三
四
人
・
学
生
一
人
し
て
、
こ
の
女
を
死
に
け
る
屋
を
、
い
と
よ
く
は
ら
ひ
て
、

花
・
香
た
き
て
、
遠
き
所
に
、
火
を
と
も
し
て
ゐ
た
れ
ば
、
こ
の
魂
な
ん
、
夜
な
〳
〵
来
て
語
ら
ひ
け
る
。

　

三
七
日
は
、
い
と
あ
ざ
や
か
な
り
。

　

四
七
日
は
、
と
き
〴
〵
見
え
け
り
。

　

こ
の
男
、
涙
つ
き
せ
ず
泣
く
。
そ
の
涙
を
硯
の
水
に
て
、
法
花
経
を
書
き
て
、
比
叡
の
三
味
堂
に
て
、
七
日
の
わ
ざ
し
け
り
。

　

そ
の
人
【
妹
の
霊
】、
七
日
は
な
し
は
て
て
も
、
ほ
の
め
く
こ
と
絶
え
ざ
り
け
り
。

　

三
年
す
ぎ
て
は
、
夢
に
も
、
た
し
か
に
見
え
ざ
り
け
り
。
な
を
悲
し
か
り
け
れ
ば
、
初
め
の
ご
と
し
て
な
ん
、
ま
か
せ
た
り
け
る
。
妻

に
も
寄
ら
で
、
ひ
と
り
な
ん
、
あ
り
け
る
。
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■
第
Ⅱ
部

　

◆
第
六
章

〇　

十
七
段　
（「
漢
詩
献
呈
」）
＝
第
Ⅱ
部
の
「
序
段
」

　

時
の
右
大
臣
の
む
す
め
賜
へ
と
、
文
を
お
も
し
ろ
く
作
り
て
、
内
に
参
り
給
と
て
、
御
車
よ
り
と
り
た
ま
ふ
と
に
、
つ
い
ふ
る
ま
い
て
、

奉
れ
た
ぶ
に
、
取
り
て
見
た
ま
ひ
、

「
う
け
給
り
ぬ
。
今
。
家
に
ま
か
り
て
、
御
返
聞
え
ん
」【
右
大
臣
】

と
の
給
。
大
学
に
入
り
に
け
り
。　
【
3
例
目
の
「
入
り
に
け
り
。」
2
例
は
第
Ⅰ
部
。】

〇　

十
八
段　
（「
三
の
君
婚
姻
受
諾
」）　
【
会
話
・
心
話
で
の
展
開
】

　

殿
に
帰
り
て
、
御
女
三
人
お
は
し
け
り
。

　

大
君
に
、

「
し
か
〴
〵
の
こ
と
な
ん
、
あ
る
。
い
か
に
」【
右
大
臣
】

と
聞
え
給
へ
ば
、
怨
じ
て
、
泣
き
て
入
り
給
ぬ
。

　

中
君
、
同
じ
ご
と
聞
え
給
。

　

三
君
に
聞
え
た
ま
ふ
。

「
と
も
か
く
も
、
お
ほ
せ
ご
と
に
そ
、
従
は
め
」【
三
君
】

と
の
給
へ
ば
、
い
と
清
げ
に
寢
殿
作
り
て
、
よ
き
日
し
て
呼
び
給
。
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〇　

十
九
段　
（「
新
枕
と
三
日
の
儀
」）　
【
会
話
・
心
話
で
の
展
開
】

　

御
消
息
あ
り
け
れ
ば
、
い
と
悲
し
う
、
橡
の
、
や
れ
困
じ
た
る
着
て
、
し
り
ゐ
た
る
沓
は
き
て
、
ふ
く
め
る
、
文
の
ち
ゝ
取
り
て
、

来
に
け
り
。
帳
の
う
ち
に
入
り
て
、
ま
づ
、
こ
の
文
巻
を
奉
れ
ば
、
取
り
給
は
ね
ば
、
篁
さ
し
て
い
け
ば
、
こ
の
君
、
皮
の
帯
を
取
り
て
、

引
き
と
め
給
へ
ば
、
と
ま
り
た
ま
ひ
に
け
り
。
こ
れ
を
か
い
ま
み
て
、
父
お
と
ゞ
、
見
た
ま
ひ
て
、

「
い
と
か
し
こ
く
し
つ
」【
右
大
臣
】

と
喜
び
た
ま
ふ
。

「
出
で
て
去
な
ま
し
。
い
か
に
、
人
聞
き
、
や
さ
し
か
ら
ま
し
。
い
と
か
し
こ
き
こ
と
な
り
」【
右
大
臣
】

と
喜
び
た
ま
ふ
。

　

三
日
の
夜
、
い
と
い
か
め
し
う
て
待
ち
給
。
た
ゞ
童
ひ
と
り
ぞ
、
具
し
給
け
る
。

◆
第
七
章

　

〇　

二
十
段　
（「
亡
霊
譚　
（
続
）」）　

和
歌　

1
首

　

さ
て
、
こ
の
こ
ろ
、
妹
の
あ
り
し
屋
に
い
き
た
り
け
れ
ば
、
い
と
悲
し
か
り
け
れ
ば
、
寝
に
け
り
。
妹
、

《
和
歌
》【
妹
】
見
し
人
に
そ
れ
か
あ
ら
ぬ
か
お
ぼ
つ
か
な
も
の
忘
れ
せ
じ
と
思
ひ
し
も
の
を

と
言
ひ
け
れ
ば
、
か
の
殿
に
も
い
か
に
て
ぞ
、
泣
き
を
り
け
る
。

　

〇　

二
十
一
段　
（「
新
妻
と
の
問
答
」）　

贈
答　

2
首

　

久
し
う
【
男
】
来
ね
ば
、

大
臣
殿
、『
あ
や
し
』

と
思
し
た
り
け
り
。
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七
日
ば
か
り
あ
り
て
、【
男
】
来
た
り
。

「
な
ど
か
、
見
え
給
ざ
り
け
る
」【
右
大
臣
】

と
の
た
ま
へ
ば
、
す
な
を
な
り
け
る
人
に
て
、
こ
と
か
く
し
て
言
ひ
け
れ
ば
、

妻
、「
い
と
あ
る
べ
か
し
き
こ
と
に
て
、
あ
は
れ
の
こ
と
や
。
わ
が
た
め
に
も
、
さ
ら
ず
は
お
は
せ
め
、
わ
い
て
も
こ
そ
は
、
む
か
し
人
は
、

心
も
か
た
ち
も
、
さ
も
の
し
給
け
れ
ば
こ
そ
、
年
を
へ
て
、
え
忘
れ
が
た
く
し
給
ら
め
。
さ
る
人
を
見
た
ま
ひ
け
ん
に
、
言
ひ
知
ら
で
見
え
奉

る
よ
。
後
世
い
か
な
ら
ん
。

《
和
歌
》【
妻
】
あ
か
ず
し
て
す
ぎ
け
る
人
の
魂
に
生
け
る
心
を
見
せ
た
ま
ふ
ら
ん

あ
な
、
は
づ
か
し
」【
妻
】

と
の
給
に
、

男
、「
な
に
か
、
そ
れ
は
思
し
め
す
。
か
く
て
は
、
は
て
は
え
知
し
め
さ
じ
。
御
魂
の
あ
る
や
う
も
見
る
べ
く
、
こ
ゝ
ろ
み
に
さ
へ
、
な
り
給

は
ぬ
」【
篁
】

と
て
、

《
和
歌
》【
篁
】「
別
れ
な
ば
を
の
が
さ
ま
〴
〵
な
り
ぬ
と
も
お
ど
ろ
か
さ
ね
ば
あ
ら
じ
と
ぞ
思

出
で
て
ま
か
り
し
を
、
引
き
と
ゞ
め
て
、
今
日
ま
で
、
さ
ぶ
ら
は
せ
た
ま
ふ
。
う
る
さ
し
か
し
」

と
言
ひ
け
る
。

　

◆
第
八
章

〇　

二
十
二
段　
（「
篁
出
世
話
」・「
末
娘
致
福
譚
」
の
後
日
譚
）

　

こ
の
男
は
、
若
き
間
は
、
い
と
ね
ん
ご
ろ
に
あ
は
で
、
ほ
か
に
夜
が
れ
な
ど
も
し
け
り
。

　

な
り
出
で
て
、
宰
相
よ
り
も
上
に
な
り
に
け
り
。
こ
れ
な
ん
、
名
に
た
つ
篁
な
り
け
る
。
才
学
は
さ
う
に
も
い
は
ず
、
山
た
つ
る
【
う

た
つ
く
る
】
こ
と
も
え
た
り
顏
、
こ
の
国
人
に
は
、
た
ら
ず
ぞ
あ
り
け
る
。
こ
の
こ
ん
ま
う
の
ゝ
こ
て
【
こ
の
子
・
孫む

ま
ごの

子
ま
で
】、
か
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く
歌
よ
ま
ぬ
は
な
か
り
け
り
。

　

聞
き
た
ま
は
ざ
り
し
姉
二
所
は
、
い
と
わ
ろ
き
人
の
妻
に
て
、
こ
の
御
徳
を
見
給
け
る
。
い
と
よ
く
な
り
出
で
け
れ
ば
、
こ
の
三
君
を
、

ま
た
二
つ
な
く
も
て
か
し
づ
き
奉
る
。

〇　

二
十
三
段　
（「
回
顧
」
＝
学
生
評
と
新
旧
の
時
世
対
比
）
＝
第
Ⅱ
部
の
終
段

　

今
の
人
、
ま
さ
に
大
学
の
せ
う
を
、
む
こ
に
取
る
大
臣
も
あ
ら
む
や
。【
昔
の
人
は
】
た
ゞ
、
心
か
た
ち
・
才
お
と
り
【「
才
を
取

り
」】
給
な
る
べ
し
。

　

□
□
【
※
注
】
又
、
あ
ら
じ
か
し
、
□
／
か
や
う
に
思
ひ
て
、
文
作
る
人
は
。

　
　

※ 

注
＝
こ
の
最
末
尾
の
一
文
に
つ
い
て
は
、
水
戸
影
考
館
本
の
甲
本
・
乙
本
、
京
都
大
学
本
共
に
、
□
□
個
所
に
2
文
字
分
の
空
白

が
あ
る
。
ま
た
、／
で
の
改
行
位
置
の
直
前
に
は
、
ほ
か
の
改
行
部
分
（
和
歌
の
直
前
を
除
く
）
で
は
存
在
し
な
い
不
自
然
な
余

白
（
1
文
字
分
相
当
）
が
あ
る
。
さ
ら
に
2
つ
め
の
「
し
」
の
変
体
仮
名
の
字
母
「
新
」
は
『
篁
』
で
の
唯
一
の
「
新
」
使
用
で

あ
る
（
他
は
「
之
」
239
例
、「
志
」
4
例
の
み
）。
畢
竟
、
こ
の
最
末
尾
1
文
の
み
は
何
ら
か
の
後
の
段
階
で
の
追
記
の
蓋
然
性
が

高
い
（
安
部
（2021

）
参
照
）。
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6　

お
わ
り
に

　

本
稿
で
は
、
成
立
年
代
、
作
者
、
構
成
、
作
品
の
主
題
な
ど
に
関
し
て
定
説
を
見
な
い
『
篁
物
語
』
を
取
り
上
げ
、
冒
頭
で
の
物
語
設

定
表
現
、
指
示
代
名
詞
「
か
」
を
含
む
派
生
語
形
に
あ
た
る
「
か
」
系
語
彙
、
登
場
人
物
の
対
比
構
造
と
主
題
、「
漢
才
」
の
主
題
を
も

つ
段
（
章
段
）
に
よ
る
構
成
の
把
握
、
な
ど
の
問
題
に
取
り
組
ん
で
み
た
。

　

な
か
で
も
、「
か
」
系
語
彙
の
使
用
状
況
は
、
平
安
前
期
の
『
源
氏
』
以
前
で
も
特
に
九
百
年
代
後
半
の
特
徴
を
示
し
て
い
る
こ
と
、

ま
た
、
そ
の
特
有
の
使
用
方
法
に
は
、『
宇
津
保
物
語
』
と
の
近
似
性
が
認
め
ら
れ
た
点
は
、
興
味
深
い
問
題
と
思
わ
れ
る
。

　

ま
た
、
第
Ⅰ
部
の
女
性
（
妹
）
と
、
第
Ⅱ
部
の
女
性
（
妻
）
と
は
、
篁
と
の
関
係
に
お
い
て
、
そ
の
相
違
が
対
比
さ
れ
て
い
る
の
だ
と

把
握
し
直
す
と
、
従
来
の
よ
う
に
、
第
Ⅰ
部
と
第
Ⅱ
部
と
は
篁
が
主
人
公
で
は
あ
る
も
の
の
全
く
独
立
し
た
、
時
系
列
だ
け
前
後
す
る
だ

け
の
別
の
話
と
見
て
き
た
の
と
は
異
な
る
視
点
が
得
ら
れ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
視
点
か
ら
の
解
釈
に
と
っ
て
、
特
に
第
Ⅱ

部
の
右
大
臣
の
三
の
君
、
即
ち
、
妻
に
な
る
女
性
に
関
す
る
解
釈
で
は
、
中
村
祥
子
氏
の
「『
世
説
新
語
』
典
拠
説
」
を
踏
ま
え
た
解
釈

が
、
極
め
て
重
要
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
か
と
思
う
。
そ
の
説
を
さ
ら
に
十
二
分
に
咀
嚼
し
た
う
え
で
の
解
説
は
、
紙
幅

も
増
え
た
の
で
、
機
会
を
改
め
る
こ
と
に
し
た
い
。

注【
注
1
】
本
文
で
は
、
和
歌
の
直
後
の
「
か
く
」
に
ひ
と
ま
ず
焦
点
を
当
て
た
か
た
ち
で
ま
と
め
た
。
し
か
し
実
際
に
は
、
以
下
に
引
用
し
て
お
く
宮
田

京
子
（1992

）
や
井
上
博
嗣
（2001

）
の
指
摘
の
よ
う
に
、
高
橋
氏
、
糸
井
氏
の
指
摘
の
後
を
受
け
る
よ
う
に
し
て
、〝
和
歌
の
前
に
置
か
れ
る
和
歌
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を
導
く
「
か
く
」
系
類
語
句
〞
の
存
在
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
特
に
源
順
が
原
作
者
と
も
い
わ
れ
る
『
宇
津
保
物
語
』
が
多
く
、
つ
い
で

『
蜻
蛉
日
記
』『
大
和
物
語
』
に
多
い
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
和
歌
の
前
後
に
「
か
く
」
系
類
語
句
を
置
く
と
い
う
文
体
的
流
行
は
、
前
・
後
い
ず

れ
に
せ
よ
、
時
代
的
に
は
『
大
和
物
語
』『
宇
津
保
物
語
』『
蜻
蛉
日
記
』
の
時
代
が
ピ
ー
ク
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。『
篁
物
語
』
の
少
な
く
と
も

第
Ⅰ
部
（
の
前
半
）
に
お
け
る
贈
答
歌
の
直
後
の
「
か
く
」
の
連
続
と
い
う
顕
著
な
特
徴
は
、
お
そ
ら
く
こ
れ
ら
の
作
品
と
同
時
代
（
9 

5 

0
〜

9 

8 

0
年
前
後
）
の
文
体
的
特
徴
（
流
行
）
を
投
影
し
て
い
る
と
推
定
さ
れ
る
。

〇
「
後
に
来
る
和
歌
・
手
紙
を
導
く
も
の
の
場
合
（
中
略
）、
本
日
記
【
引
用
注
：
『
蜻
蛉
日
記
』】
で
は
決
し
て
「
歌
」
と
は
言
わ
ず
、
か
わ
り
に
、

「
か
く
」
と
い
う
指
示
語
を
頻
繁
に
用
い
て
い
る
。
数
量
の
面
か
ら
言
え
ば
、
全
二
六
三
首
の
歌
の
う
ち
、
四
〇
首
に
「
か
く
」
が
使
わ
れ
て
い

る
。【
中
略
】
以
後
の
日
記
文
学
の
中
で
、
次
に
来
る
和
歌
を
指
し
て
「
か
く
」
と
言
う
例
は
、
非
常
に
少
な
い
。【
中
略
】『
大
和
物
語
』
を
見

て
み
る
と
、
三
三
三
首
の
歌
に
、
三
十
三
回
「
か
く
」
が
使
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
が
、『
蜻
蛉
』
に
最
も
近
い
数
字
と
言
え
る
。」（
中
略
部
分
に

は
「
か
く
」
は
『
紫
式
部
日
記
』『
更
級
日
記
』『
讃
岐
典
侍
日
記
』
の　

日
記
に
て
皆
無
で
あ
る
こ
と
と
、『
和
泉
式
部
日
記
』
で
は
1 

4 

7
首

中
わ
ず
か
5
例
あ
る
こ
と
が
報
告
さ
れ
て
い
る
。）（
宮
田
京
子
（1992

）「『
蜻
蛉
日
記
』
の
「
か
く
」
類
語
句
に
つ
い
て
」

〇
「
こ
の
よ
う
に
次
に
述
べ
る
和
歌
（
少
々
の
語
句
を
伴
う
も
の
も
あ
る
）
を
「
か
く
」
と
前
も
っ
て
指
示
す
る
の
は
、「
う
つ
ほ
物
語
」
に
も
っ

と
も
多
く
、
つ
い
で
「
か
げ
ろ
ふ
日
記
」「
大
和
物
語
」
と
続
く
。（
後
略
）」
井
上
博
嗣
（2001

）「
中
古
に
於
け
る
指
示
副
詞
「
か
く
」
の
程
度

副
詞
・
陳
述
副
詞
化
に
つ
い
て
」

【
注
2
】
服
藤
早
苗
（1996

）
は
次
の
よ
う
に
、
異
性
を
求
め
て
初
午
の
稲
荷
詣
が
盛
ん
に
な
っ
た
の
は
10
世
紀
中
頃
か
ら
と
い
う
。「
十
世
紀
中
こ
ろ
か

ら
、
稲
荷
の
初
午
に
多
く
の
男
女
が
参
詣
し
、
し
か
も
、
近
藤
氏
や
拙
著
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
男
女
が
異
性
を
求
め
て
初
午
に
参
詣
し
、
賑
わ
っ
て

い
た
こ
と
は
、
多
く
の
史
料
が
の
こ
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
明
ら
か
に
な
る
。」（
服
藤
早
苗
（1996

））。

　
　

湯
浅
幸
代
（2009

）
は
、『
拾
遺
和
歌
集
』
や
『
蜻
蛉
日
記
』
な
ど
に
お
け
る
平
安
前
期
の
男
女
に
関
わ
る
稲
荷
詣
の
和
歌
を
あ
げ
て
、「『
篁
物
語
』

の
稲
荷
詣
で
の
展
開
は
、
こ
れ
ら
の
歌
を
下
敷
き
に
し
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。」（
湯
浅
幸
代
（2009

））
と
す
る
。
首
肯
さ
れ
る
。

　
　

中
村
祥
子
（2005.12

）
は
、
妹
の
稲
荷
詣
に
は
「『
出
会
い
』
と
『
願
の
成
就
』
が
仕
組
ま
れ
て
い
る
」
と
し
て
、
物
語
に
お
け
る
そ
の
意
味
を
考

え
る
必
要
が
あ
る
と
す
る
。「
こ
の
よ
う
な
稲
荷
の
属
性
を
み
る
と
、『
篁
物
語
』
に
お
い
て
「
さ
て
、
こ
の
女
、
願
あ
り
て
、
如
月
の
初
午
に
、
稲
荷

に
詣
り
け
り
」
と
記
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
、
稲
荷
に
あ
る
二
つ
の
要
素
、「
出
会
い
」
と
「
願
の
成
就
」
が
仕
組
ま
れ
て
い
る
と
強
く
意
識
し
て
読
む
必

要
が
あ
る
だ
ろ
う
。」（
中
村
祥
子
（2005.12

））

3
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九
〇

　
　

詳
し
く
は
別
稿
を
期
す
る
が
、
調
査
し
た
と
こ
ろ
、
稲
荷
詣
と
男
女
恋
愛
を
詠
ん
だ
歌
人
達
（
＊
）
の
和
歌
の
年
代
は
集
中
的
に
九
百
年
代
後
半
で

重
な
っ
て
い
る
。
か
つ
、『
後
撰
和
歌
集
』
に
は
稲
荷
の
詠
歌
が
な
い
の
で
そ
の
天
暦
末
頃
以
降
で
、
か
つ
『
拾
遺
和
歌
集
』（　

首
採
録
）
以
前
の
時

代
が
、
そ
の
よ
う
な
和
歌
が
好
ま
れ
盛
ん
に
詠
ま
れ
た
流
行
期
と
推
定
さ
れ
る
。

＊
〇
平
貞
文
（
平
中
、
？
〜923

）、
〇
紀
貫
之
（872

頃
〜945

頃
）、
〇
元
良
親
王
（890-943

）、
〇
藤
原
伊
尹
（924

〜972

）『
一
条
摂
政
御
集
』、

〇
大
中
臣
能
宣
（921

〜991

）、
〇
道
綱
母
（936

？
〜995

）、
〇
藤
原
為
頼
（939

〜998

）『
為
頼
集
』、
〇
藤
原
元
真
（935

加
賀
掾
、966

丹

波
介
、960
前
後
活
躍
歌
人
）
〇
曽
禰
好
忠
（
延
長923

頃
〜
長
保1003

頃
）『
曽
丹
集
』、
〇
藤
原
長
能
（949

〜1009

以
降
）
の
時
代
。

　
　
『
篁
物
語
』
の
稲
荷
詣
と
妹
と
兵
衛
佐
と
の
贈
答
歌
の
設
定
は
、
こ
の
よ
う
な
時
代
を
背
景
と
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
稲
荷
詣
の
流
行
を
11

世
紀
以
降
と
す
る
見
方
も
あ
る
が
（
武
藤
智
子
（2018

））、
近
藤
喜
博
（1978

）
や
服
藤
部
早
苗
（1996

）
ほ
か
の
解
釈
の
よ
う
に
稲
荷
詣
の
恋
愛
祈

願
と
そ
の
流
行
は
10
世
紀
半
ば
に
は
始
ま
っ
て
お
り
、『
篁
物
語
』
で
の
「
如
月
初
午
の
稲
荷
詣
」
は
そ
の
よ
う
な
縁
結
び
・
恋
愛
詣
の
流
行
期
を
投

影
し
て
い
る
。

【
注
3
】
本
文
内
で
は
出
自
は
未
詳
で
は
あ
る
が
、
出
世
を
自
作
の
漢
詩
と
妻
の
父
親
の
身
分
に
依
存
せ
ざ
る
を
得
な
い
点
に
、
自
ら
が
頼
め
る
出
自
に

は
な
い
こ
と
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
。

【
付
記
1
】
中
村
祥
子
氏
に
は
、
2 

0 

1 

9
年
3
月
に
台
湾
を
訪
問
し
た
折
に
輔
仁
大
学
に
て
お
時
間
を
取
っ
て
い
た
だ
き
、『
篁
物
語
』

に
つ
い
て
も
ご
助
言
い
た
だ
く
こ
と
が
あ
っ
た
。
記
し
て
深
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

【
付
記
2
】
本
稿
は
次
の
研
究
費
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
も
あ
る
。
日
本
学
術
振
興
会
科
学
研
究
費2017

─2019

年
度
基
盤
研
究

（
Ｃ
）（
基
金
）、
課
題
番
号
：17K

02785

、
代
表
：
安
部
）

【
関
係
参
考
文
献
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」
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見
た
一
写
本
『
篁
物
語
』
甲
本
│
│
【
附
載
】
京
都
大
学
人
文
研
究
科
図
書
館
所
蔵
本
「
小
野
篁
集
」

（
影
印
）
│
│
」『
人
文
』
19

安
部
清
哉
（2021

）「
指
示
詞
カ
系
派
生
語
「
か
く
」
類
語
句
と
冒
頭
表
現
か
ら
見
た
平
安
前
期
物
語
『
篁
物
語
』」『（
学
習
院
大
学
）
文
学
部
研
究
年

報
』
67
（
本
稿
）
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