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一
小
論
の
狙
い
と
あ
ら
ま
し
 
 

『
枕
草
子
』
匠
は
中
開
自
家
関
係
者
を
中
心
と
し
た
貴
族
た
ち
の
宮
廷
人
た
る
に
ふ
さ
わ
し
い
優
雅
で
洗
練
さ
れ
た
摂
葬
の
教
員
 
 

が
措
か
れ
て
い
る
。
そ
九
と
同
時
に
そ
の
一
方
で
は
、
貴
族
社
会
の
下
層
に
位
置
す
る
男
た
ち
の
、
平
生
昌
の
場
合
に
そ
の
好
見
本
 
 

を
見
い
だ
せ
る
よ
う
な
、
宮
廷
的
風
儀
（
特
に
女
性
の
目
か
ら
み
た
）
規
準
に
適
合
し
な
い
逸
脱
し
た
言
動
の
描
写
、
さ
ら
に
は
よ
 
 

り
下
層
の
 
（
下
乗
）
と
一
括
き
れ
る
民
衆
の
、
貴
族
の
感
覚
か
ら
す
れ
は
無
知
、
部
晒
、
粗
雑
、
鈍
感
と
い
っ
た
印
象
を
強
く
喚
起
 
 

す
る
よ
う
な
言
動
の
描
写
が
、
点
在
L
て
い
る
ら
 
こ
の
二
つ
ほ
、
そ
れ
自
体
と
し
て
は
ま
っ
た
く
相
容
れ
な
い
性
質
の
も
の
で
あ
る
 
 

†
一
ナ
ス
 
 

が
、
『
枕
草
子
』
 
の
構
成
す
る
世
界
の
な
か
で
ほ
、
そ
う
し
た
負
 
の
価
値
を
荷
な
わ
さ
れ
て
措
か
れ
て
い
る
言
動
の
描
写
が
、
全
 
 

体
の
調
和
を
そ
こ
な
う
不
協
和
音
と
し
て
響
く
と
い
う
こ
と
は
な
く
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
逆
に
、
そ
の
点
在
と
の
対
照
に
お
い
て
、
上
 
 

流
社
会
匿
お
い
て
形
成
さ
れ
た
独
自
の
風
儀
の
卓
越
性
を
、
よ
り
一
段
と
際
立
た
せ
、
他
の
社
会
と
の
間
に
隔
絶
し
た
距
離
の
存
ナ
 
 
 

五 四 三 二 一  
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次
 
 

小
論
の
狙
い
と
あ
ら
ま
し
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僧
都
の
御
乳
母
の
ま
ま
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ど
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く
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け
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（
下
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つ
い
て
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る
こ
と
を
、
よ
り
一
層
明
確
に
示
す
と
い
う
役
割
を
果
し
て
、
効
果
を
あ
げ
て
い
る
。
 
 
 

右
の
負
の
評
価
の
も
と
に
措
か
れ
て
い
る
言
動
の
う
ち
、
平
生
昌
の
場
合
の
よ
う
な
下
層
貴
族
に
お
け
る
そ
れ
に
つ
い
て
は
、
た
 
 

と
え
ば
そ
の
言
辞
の
ど
う
い
う
点
が
ど
う
い
う
意
味
で
規
準
か
ら
逸
脱
し
て
い
る
の
か
な
ど
に
つ
い
て
、
相
応
の
注
意
が
払
わ
れ
て
 
 

き
て
い
る
が
、
い
わ
ゆ
る
（
下
衆
）
 
の
そ
れ
に
つ
い
て
は
、
常
識
的
な
線
を
超
え
た
論
究
に
乏
し
い
。
ま
た
、
そ
う
し
た
論
考
に
し
 
 

て
も
、
偏
っ
た
先
入
観
、
た
と
え
ば
、
清
少
納
言
に
対
す
る
そ
の
論
者
の
好
悪
の
情
に
動
か
さ
れ
る
な
ど
の
た
め
に
、
そ
り
描
写
の
 
 

ヽ
ヽ
 
 

読
み
が
ゆ
が
め
ら
れ
て
い
る
の
で
ほ
な
い
か
と
思
わ
れ
る
ふ
し
が
、
ま
ま
目
に
つ
く
。
総
じ
て
語
学
的
究
明
が
不
徹
底
で
あ
る
。
 
 

一
口
に
『
枕
草
子
』
に
お
け
る
（
下
衆
）
 
望
一
一
日
動
の
描
写
と
い
っ
て
も
、
清
少
納
言
の
な
か
に
心
理
的
と
い
う
よ
り
は
生
理
的
と
 
 

い
っ
て
よ
い
は
ど
に
、
無
知
、
部
随
、
粗
雑
、
鈍
感
な
ど
の
負
の
価
値
感
情
を
喚
び
起
こ
す
誘
因
、
つ
ま
り
そ
り
言
動
の
主
体
が
ほ
 
 

か
な
ぬ
∧
下
衆
）
以
外
の
何
者
で
も
な
い
と
い
う
こ
と
を
特
徴
づ
け
て
い
る
言
辞
、
振
舞
が
た
や
す
く
指
摘
で
き
る
よ
う
な
場
合
ば
 
 

か
り
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
清
少
納
言
た
ち
に
と
っ
て
自
明
で
あ
っ
て
も
、
我
々
に
と
っ
て
は
か
な
ら
ず
し
も
同
じ
よ
う
に
自
明
 
 

で
あ
る
と
は
か
ぎ
ら
ず
、
一
定
の
手
順
を
踏
ん
で
は
じ
め
て
そ
れ
が
見
え
て
く
る
、
確
認
で
き
る
と
い
う
場
合
も
あ
る
。
語
学
的
究
 
 

明
の
徹
底
さ
れ
て
い
な
い
憾
み
が
痛
感
さ
れ
る
の
ほ
、
い
う
ま
で
も
な
く
そ
の
よ
う
な
場
合
に
お
い
て
で
あ
る
。
 
 
 

こ
と
を
言
辞
の
面
に
絞
っ
て
い
え
ば
、
前
者
す
な
わ
ち
た
や
す
く
指
摘
で
き
る
場
合
由
好
例
と
し
て
は
、
「
賀
茂
へ
ま
ゐ
る
道
に
」
 
 

の
段
 
－
 
≡
巻
本
系
の
陽
明
文
庫
本
を
底
本
と
し
た
日
本
古
典
全
書
版
ゐ
『
枕
冊
子
』
で
い
え
ば
二
百
十
二
段
。
以
下
特
に
断
ら
な
 
 

い
か
ぎ
り
、
『
枕
草
子
』
の
段
の
所
在
、
本
文
の
引
用
は
、
日
本
古
典
全
書
版
の
『
枕
冊
子
』
に
よ
る
 
－
 
に
見
ら
れ
る
、
女
た
ち
 
 

う  

た
，
ワ
 
 

の
田
植
え
歌
の
文
言
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は
、
「
ほ
と
と
ぎ
す
、
お
れ
、
か
や
つ
よ
。
お
れ
鳴
き
て
こ
そ
、
わ
れ
は
田
植
 
 
 

う
れ
」
と
い
う
歌
詞
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
聞
い
て
清
少
納
言
は
、
「
ほ
と
と
ぎ
す
を
い
と
な
め
う
う
た
ふ
を
聞
く
に
ぞ
心
憂
き
」
と
、
 
 

い
た
く
感
情
を
害
す
。
彼
女
を
強
く
刺
激
し
た
の
が
 
（
お
れ
）
 
そ
し
て
 
（
か
や
つ
）
 
と
い
う
人
称
代
名
詞
の
使
用
に
あ
る
こ
と
、
言
 
 

（
1
）
 
 

う
を
慎
た
な
い
。
こ
の
 
（
お
れ
）
 
は
、
強
烈
な
卑
蔑
感
 
－
 
と
き
に
は
親
押
感
 
－
 
を
伴
う
対
称
代
名
詞
で
あ
っ
て
、
古
く
ほ
記
紀
 
 

に
、
ま
た
下
っ
て
は
説
話
物
語
集
そ
の
他
に
用
例
を
拾
う
こ
と
が
で
き
る
が
、
平
安
時
代
の
和
文
系
文
献
で
は
、
こ
の
箇
所
以
外
に
 
 

は
た
L
か
な
例
を
見
い
だ
す
こ
と
の
で
き
な
い
、
特
異
な
こ
と
は
で
あ
る
。
清
少
納
言
た
ち
に
と
っ
て
、
お
よ
そ
優
雅
と
か
級
細
と
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そ
う
し
た
方
向
か
ら
論
究
を
深
め
る
努
力
も
、
も
ち
ろ
ん
重
要
な
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
の
話
の
眼
目
が
「
男
」
聖
二
口
辞
そ
し
て
そ
れ
 
 

0
 
 

1
9
 
を
楷
ま
え
た
清
少
納
言
の
即
興
の
戯
れ
歌
に
あ
る
こ
と
を
思
う
な
ら
、
（
男
）
望
口
辞
の
ど
り
よ
う
な
と
こ
ろ
が
ど
の
よ
う
な
理
由
 
 
 

か
と
対
既
的
な
、
典
型
的
な
卑
語
（
く
音
）
と
し
て
把
え
ら
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
ほ
推
測
に
か
た
く
な
く
、
そ
の
点
で
は
、
 
（
 

2
）
 
 

（
か
や
つ
）
も
、
類
例
が
若
干
同
時
代
の
物
語
の
う
ち
に
見
ら
れ
る
と
い
う
点
に
い
さ
さ
か
の
違
い
が
あ
り
は
す
る
が
、
揮
似
の
性
 
 

質
毎
こ
と
ば
と
見
放
し
て
よ
い
と
考
え
ら
れ
る
。
貴
族
た
ち
に
と
っ
て
は
初
夏
の
訪
れ
を
告
げ
る
鳥
と
し
て
歌
心
を
そ
そ
る
時
鳥
忙
 
 

呼
び
か
け
る
の
に
、
下
購
な
卑
罵
語
を
平
気
で
口
に
す
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
、
田
植
え
女
の
 
（
下
衆
）
以
外
の
何
者
で
も
な
い
部
慣
 
 

性
の
露
呈
を
、
清
少
納
言
は
見
た
の
で
あ
る
。
 
 
 

右
の
よ
う
な
卑
罵
語
の
使
用
は
、
我
々
の
目
に
も
と
ま
り
や
す
く
、
そ
の
ま
ま
見
す
ご
さ
れ
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
は
ま
ず
な
い
 
 

が
、
い
つ
も
そ
の
よ
う
に
単
純
な
描
写
ば
か
り
で
埋
め
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
ほ
な
い
。
手
が
こ
ん
で
い
る
た
め
、
表
面
を
か
い
な
で
 
 

す
る
だ
け
で
す
ま
せ
て
し
ま
い
、
清
少
納
言
の
意
図
す
る
と
こ
ろ
を
看
過
し
か
ね
な
い
よ
う
な
描
写
の
場
合
も
あ
る
。
そ
の
適
例
と
 
 

し
て
ほ
、
「
僧
都
の
御
乳
母
の
ま
ま
な
ど
」
 
（
二
召
九
十
六
段
）
の
描
写
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
 
 
 

こ
の
段
は
、
日
記
的
章
段
の
一
つ
で
、
措
か
れ
て
い
る
出
来
事
は
、
萩
谷
朴
に
よ
れ
ば
、
長
保
元
年
八
年
九
日
か
ら
同
二
年
二
月
 
 

十
一
日
ま
で
、
敦
虎
視
重
出
産
の
た
め
に
平
生
昌
宅
に
定
子
が
滞
在
し
て
い
た
間
の
、
長
保
二
年
正
月
四
日
以
後
二
月
十
一
目
ま
で
 
 

に
あ
っ
た
挿
話
と
い
う
こ
と
に
な
る
（
新
潮
日
本
古
典
集
成
版
「
枕
草
子
下
」
、
第
t
一
日
九
十
四
段
頭
注
）
。
火
災
の
た
め
に
家
を
失
 
 

を
の
こ
 
 

っ
た
、
市
井
に
暮
ら
す
（
下
衆
）
と
思
わ
れ
る
「
男
」
 
が
「
御
匝
鮭
の
御
局
」
 
の
板
敷
近
く
に
迷
い
こ
み
、
な
に
が
し
か
の
憐
憫
 
 

を
乞
お
う
と
窮
状
を
訴
え
て
長
々
と
愚
痴
を
こ
ば
す
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
こ
と
ば
が
滑
倍
で
あ
る
と
い
う
の
で
、
「
御
匝
殿
」
す
な
 
 

わ
ち
定
子
の
妹
の
四
の
君
を
は
じ
め
み
な
大
笑
い
を
し
て
し
ま
う
。
清
少
納
言
は
即
興
に
そ
聖
ニ
ロ
菓
尻
を
と
ら
え
た
戯
れ
歌
を
詠
ん
 
 

で
一
層
の
洪
笑
を
誘
う
。
歌
詞
を
記
し
た
「
短
冊
」
を
与
え
ら
れ
た
「
男
」
ほ
、
文
吉
の
悲
し
さ
、
そ
れ
が
お
の
れ
を
嘲
弄
し
た
戯
 
 

れ
歌
と
も
知
ら
ず
有
難
く
推
し
戴
い
て
、
さ
ら
忙
よ
り
大
き
な
喘
い
を
買
う
と
い
う
の
が
そ
の
挿
話
の
内
容
で
あ
る
。
 
 
 

従
来
、
こ
の
段
は
、
清
少
納
言
に
お
け
る
、
さ
ら
に
は
彼
女
が
帰
属
す
る
貴
族
社
会
に
お
け
る
徹
底
し
た
（
下
乗
）
＝
民
衆
蔑
視
 
 

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
 
 

と
い
う
ゆ
が
ん
だ
人
間
観
が
む
き
出
し
に
示
さ
れ
て
い
る
と
し
て
、
主
と
し
て
倫
理
的
な
観
点
か
ら
話
柄
と
さ
九
る
こ
と
が
多
い
。
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で
清
少
納
言
た
ち
の
囁
い
を
買
う
こ
と
に
な
っ
た
の
か
、
そ
こ
に
は
ど
の
よ
う
な
意
味
に
お
け
る
（
下
衆
）
ら
し
さ
が
見
い
だ
せ
る
 
 

1
 
 

の
か
と
い
っ
た
言
語
面
の
探
求
、
読
み
の
掘
り
下
げ
も
、
ま
た
、
重
要
な
仕
事
に
な
る
ほ
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
今
ま
で
の
と
こ
ろ
 
 
 

言
語
面
に
つ
い
て
の
解
釈
は
常
識
的
な
域
を
出
ず
、
清
少
納
言
た
ち
の
哩
い
の
内
容
は
、
十
分
に
聞
明
さ
れ
て
い
る
と
ほ
言
い
が
た
 
 

。
 
 

i
み
ふ
 
 
 
後
で
本
文
を
掲
げ
る
が
、
こ
の
「
男
」
 
の
こ
と
ば
の
描
写
は
か
な
り
長
い
。
『
枕
草
子
』
 
に
は
 
「
お
な
じ
こ
と
な
れ
ど
も
聞
き
耳
 
 

・
＿
H
レ
 
 

こ
と
な
る
も
の
」
と
い
う
段
が
あ
り
、
諸
本
間
に
異
同
が
あ
り
は
す
る
が
、
（
下
衆
）
 
の
言
辞
の
特
徴
と
し
て
、
「
か
な
ら
ず
文
字
あ
 
 

ま
り
た
り
」
（
四
段
）
と
い
う
こ
と
を
括
摘
し
て
い
る
。
無
駄
が
目
立
ち
冗
漫
だ
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
「
男
」
の
長
々
と
L
 
 
 

た
愁
訴
に
も
、
そ
の
よ
う
な
（
下
衆
）
 
の
話
し
ぷ
り
に
よ
く
み
ら
れ
る
と
い
う
冗
漫
さ
の
現
わ
れ
と
い
う
面
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
 
 

き
る
が
、
そ
れ
ば
か
り
で
は
な
く
、
過
密
と
も
い
え
る
ほ
ど
の
敬
語
の
使
用
も
、
話
を
長
っ
た
ら
し
く
す
る
う
え
で
大
き
な
要
田
と
 
 

な
っ
て
い
る
。
そ
の
ば
か
丁
寧
と
も
い
う
べ
き
丁
重
な
話
し
ぷ
り
に
つ
い
て
は
、
従
来
も
注
意
さ
れ
て
き
た
が
、
し
か
し
、
話
し
手
 
 

と
聞
き
手
と
の
間
の
隔
絶
し
た
格
差
を
考
え
る
な
ら
ば
、
丁
重
な
口
調
は
、
む
し
ろ
当
然
と
称
す
べ
く
、
そ
れ
が
た
だ
ち
に
囁
い
を
 
 

喚
ぷ
理
由
に
な
る
と
は
考
え
が
た
い
。
 
 
 

で
は
、
清
少
納
言
た
ち
を
刺
激
し
て
囁
い
を
招
く
結
果
に
な
っ
た
言
辞
は
何
か
。
そ
の
解
明
が
小
論
の
ね
ら
い
で
あ
る
が
、
あ
ら
 
 

か
じ
め
そ
の
あ
ら
ま
し
を
記
せ
は
、
以
下
の
ご
と
く
で
あ
る
。
 
 

上
ど
由
 
 
 

「
男
」
は
そ
の
愁
訴
の
な
か
で
、
焼
失
し
た
我
が
昆
の
寝
所
を
指
し
て
（
夜
般
）
と
言
っ
て
い
る
が
、
こ
り
（
夜
巌
）
と
い
う
こ
 
 

と
ば
の
使
用
に
問
題
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
寝
所
を
指
し
て
用
い
ら
れ
る
語
群
を
、
熟
さ
ぬ
言
い
方
で
は
あ
る
が
、
い
ま
仮
り
に
 
 

∧
寝
所
）
語
彙
と
名
づ
け
る
な
ら
ば
、
平
安
時
代
の
和
文
の
世
界
に
お
け
る
標
準
的
な
用
語
は
（
ね
や
）
 
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
。
 
 

そ
の
 
（
ね
や
）
を
無
漂
 
（
∈
－
ヨ
肖
k
e
d
）
 
と
す
れ
ば
、
（
夜
殿
）
 
は
、
二
重
の
意
味
で
有
標
（
ヨ
巴
訂
d
）
 
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
 
 

き
る
。
 
 

一
一
重
の
意
味
で
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
。
ま
ず
、
（
設
）
 
の
関
連
か
ら
寝
殿
造
り
の
そ
九
と
い
っ
た
大
邸
宅
の
寝
所
が
連
想
さ
れ
 
 

や
す
く
、
微
々
た
る
晒
星
の
そ
れ
は
連
想
さ
れ
に
く
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
単
に
藻
所
を
指
す
の
み
に
と
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ど
ま
ら
ず
、
そ
う
明
確
な
形
で
は
な
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
貴
腐
観
が
付
帯
し
て
そ
の
意
味
が
構
成
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
 
 

か
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
点
で
、
「
男
」
が
清
少
納
言
た
ち
か
ら
み
れ
は
晒
昆
以
外
の
何
物
で
も
な
い
そ
の
住
い
の
寝
所
を
指
す
の
 
 

に
 
（
夜
際
）
を
用
い
た
と
い
う
こ
と
は
、
清
少
納
言
た
ち
に
と
っ
て
ほ
身
の
程
知
ら
ず
の
厚
か
ま
し
さ
と
映
っ
て
当
然
わ
こ
と
と
思
 
 

わ
れ
る
。
こ
の
際
、
看
過
さ
九
て
な
ら
な
い
の
は
、
全
体
が
ば
か
丁
寧
と
も
い
う
べ
き
丁
重
な
口
調
で
通
さ
れ
て
い
る
と
い
う
事
実
 
 

で
あ
る
。
丁
重
思
葱
な
口
調
で
二
苦
し
て
い
る
だ
け
に
こ
の
∧
夜
殿
∨
 
だ
け
が
そ
れ
と
う
ら
ほ
ら
に
借
越
尊
大
な
印
象
を
与
え
て
浮
 
 

き
上
が
り
、
全
体
の
均
整
が
一
気
に
崩
れ
て
、
そ
れ
だ
け
奇
妙
な
滑
稽
感
が
よ
り
礁
く
醸
成
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
ば
か
丁
寧
な
ロ
綱
 
 

は
、
（
夜
殿
）
使
用
の
奇
矯
さ
を
引
き
立
た
せ
る
た
め
の
地
と
し
て
の
機
能
を
は
た
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
（
夜
設
）
と
の
対
照
を
 
抜
き
に
し
て
云
々
す
べ
き
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
 
 
 

そ
九
に
し
て
も
、
相
手
と
お
の
れ
と
の
身
分
め
へ
だ
た
り
を
十
分
に
わ
き
ま
え
、
そ
う
し
た
態
度
を
言
語
に
反
映
さ
せ
て
謹
粛
感
 
 

の
韻
い
言
辞
を
選
び
な
が
ら
訴
え
て
い
る
一
方
で
、
な
ぜ
唐
突
に
そ
う
し
た
姿
勢
と
ま
っ
こ
う
か
ら
矛
盾
す
る
（
夜
殿
）
 
の
使
用
が
 
 

現
わ
れ
る
の
か
。
そ
こ
が
∧
下
乗
）
 
の
（
下
衆
）
 
た
る
と
こ
ろ
と
い
っ
て
し
ま
え
ば
そ
れ
ま
で
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
見
逃
し
て
は
な
 
 

ら
な
い
の
が
、
（
夜
殿
）
 
の
も
う
一
つ
の
有
凛
性
で
あ
る
。
あ
と
で
詳
述
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
和
文
系
文
献
に
徴
す
る
か
ぎ
り
で
 
 

ほ
、
散
文
に
も
和
歌
に
も
用
い
ら
れ
る
（
ね
や
）
と
異
な
り
、
（
夜
殿
）
ほ
そ
の
用
例
が
和
歌
忙
集
中
す
る
。
つ
ま
り
、
（
夜
殴
）
は
、
 
 

寝
所
を
指
す
の
み
で
は
な
く
、
そ
れ
に
文
学
表
現
用
語
と
し
て
の
文
体
的
価
値
が
付
加
し
て
意
味
が
構
成
き
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
 
 

る
。
和
歌
の
用
語
ほ
卑
近
な
日
常
生
活
で
の
用
語
に
く
ら
べ
て
、
上
品
な
こ
と
ば
、
優
雅
な
こ
と
ほ
と
し
て
の
印
象
が
伴
い
や
す
 
 

い
。
お
そ
ら
く
、
こ
の
場
合
の
「
男
」
も
、
相
手
が
上
流
の
女
性
で
あ
る
と
い
う
意
識
か
ら
、
上
品
な
こ
と
は
と
し
て
 
（
夜
蟹
）
を
 
 

用
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
も
と
よ
り
彼
に
は
和
歌
忙
つ
い
て
の
た
し
か
な
素
養
は
欠
け
て
い
る
。
こ
う
し
た
（
夜
鷹
V
 
の
使
用
が
歌
帝
 
 

の
濫
用
以
外
の
何
物
で
も
な
い
こ
と
に
気
づ
き
は
し
な
い
。
ま
し
て
、
前
述
し
た
（
夜
殿
）
と
貴
購
観
の
適
合
性
な
ど
思
い
も
及
ば
 
 

な
か
っ
た
。
清
少
納
言
に
言
わ
せ
れ
は
、
こ
ぎ
か
し
げ
に
敬
語
を
操
り
、
も
っ
と
も
ら
し
い
用
語
に
つ
い
て
の
知
識
も
す
こ
し
ほ
あ
 
 

る
ら
し
い
と
は
い
う
も
の
の
、
結
局
ほ
付
焼
刃
の
悲
し
さ
で
、
肝
腎
な
と
こ
ろ
で
馬
脚
を
露
わ
す
と
こ
ろ
が
、
所
詮
は
 
（
下
衆
）
と
 
 

い
う
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
。
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馬
脚
を
露
わ
す
と
い
え
ば
、
〈
夜
殿
）
の
す
こ
し
前
に
は
、
「
が
う
な
の
や
う
に
、
人
の
家
に
尻
を
さ
L
入
れ
て
の
み
さ
ぷ
ら
ふ
」
 
 
 

と
い
う
こ
と
ば
が
あ
っ
て
、
注
意
を
惹
く
。
（
夜
巌
）
と
は
対
照
的
な
部
晒
な
印
象
を
喚
起
す
る
表
現
で
、
特
に
背
部
を
据
し
て
露
 
 
 

骨
に
（
尻
）
と
呼
ぶ
な
ど
、
貴
婦
人
を
聞
き
手
と
す
る
よ
う
な
場
面
で
は
無
神
経
き
わ
ま
り
な
い
も
の
の
言
い
方
で
、
貴
紳
な
ら
ば
 
 

ま
ず
口
に
し
な
い
の
を
も
っ
て
た
し
な
み
と
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
う
し
た
卑
頒
感
を
強
く
喚
起
す
る
よ
う
な
言
辞
と
（
夜
殿
）
 
 

と
ほ
氷
炭
の
ご
と
き
間
柄
で
あ
り
、
同
一
の
文
脈
に
は
共
存
し
な
い
の
を
原
則
と
す
る
。
先
述
の
全
体
と
し
て
の
腰
鞍
丁
重
な
口
調
 
 

と
（
夜
殿
）
 
の
適
正
を
欠
い
た
使
用
の
場
合
に
通
じ
る
よ
う
な
関
係
が
、
「
が
う
な
…
…
」
と
（
夜
殿
）
と
の
間
に
も
み
て
と
る
こ
 
 

と
が
で
き
る
わ
け
で
、
均
整
を
失
し
た
奇
妙
な
対
照
が
、
∧
夜
戯
）
 
の
使
用
を
宙
に
浮
か
せ
て
印
象
づ
け
る
う
え
で
大
き
く
綾
能
し
 
 

て
い
る
と
い
う
事
実
を
見
落
と
し
て
は
な
る
ま
い
。
 
 
 

右
の
よ
う
に
「
男
」
の
こ
と
は
の
ポ
イ
ソ
ト
は
 
（
夜
殿
）
 
の
使
用
に
あ
り
、
清
少
納
言
た
ち
の
囁
い
の
内
容
を
固
明
す
る
た
め
に
 
 

ほ
、
（
夜
蹴
）
 
の
有
標
性
に
注
目
し
て
、
そ
の
使
用
が
適
正
を
待
て
い
る
か
大
き
く
逸
脱
し
て
い
る
か
を
子
細
に
吟
味
す
る
と
い
う
 
 

手
順
を
踏
む
こ
と
が
必
要
不
可
欠
な
の
で
あ
る
が
、
従
来
は
、
せ
い
ぜ
い
 
（
殿
）
と
貴
賎
観
と
の
連
合
に
目
を
向
け
る
程
度
に
と
ど
 
 

ま
り
、
（
夜
殿
）
 
の
二
重
の
有
標
性
の
持
つ
意
味
が
ほ
と
ん
ど
解
明
さ
れ
な
い
ま
ま
に
放
置
き
れ
て
い
た
。
そ
の
解
釈
が
皮
相
の
域
 
 

を
超
え
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
ほ
当
然
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
 
 
 

と
こ
ろ
で
、
こ
の
例
の
 
（
夜
畢
）
 
の
使
用
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
 
（
下
衆
）
 
の
言
辞
は
、
「
賀
茂
へ
ま
ゐ
る
遥
に
」
の
段
の
田
植
え
 
 

歌
の
類
に
く
ら
べ
る
と
、
そ
の
お
も
む
き
に
相
違
の
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
如
在
が
な
い
よ
う
で
喪
神
経
で
あ
り
、
も
の
を
 
 

知
っ
て
い
る
よ
う
で
大
切
な
と
こ
ろ
で
無
知
を
暴
露
す
る
、
い
う
な
れ
は
都
会
型
由
 
（
下
衆
）
 
の
言
動
の
典
型
と
L
て
把
担
さ
れ
描
 
 

写
さ
れ
て
い
る
と
い
う
感
が
強
い
。
田
植
え
歌
の
構
に
み
ら
れ
る
単
純
な
都
晒
な
言
辞
の
そ
れ
に
く
ら
べ
て
、
清
少
納
言
が
よ
り
嫌
 
 

み
や
∪
 
 

い
よ
り
愚
弄
し
た
の
は
、
ど
う
も
こ
の
型
の
言
辞
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
『
大
鏡
』
に
は
、
「
下
蔑
な
れ
ど
も
京
ほ
と
り
」
と
 
 

い
う
こ
と
ば
が
あ
る
。
等
し
く
（
下
衆
）
と
呼
ば
れ
て
も
京
の
域
内
や
そ
の
周
辺
の
住
民
は
、
地
方
の
住
民
に
く
ら
べ
て
生
活
環
境
 
 

の
違
い
か
ら
、
読
み
書
き
も
一
応
ほ
で
き
、
と
き
に
ほ
詩
歌
の
よ
う
な
風
流
韻
事
に
つ
い
て
も
あ
る
程
度
の
知
識
を
身
に
つ
け
て
い
 
 

る
と
い
っ
た
連
中
が
結
構
い
た
よ
う
で
あ
る
。
文
筆
の
練
達
や
風
流
鞄
事
の
た
し
な
み
の
有
無
ほ
、
貴
族
と
（
下
衆
）
 
と
を
分
つ
重
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「
僧
都
の
御
乳
母
の
ま
ま
な
ど
」
 
の
段
ぬ
下
衆
の
言
辞
に
つ
い
て
－
そ
の
一
 
 

ま
ず
は
じ
め
に
「
僧
都
の
御
乳
母
の
ま
ま
な
ど
」
 
の
段
の
全
文
を
揚
げ
る
。
す
で
に
断
っ
て
お
い
た
よ
う
に
日
本
古
典
全
書
版
に
 
 

よ
っ
て
示
す
。
 
 

い
た
じ
き
 

モ
の
こ
 

そ
う
づ
め
め
と
 

ユ
i
 
 

■
b
 

み
く
し
げ
ど
の
つ
ば
ね
 
 

8
 
 

1
 
 

僧
都
の
御
乳
母
の
ま
ま
な
ど
御
犀
鮫
の
御
岳
に
ゐ
た
れ
は
、
男
の
あ
る
、
板
敷
の
も
と
近
う
寄
り
来
て
、
「
か
ら
い
目
を
見
さ
 
 
 

さ
が
 
要
な
凛
識
の
一
つ
で
あ
り
、
貴
族
の
側
か
ら
み
る
な
ら
ば
、
（
下
衆
V
が
そ
の
方
面
の
能
力
、
知
識
を
身
に
つ
け
る
こ
と
は
身
の
性
 
 

を
わ
き
ま
え
ぬ
潜
上
で
あ
り
、
貴
族
の
独
壇
場
に
対
す
る
厭
う
べ
き
侵
犯
で
あ
る
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
た
だ
、
そ
う
し
た
連
中
は
、
 
 

え
て
L
て
生
半
可
で
あ
り
、
そ
う
し
た
知
識
を
振
り
回
ぁ
せ
ば
、
ど
こ
か
で
ほ
ろ
を
出
す
。
所
詮
は
猿
真
似
の
域
を
出
ず
、
（
下
衆
）
 
 

町
愚
か
し
さ
を
露
口
王
し
て
嘲
笑
を
浴
び
る
甲
が
お
ち
で
あ
る
。
焼
け
出
さ
れ
た
「
男
」
の
愁
訴
は
ま
さ
に
そ
れ
で
あ
っ
た
。
犀
災
し
 
 

た
「
男
」
に
対
し
て
一
片
の
同
情
を
も
寄
せ
ず
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
ら
徹
底
し
て
嘲
弄
す
る
清
少
納
言
に
対
す
る
評
者
の
風
当
た
り
は
 
 

強
い
が
、
お
そ
ら
く
清
少
納
言
に
と
っ
て
は
、
こ
の
種
の
（
下
衆
）
 
聖
一
日
辞
ほ
も
っ
と
も
そ
の
神
経
に
触
れ
る
摂
の
も
の
で
あ
っ
た
 
 

の
で
あ
ろ
う
。
そ
う
し
た
清
少
納
言
の
、
言
辞
忙
即
し
て
の
 
ハ
下
衆
）
椀
を
考
案
す
る
う
え
で
も
、
こ
の
「
男
」
の
こ
と
ば
の
描
写
 
 

の
綿
密
な
分
析
は
重
要
な
意
義
を
持
つ
の
で
あ
る
。
 
 

竜
¢
こ
 
 
 

以
上
、
「
僧
乳
都
甲
御
母
の
ま
ま
な
ど
」
の
段
の
 
（
男
）
 
聖
一
一
口
辞
の
う
ち
に
清
少
納
言
が
見
い
だ
し
た
（
下
衆
）
 
ら
し
さ
が
ど
の
 
 

よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
、
そ
の
概
略
を
述
べ
た
。
そ
れ
は
、
か
の
プ
レ
シ
ゥ
ー
ズ
 
（
p
r
計
i
e
u
搾
）
、
す
な
わ
ち
旧
体
制
の
フ
ラ
ン
 
 

ス
の
サ
ロ
ソ
を
彩
っ
た
才
女
た
ち
を
思
わ
せ
る
、
い
か
に
も
清
少
納
言
ら
し
い
言
語
観
、
言
語
を
通
し
て
の
人
間
観
を
覗
か
せ
て
い
 
 

る
が
、
以
下
に
お
い
て
あ
ら
た
め
て
具
体
的
に
考
察
し
て
み
た
い
。
 
 
 

な
お
、
（
夜
殿
）
 
の
ご
と
き
、
特
定
の
知
識
を
前
埠
と
し
な
け
れ
は
使
用
す
る
町
が
む
ず
か
し
い
と
思
わ
れ
る
言
帯
が
『
枕
草
子
』
 
 

の
措
く
ハ
下
衆
）
 
の
こ
と
ば
の
う
ち
に
、
ま
ま
見
受
け
ら
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
筆
者
と
ほ
撮
底
か
ら
異
な
る
見
地
か
ら
照
射
を
 
 

当
て
て
い
る
論
説
も
あ
る
。
そ
う
し
た
論
説
に
対
す
る
批
判
も
、
途
次
織
り
こ
み
な
が
ら
筆
を
す
す
め
る
こ
と
に
す
る
。
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と
て
、
い
と
ほ
し
が
り
て
腸
ふ
な
り
」
と
て
取
ら
せ
た
れ
ば
、
ひ
ろ
げ
て
う
ち
見
て
、
「
こ
れ
は
、
な
に
の
御
短
冊
忙
か
侍
ら
む
。
 
 

か
た
め
 
 
 

臭
 
 

女
房
 
 

も
の
い
く
ら
ば
か
り
に
か
」
と
い
へ
ば
、
「
た
だ
読
め
か
し
」
と
い
ふ
。
「
い
か
で
か
、
片
目
も
あ
き
つ
か
う
ま
つ
ら
で
は
」
 
と
い
 
 

女
房
 
 

へ
ば
、
「
人
に
も
見
せ
よ
。
た
だ
い
ま
召
せ
ば
、
と
み
に
て
う
へ
へ
ま
ゐ
る
ぞ
。
さ
ば
か
り
め
で
た
き
も
の
を
得
て
は
、
な
忙
を
 
 

は
ら
1
．
に
 

古
■
亡
い
 

か
恩
ふ
」
と
て
、
み
な
芙
ひ
ま
ど
ひ
、
の
ば
り
ぬ
れ
ば
、
「
人
に
や
見
せ
つ
ら
む
。
里
に
行
き
て
い
か
に
腹
立
た
む
」
 
な
ど
、
御
 
 

け
い
 

ま
へ
 

む
t
へ
 
 
 

前
に
ま
ゐ
り
て
ま
ま
の
啓
す
れ
は
、
ま
た
笑
ひ
さ
わ
ぐ
。
御
前
に
も
「
な
ど
、
か
く
も
の
ぐ
る
ほ
し
か
ら
む
」
 
と
実
は
せ
た
ま
 
 
 

ふ
。
 
 

▲
曾
の
こ
 
 
 

（
男
）
 
の
こ
と
げ
の
引
用
は
、
長
短
と
り
ま
ぜ
て
≡
箇
所
あ
る
が
、
と
も
に
先
に
述
べ
た
よ
う
に
き
わ
め
て
麿
葱
丁
雑
な
口
調
で
 
 

あ
り
、
お
そ
ら
く
は
平
身
低
頭
し
て
長
り
な
が
ら
訴
え
る
、
そ
の
 
（
男
）
 
の
姿
を
穿
需
さ
せ
る
。
そ
の
過
剰
と
も
思
わ
れ
る
敬
語
の
 
 

使
用
は
、
聞
き
手
に
対
す
る
話
し
手
の
謹
粛
的
態
度
の
端
的
な
表
出
で
あ
る
。
（
さ
ぷ
ら
ふ
）
（
は
べ
り
）
 
の
使
用
然
り
、
（
ま
か
る
）
 
 

（
ま
う
で
く
）
そ
し
て
∧
つ
か
う
ま
つ
る
）
 
の
使
用
も
ま
た
然
り
で
あ
る
。
お
の
れ
の
妻
を
指
し
て
（
わ
ら
は
べ
）
と
称
し
て
い
る
の
 
 

も
、
現
代
語
で
い
え
ば
、
「
愚
妻
」
に
当
た
り
、
謙
抑
の
姿
勢
を
こ
の
こ
と
ば
に
託
し
て
表
現
し
た
も
の
忙
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
う
 
 

し
た
敬
語
の
使
用
は
、
田
中
重
太
郎
編
著
の
「
校
本
枕
冊
子
」
に
依
れ
ば
、
諸
本
間
に
若
干
の
異
同
が
認
め
ら
九
る
も
の
の
、
お
お
 
 

む
ね
同
様
で
あ
り
、
論
旨
に
支
障
が
年
ず
る
よ
う
な
相
異
は
な
い
。
 
 
 

九  

お  

う
れ
 
 

清
 
 

ぶ
ら
ひ
て
、
た
れ
に
か
は
憂
へ
申
し
侍
ら
む
」
と
て
、
泣
き
ぬ
は
か
り
の
け
し
き
に
て
、
「
な
に
ご
と
ぞ
」
 
（
＝
日
本
古
典
全
書
で
 
 

は
、
清
少
納
言
の
こ
と
ば
と
す
る
が
、
別
の
女
房
の
こ
と
ば
と
解
す
こ
と
が
可
能
だ
し
、
そ
の
方
が
自
然
か
。
筆
者
注
）
と
間
へ
 
男
†
い
へ
し
り
 
 

は
、
「
あ
か
ら
さ
ま
に
も
の
に
ま
か
り
た
り
し
ほ
ど
に
、
侍
る
と
こ
ろ
の
焼
け
侍
り
に
け
れ
ば
、
が
う
な
の
や
う
に
、
人
の
家
に
尻
 
 

l 

か
き
 
 

む
董
 

い
へ
 
 

み
t
く
さ
 
 

を
き
し
入
れ
て
の
み
さ
ぷ
ら
ふ
。
馬
づ
か
さ
の
御
帯
積
み
て
侍
り
け
る
家
よ
り
出
で
ま
う
で
釆
て
侍
る
な
り
。
た
だ
垣
を
へ
だ
て
 
 

上
ど
の
 

わ
ら
は
ペ
 
 

て
侍
九
ば
、
夜
殿
に
寝
て
侍
り
け
る
童
も
、
ほ
と
ほ
と
焼
け
ぬ
べ
く
て
な
む
。
い
さ
さ
か
も
の
も
と
う
で
侍
ら
ず
」
な
ど
い
ひ
 
 

わ
ら
 
 

み
く
し
け
ど
凸
 
 

を
る
を
、
御
匝
殿
も
聞
き
た
ま
ひ
て
、
い
み
じ
う
笑
ひ
た
ま
ふ
。
 
 

上
ど
¢
 
 

清
 
 

み
ま
く
さ
を
も
や
す
は
か
り
の
春
の
臼
に
夜
殿
さ
へ
な
ど
残
ら
ぎ
る
ら
む
 
 
 
 
 
 
 
 
 
滑
 
 
 
 
 
と
 
 

と
書
き
て
、
「
こ
れ
を
取
ら
せ
た
ま
へ
」
と
て
投
げ
や
り
た
れ
は
、
笑
ひ
の
の
し
り
て
、
 
 

い
ヘ
ヤ
 
 

女
房
 
 

「
こ
の
お
は
す
る
人
の
、
家
焼
け
た
な
り
 
 

男
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
た
ん
ぎ
く
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被
支
配
待
遇
表
現
と
い
う
こ
と
で
は
、
「
ま
か
る
」
「
ま
う
で
く
」
そ
し
て
「
つ
か
う
ま
つ
る
」
も
注
目
さ
れ
る
。
 
 

む
t
み
重
く
青
い
へ
 
 
 
「
馬
づ
か
さ
の
御
薪
積
み
て
侍
り
け
る
家
よ
り
出
で
ま
う
で
釆
て
侍
る
な
り
」
の
「
出
で
ま
う
で
来
」
に
つ
い
て
、
池
田
亀
鑑
ほ
 
 

．
4
 
1
8
 
「
全
講
枕
草
子
」
の
な
か
で
注
釈
を
施
し
、
「
『
ま
う
で
』
の
語
不
審
。
自
分
の
行
動
と
も
解
さ
れ
ぬ
こ
と
は
な
い
が
、
出
火
の
意
の
 
 
 

ふ
み
 
 
 

ま
ず
、
目
に
つ
く
の
は
、
（
は
べ
り
）
の
頻
出
で
あ
る
。
清
少
彗
」
昆
敬
語
の
使
用
に
関
し
て
は
一
家
言
を
持
ち
、
「
文
の
こ
と
ば
 
 

な
め
き
人
こ
そ
い
と
に
く
け
れ
」
（
二
百
四
十
六
段
）
 
に
は
、
彼
女
の
敬
語
論
と
も
称
す
べ
き
言
説
が
操
り
拡
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
 
 

そ
の
な
か
に
（
は
べ
り
）
に
触
れ
て
、
「
こ
こ
も
と
に
「
侍
り
」
な
ど
い
ふ
文
字
を
あ
ら
せ
ば
や
と
聞
く
こ
そ
お
ほ
か
れ
」
と
述
べ
 
 

た
箇
所
が
あ
る
。
主
と
し
て
下
級
の
侍
女
、
下
女
ク
ラ
ス
を
念
頭
に
置
い
て
の
批
判
と
思
わ
れ
る
が
、
清
少
納
言
の
周
囲
に
も
、
彼
 
 

女
の
規
準
に
従
え
ば
、
（
は
べ
り
）
を
適
確
に
使
い
こ
な
せ
な
い
、
そ
の
意
味
に
お
い
て
無
作
法
な
も
の
聖
一
口
い
方
を
す
る
手
合
い
 
 

が
決
し
て
砂
く
は
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
点
、
こ
の
（
男
）
の
こ
と
は
に
は
、
や
や
耳
障
り
な
ほ
ど
に
（
は
べ
り
）
が
用
い
 
 

ら
れ
て
お
り
、
下
購
な
も
の
の
こ
と
ば
と
し
て
は
、
で
き
す
ぎ
と
も
い
え
る
ほ
ど
に
、
身
分
の
格
差
を
わ
き
享
え
た
思
勲
な
話
し
ぷ
 
 

り
に
な
っ
て
い
る
。
 
 
 

（
は
べ
り
）
に
湿
っ
て
（
さ
ぷ
ら
ふ
）
が
用
い
ら
れ
て
い
る
の
も
注
意
さ
れ
て
よ
い
。
「
か
ら
い
目
を
見
き
ぶ
ら
ひ
て
」
の
「
さ
 
 

ぷ
ら
ふ
」
が
、
伺
候
・
近
侍
と
い
う
実
質
的
な
存
在
属
性
の
表
示
と
い
う
意
味
を
稀
薄
に
し
た
、
聞
き
手
に
対
す
る
謹
粛
畏
敬
の
態
 
 

度
の
表
示
と
い
う
待
遇
的
意
味
を
主
と
し
て
垣
う
、
丁
寧
語
化
へ
大
き
く
傾
斜
し
た
用
法
で
あ
る
こ
と
は
、
異
論
の
出
る
余
地
が
な
 
 

い
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
。
か
つ
て
こ
の
 
（
さ
ぷ
ら
ふ
）
 
の
用
法
に
つ
い
て
は
、
「
丁
寧
語
『
慣
ふ
』
の
発
達
過
程
に
つ
い
て
－
1
中
 
 

古
・
院
政
期
初
頭
に
お
け
る
状
況
－
」
（
「
園
語
草
」
六
八
集
・
昭
和
四
十
二
年
三
月
）
に
お
い
て
述
べ
た
こ
と
が
あ
る
が
、
十
一
 
 

世
紀
初
頭
あ
た
り
で
は
、
ま
だ
用
例
も
砂
く
、
お
の
れ
を
聞
き
手
の
支
配
下
に
隷
属
す
る
も
の
と
し
て
と
ら
え
、
そ
の
言
動
を
ひ
た
 
 

す
ら
謙
抑
L
て
話
柄
化
す
る
よ
う
な
場
合
に
用
い
ら
れ
る
、
い
わ
ゆ
る
被
支
配
待
遇
的
色
彩
を
濃
厚
に
帯
び
た
も
の
で
あ
っ
た
と
考
 
 

え
ら
れ
る
。
こ
の
場
合
の
（
さ
ぷ
ら
）
ふ
ほ
ま
さ
に
そ
り
よ
う
な
用
法
の
典
型
と
い
っ
て
よ
い
。
（
は
ペ
り
）
 
の
な
か
に
、
か
か
る
 
 

（
さ
ぷ
ら
ふ
）
を
混
え
る
こ
と
に
ょ
っ
て
、
貢
）
の
辞
を
低
う
し
て
清
少
納
言
た
ち
に
拝
し
て
い
る
様
子
が
、
よ
り
い
っ
そ
う
際
 
 

立
っ
て
い
る
と
こ
ろ
に
注
目
し
た
い
。
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『
火
い
で
来
』
を
て
い
ね
い
に
言
っ
た
も
の
と
解
す
る
方
が
よ
い
で
あ
ろ
う
」
と
記
し
て
い
る
。
「
自
分
の
行
動
」
 
云
々
が
も
う
一
つ
 
 

l
 
 よ

く
わ
か
ら
な
い
が
、
「
『
ま
う
で
』
の
語
不
審
」
と
考
え
た
の
は
、
お
そ
ら
く
典
型
的
な
謙
譲
語
と
し
て
の
「
ま
う
で
」
を
念
現
に
 
 
 

浮
か
べ
、
そ
れ
に
ひ
っ
か
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
日
本
古
典
文
学
大
系
版
の
「
枕
草
子
・
柴
式
部
日
記
」
の
頭
注
で
 
「
『
出
で
ま
う
で
 
 
 

釆
』
の
表
現
に
笑
い
が
あ
る
」
と
記
し
て
い
る
の
も
、
謙
譲
語
と
し
て
の
「
ま
う
で
来
」
を
当
て
て
り
こ
と
と
思
わ
れ
る
。
い
う
ま
 
 

で
も
な
い
が
、
謙
譲
語
と
し
て
の
 
（
ま
う
づ
）
 
は
、
参
上
す
る
意
の
求
心
性
移
動
を
表
わ
す
動
詞
で
あ
る
。
L
た
が
っ
て
貴
所
に
向
 
 

っ
て
参
上
す
る
よ
う
な
場
合
に
用
い
ら
れ
る
の
を
通
則
と
す
る
。
も
し
、
こ
こ
の
例
が
謙
譲
語
と
L
て
の
用
法
に
従
っ
た
も
の
で
あ
 
 
 

る
と
す
れ
は
、
敬
意
の
対
象
は
話
し
手
で
あ
る
（
男
）
自
身
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
ヰ
三
し
め
な
愁
訴
の
こ
と
ば
だ
け
に
す
こ
ぶ
る
滑
 
 
 

播
な
こ
と
に
な
る
。
た
し
か
に
「
笑
い
が
あ
る
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
な
る
ほ
ど
、
話
し
手
が
み
ず
か
ら
を
待
遇
す
る
 
 

こ
と
に
な
る
よ
う
な
、
い
わ
ゆ
る
自
己
敬
語
と
し
て
の
例
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
、
『
宇
津
保
物
語
』
町
（
と
し
か
げ
）
 
 

の
巻
に
は
、
時
の
帝
の
傑
蔭
の
帰
朝
を
悦
ぶ
こ
と
ば
の
描
写
に
「
か
へ
り
ま
う
で
き
た
れ
る
こ
と
」
 
（
「
宇
津
傑
物
語
本
文
と
索
引
本
 
 

文
満
州
空
と
あ
る
。
し
か
し
治
天
の
君
の
こ
と
ば
の
描
写
と
（
下
衆
）
 
の
そ
れ
と
で
は
次
元
が
異
な
る
。
 
 

ま
た
、
『
響
子
』
の
「
郵
の
警
警
と
よ
り
就
弼
ゑ
な
ど
や
う
な
る
も
の
を
」
盲
二
十
壷
は
、
頭
声
行
成
が
お
甥
 
 

た
解
文
よ
う
り
文
を
添
え
て
清
少
納
言
の
も
と
に
餅
健
を
届
け
た
と
い
う
話
で
あ
る
が
、
清
少
納
言
も
負
け
じ
と
「
み
づ
か
ら
持
て
 
 

れ
い
た
ん
 
 

こ
し
も
ペ
 
 

ま
う
で
来
ぬ
下
部
は
、
い
と
冷
淡
な
り
と
な
む
見
ゆ
る
」
と
駄
酒
落
を
混
え
た
お
ど
け
た
文
を
返
す
と
い
う
く
だ
り
が
あ
る
。
こ
の
 
 

「
ま
う
で
来
」
も
、
一
見
尊
大
な
印
象
を
与
え
る
、
謙
譲
語
と
し
て
の
使
用
で
あ
る
が
、
し
か
L
、
そ
れ
を
承
知
の
う
え
の
語
誰
で
 
 

あ
り
、
こ
れ
ま
た
、
「
泣
き
ぬ
ば
か
り
の
け
し
き
」
で
一
生
懸
命
訴
え
る
（
男
）
 
の
こ
と
ば
の
場
合
と
は
同
列
に
論
ず
る
こ
と
が
で
 
 

き
な
い
。
 
 
 

し
た
が
っ
て
、
こ
の
 
（
男
）
 
の
場
合
の
 
（
ま
う
で
く
）
が
自
己
敬
語
以
外
に
考
え
よ
う
が
な
い
と
す
れ
ば
、
そ
九
ほ
無
知
に
よ
る
 
 

以
外
の
何
も
の
で
も
な
く
、
嘲
罵
の
喘
い
を
招
く
の
も
当
然
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
 
 
 

た
だ
、
こ
こ
で
看
過
さ
れ
て
な
ら
な
い
の
は
、
（
ま
う
づ
｝
と
あ
れ
ば
い
つ
も
典
型
的
な
謙
譲
語
と
か
ぎ
っ
た
も
の
で
は
な
い
と
 
 

い
う
こ
と
で
あ
る
。
聞
き
手
と
お
の
れ
と
の
間
に
隔
絶
し
た
格
差
が
あ
る
と
い
う
待
遇
上
の
認
識
か
ら
、
お
の
れ
を
聞
き
手
の
支
配
 
 
 

10  



枕草子忙おけるく下衆〉の言掛こついて  

醍
醐
天
皇
を
意
義
し
た
使
用
で
あ
る
こ
と
、
言
を
供
つ
ま
で
も
な
い
。
 
 

蟻
 
 
貢
）
の
こ
と
は
の
（
ま
う
で
く
）
に
も
ど
る
。
（
は
べ
り
）
の
頻
出
、
（
さ
ぷ
ら
ふ
）
の
使
用
、
ま
た
（
つ
か
う
ま
つ
る
）
の
使
 
1
1
 
 
 

し
ゆ
入
ノ
た
い
 
 

下
に
隷
属
す
る
も
の
と
し
て
と
ら
え
、
お
の
れ
の
も
と
に
誰
か
が
訪
れ
た
り
何
か
が
出
来
し
た
り
す
る
こ
と
を
量
っ
て
話
柄
化
す
 
 

る
場
合
に
も
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
被
支
配
待
遇
的
な
用
例
は
、
（
ま
う
で
く
）
 
に
即
し
て
い
う
な
ら
ば
、
 
 

『
宇
辞
保
物
語
』
『
落
建
物
語
』
『
源
氏
物
語
』
な
ど
に
散
見
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
の
は
そ
の
一
端
に
す
ぎ
な
い
。
 
 

1
 
い
か
で
か
、
は
き
き
よ
め
む
と
お
も
ひ
侍
し
に
、
わ
ら
は
い
で
割
引
可
剖
て
、
は
ら
ひ
あ
け
て
す
ま
せ
侍
ら
す
る
に
、
ま
た
を
 
 

の
づ
か
ら
け
だ
も
の
な
ど
、
こ
の
み
・
か
づ
ら
く
の
ね
な
ど
と
り
割
引
可
到
て
（
下
略
）
（
『
宇
津
保
物
語
』
 
と
L
か
げ
・
「
芋
幹
 
 
 

傑
物
語
本
文
と
索
引
本
文
編
」
8
3
）
 
 

さ
 
2
 
み
だ
り
が
は
し
き
事
の
掛
で
ま
う
で
来
に
し
か
ば
、
物
も
覚
え
で
（
下
略
）
（
『
落
産
物
語
』
巻
二
・
「
日
本
古
典
文
学
大
系
」
 
 

一
二
三
ペ
ー
ジ
）
 
 

i  

き
と
い
 
 

ご
ろ
き
い
 
 

し
も
わ
ら
は
 
 

3
 
か
し
こ
に
侍
り
け
る
下
童
の
、
た
ゞ
こ
の
頃
、
宰
相
（
＝
女
房
名
。
筆
者
注
）
が
皇
に
出
で
ま
う
で
来
て
、
た
し
か
な
る
や
 
 
 

う
に
こ
そ
、
言
ひ
侍
り
け
れ
 
（
『
源
氏
物
語
』
・
帰
蛤
・
日
本
古
典
文
学
大
系
三
二
二
．
へ
1
ジ
。
「
源
氏
物
語
大
成
」
に
よ
れ
ば
諸
 
 
 

ら
 
 

本
異
同
な
し
〕
 
 

ヽ
ヽ
ヽ
 
 
 

l
は
、
少
年
仲
忠
が
そ
の
う
つ
ば
の
住
ま
い
を
訪
れ
た
貴
人
実
は
父
の
兼
雅
に
お
の
れ
の
身
の
上
を
語
る
こ
と
ば
、
2
ほ
典
薬
助
 
 

が
落
窪
の
姫
を
犯
そ
う
と
し
て
突
然
下
痢
に
襲
わ
九
失
敗
に
終
わ
っ
た
こ
と
を
権
中
納
言
の
北
の
方
に
報
告
す
る
こ
と
ば
で
、
と
も
 
 

に
わ
が
も
と
に
起
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
（
ま
う
で
く
）
を
用
い
て
い
る
。
3
は
、
明
石
の
中
宮
に
そ
の
上
蘭
女
房
大
猟
言
の
君
が
語
 
 

る
こ
と
ば
で
あ
り
、
「
宰
相
」
は
そ
の
仲
間
で
あ
る
。
話
し
手
白
身
で
は
な
い
が
、
中
宮
に
仕
え
る
女
房
と
し
て
お
の
れ
に
同
化
し
 
 

て
と
ら
え
得
る
人
物
で
あ
り
、
主
従
関
係
の
場
合
に
は
、
こ
の
よ
う
に
お
の
れ
に
引
き
つ
け
て
扱
う
こ
と
は
、
従
属
す
る
立
場
に
あ
 
 

る
も
の
に
と
っ
て
は
ご
く
あ
た
り
ま
え
な
こ
と
で
、
瞑
例
が
散
見
す
る
。
い
ず
れ
も
被
支
配
待
遇
的
な
色
彩
を
帯
び
た
（
ま
う
で
 
 

く
）
と
し
て
の
み
処
理
す
る
こ
と
が
可
能
な
例
で
あ
る
が
、
よ
り
部
っ
て
、
『
古
今
集
』
の
詞
書
に
散
見
す
る
「
さ
く
ら
の
花
の
さ
け
 
 

り
け
る
を
み
に
割
引
宵
到
た
り
け
る
人
に
ょ
み
て
お
く
り
け
る
」
〔
春
上
・
六
七
）
の
群
も
、
そ
れ
で
あ
る
。
葉
覧
す
る
相
手
で
あ
る
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用
等
と
の
均
衡
を
考
え
る
な
ら
ば
、
こ
の
（
ま
う
で
く
）
も
、
か
つ
て
、
r
講
碑
国
語
史
5
敬
語
史
」
の
筆
者
担
当
部
分
「
第
三
章
 
 

古
代
の
敬
語
＝
」
の
「
四
 
丁
寧
表
現
－
被
支
配
待
遇
表
現
」
（
大
値
館
、
昭
和
四
十
六
年
十
一
月
）
で
指
摘
L
た
よ
う
に
、
被
支
配
 
 

待
遇
的
用
法
と
解
す
の
が
し
ぜ
ん
で
あ
ろ
う
。
「
全
講
枕
草
子
」
の
注
解
に
言
う
「
出
火
の
意
の
『
欠
い
で
来
』
を
て
い
ね
い
に
言
っ
 
 

た
も
の
と
解
す
る
」
の
が
よ
い
。
 
 
 

「
あ
か
ら
さ
ま
に
も
の
に
ま
か
り
た
り
し
ほ
ど
に
」
の
 
（
ま
か
る
V
 
に
つ
い
て
も
同
様
の
こ
と
が
い
え
る
。
謙
譲
語
と
し
て
の
 
 

（
ま
か
阜
V
 
は
貴
所
か
ら
遠
ぎ
か
る
、
退
去
す
る
と
い
う
遠
心
性
移
動
を
表
わ
す
の
を
典
型
的
な
用
法
と
す
る
。
そ
れ
を
こ
こ
の
例
 
 

に
当
て
は
め
る
な
ら
、
外
出
し
た
こ
と
を
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
自
宅
を
貴
所
と
し
て
と
ら
え
た
よ
う
な
か
っ
こ
う
に
な
 
 

り
、
滑
椿
な
自
己
敬
語
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
（
ま
か
る
）
に
も
、
（
ま
う
で
く
）
 
の
場
合
と
同
じ
よ
う
に
、
聞
き
手
に
対
し
て
、
 
 

謹
粛
畏
敬
の
態
度
を
持
し
な
が
ら
、
お
の
れ
の
、
ま
た
お
の
れ
と
同
化
し
て
と
ら
え
得
る
人
物
の
行
動
を
謙
抑
的
に
話
柄
化
す
る
際
 
 

に
も
使
用
さ
れ
る
と
い
う
用
法
が
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
こ
も
そ
れ
で
あ
る
と
解
す
の
が
適
切
で
あ
ろ
う
。
 
 

か
た
め
 
 
 

次
は
、
「
い
か
で
か
、
片
目
も
あ
き
つ
か
う
ま
つ
ら
で
は
」
の
 
（
つ
か
う
ま
つ
る
）
 
で
あ
る
。
こ
の
ハ
つ
か
う
ま
つ
る
）
も
、
聞
き
 
 

手
と
お
の
れ
と
の
間
に
隔
絶
し
た
格
差
を
認
め
、
謹
粛
農
敬
の
態
度
を
も
っ
て
お
の
れ
、
ま
た
お
の
れ
の
側
と
し
て
と
ら
え
た
人
物
 
 

な
ど
の
行
動
を
相
手
の
支
配
下
に
あ
る
が
ご
と
く
に
抑
え
て
話
柄
化
す
る
用
法
と
し
て
の
例
と
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
揮
例
と
し
 
 

て
は
、
『
源
氏
物
語
』
（
手
習
）
 
の
巻
の
故
朱
筐
院
の
御
領
宇
治
院
の
宿
守
の
こ
と
ば
の
な
か
に
み
え
る
例
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
 
 

i
つ
七
つ
か
 
 

る
。
「
狐
の
、
仕
う
ま
つ
る
な
り
（
＝
「
源
氏
物
語
大
成
」
に
よ
九
ば
、
「
つ
か
ま
つ
る
な
り
」
と
す
る
本
文
も
あ
る
。
筆
者
住
）
。
こ
 
 

と
i
 

を
と
と
し
 
 

あ
ゃ
 
の
木
の
も
と
に
な
む
、
時
′
＼
、
怪
し
き
わ
ざ
な
む
（
＝
こ
の
 
「
な
む
」
ほ
よ
け
い
。
な
い
本
文
あ
り
。
同
）
 
し
侍
る
。
一
昨
年
の
 
こ
ふ
た
お
ど
う
 
 

秋
も
、
こ
～
に
侍
る
人
の
子
の
、
二
つ
ば
か
り
に
侍
り
し
を
、
と
り
て
、
ま
う
で
来
た
り
し
か
ど
、
見
驚
か
ず
侍
り
き
」
（
日
本
古
 
 

典
文
学
大
系
二
二
四
三
ペ
ー
ジ
）
の
 
（
つ
か
う
ま
つ
る
）
 
が
そ
れ
で
あ
る
。
相
手
は
高
僧
の
誇
れ
高
い
横
川
の
僧
都
の
一
行
で
あ
っ
 
 

て
、
宿
守
と
の
聞
の
身
分
上
の
格
差
に
は
大
き
な
懸
隔
が
あ
る
。
 
 
 

た
だ
し
、
（
つ
か
う
ま
つ
る
）
 
は
、
謙
譲
語
と
し
て
の
場
合
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
被
支
配
待
遇
的
な
場
合
に
お
い
て
も
、
格
闘
 
 

係
の
表
示
と
い
う
点
に
お
い
て
は
、
（
を
）
格
を
要
求
す
る
の
を
通
則
と
す
る
。
す
な
わ
ち
待
遇
的
意
味
を
ほ
ず
し
て
い
う
な
ら
は
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の
こ
と
を
ロ
に
す
る
よ
う
な
際
に
用
い
ら
れ
る
ど
ち
ら
か
と
い
え
は
園
苦
し
く
も
っ
と
も
ら
し
い
印
象
を
与
え
る
こ
と
ば
使
い
だ
っ
 
 

Ⅲ
 
た
か
と
思
わ
れ
る
。
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
愁
訴
ナ
る
（
男
）
も
年
配
者
で
あ
る
と
み
る
の
が
し
ぜ
ん
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
『
大
 
1
3
 
 
 

（
 
－
 
を
す
る
∨
の
よ
う
に
抽
象
で
き
る
の
が
通
則
で
あ
る
。
そ
の
点
、
こ
の
例
で
は
、
目
が
明
く
、
つ
ま
り
文
字
が
読
め
る
と
い
う
 
 

自
動
性
表
現
に
用
い
ら
れ
て
い
て
特
殊
で
あ
る
。
あ
る
い
ほ
、
そ
の
点
も
、
清
少
納
言
た
ち
に
と
っ
て
は
奇
異
に
感
じ
ら
れ
た
の
か
 
 

も
し
れ
な
い
。
 
 
 

聞
き
手
に
対
す
る
謙
抑
の
態
度
を
表
明
す
る
言
辞
は
、
用
言
関
係
の
表
現
の
み
に
と
ど
ま
ら
ず
、
体
言
に
も
認
め
ら
れ
る
。
そ
れ
 
 

上
ど
め
 

b
与
は
ペ
 
が
「
夜
殿
に
寝
て
侍
り
け
る
童
」
の
（
わ
ら
ほ
べ
）
で
あ
る
。
こ
の
（
わ
ら
は
ペ
）
が
妻
を
指
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
断
る
 
 

ま
で
も
あ
る
ま
い
。
自
分
の
妻
を
指
し
て
（
わ
ら
は
べ
）
あ
る
い
は
 
（
わ
ら
べ
）
と
い
っ
た
例
と
し
て
は
、
「
大
鏡
』
の
世
髄
、
緊
 
 

樹
の
こ
と
は
の
そ
れ
が
よ
く
引
き
合
い
に
出
さ
れ
る
が
、
平
安
時
代
を
通
じ
て
み
る
と
、
案
外
に
用
例
が
乏
L
い
。
『
大
鏡
』
の
昔
 
 

さ
ぷ
ら
い
 
物
語
の
条
に
、
世
継
が
良
峰
乗
樹
が
歌
徳
に
よ
っ
て
石
清
水
八
幡
の
憐
憫
を
蒙
り
官
途
の
栄
進
を
得
た
話
を
語
る
の
を
聞
い
た
侍
 
 

が
そ
の
誤
り
を
指
摘
し
て
「
（
石
清
水
八
幡
で
の
こ
と
で
は
な
く
て
）
賀
茂
の
御
前
に
と
か
や
、
は
る
か
の
よ
の
も
の
が
た
り
に
童
 
 

部
申
侍
め
る
は
」
と
述
べ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
（
日
本
古
典
文
学
大
系
、
二
六
三
ペ
一
三
。
日
本
古
典
文
学
大
系
の
住
も
、
目
太
古
 
 

典
全
集
の
解
も
、
そ
の
「
童
部
」
を
愚
妻
と
し
て
い
る
が
、
佐
藤
球
の
「
大
鏡
詳
解
」
の
説
く
よ
う
に
、
こ
の
話
は
よ
く
周
知
さ
れ
 
 

て
い
て
、
「
遥
に
古
き
世
の
物
語
と
し
て
、
児
童
も
申
し
伝
へ
居
る
」
の
よ
う
に
解
す
の
が
よ
い
。
す
く
な
く
と
も
愚
妻
の
意
と
と
 
 

ら
ね
は
な
ら
ぬ
積
極
的
な
理
由
は
見
い
だ
L
が
た
い
。
 
 
 

こ
の
疑
わ
し
い
例
を
除
く
と
、
世
継
、
繁
樹
の
こ
と
ば
の
例
の
ほ
か
に
は
、
『
宇
捧
保
物
語
』
ハ
嵯
峨
院
）
 
の
巻
の
「
か
の
大
将
の
 
 

こ
ゝ
の
つ
に
あ
た
る
む
す
め
は
、
よ
り
あ
き
ら
が
わ
ら
は
べ
に
て
な
ん
は
べ
る
」
 
（
「
宇
津
保
物
語
本
文
と
索
引
本
文
編
、
三
一
五
）
 
 

と
い
う
例
が
見
当
た
る
程
度
で
あ
る
。
こ
の
 
「
よ
り
あ
き
ら
」
と
い
う
人
物
ほ
、
上
野
宮
栢
明
で
、
東
宮
た
ち
に
向
っ
て
、
も
っ
と
 
 

あ
て
み
ゃ
 
 

も
ら
し
く
得
々
と
し
て
自
分
の
妻
が
世
の
男
性
の
憧
れ
の
的
で
あ
る
左
大
将
家
の
九
の
君
貴
官
 
－
 
実
は
そ
の
身
代
り
の
偽
者
で
あ
 
 

る
 
ー
 
で
あ
る
こ
と
語
る
こ
と
は
で
あ
る
。
世
継
、
繁
樹
が
常
識
を
超
え
た
高
齢
者
で
あ
る
こ
と
一
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
頼
明
も
 
 

ふ
与
み
こ
 
「
舌
御
子
」
と
し
て
描
か
れ
て
お
り
、
か
な
り
の
年
配
と
考
え
ら
れ
る
。
な
お
詮
索
の
要
が
あ
る
が
、
年
寄
が
相
手
を
意
識
し
て
妻
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鏡
』
の
先
刻
の
存
疑
の
例
の
侍
は
、
「
二
十
ば
か
り
」
の
若
者
で
あ
り
、
そ
の
点
で
も
他
の
例
か
ち
は
外
れ
る
こ
と
に
な
る
。
 
 

1
 
 

萩
谷
朴
は
新
潮
日
本
古
典
集
成
「
枕
草
子
下
」
甲
該
当
箇
所
（
第
二
百
九
十
四
段
）
で
、
寡
小
君
・
細
君
な
ど
と
並
べ
、
「
夫
人
を
 
 

若
く
小
き
い
老
の
よ
う
に
い
う
の
ほ
、
一
徳
の
愛
情
表
現
で
あ
ろ
う
か
」
と
注
を
施
し
て
い
る
が
、
嚢
そ
の
も
の
に
呼
び
か
け
て
用
 
 

い
る
な
ら
い
ぎ
知
ら
ず
、
他
人
に
対
す
る
こ
と
ば
の
な
か
で
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
考
え
る
な
ら
、
や
は
り
愚
妻
に
当
た
る
卑
下
 
 

（
男
）
 
の
も
っ
と
も
ら
し
く
改
ま
っ
た
謙
抑
の
態
庶
を
看
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
 
 
 

め
 
の
表
現
と
み
る
方
が
し
ぜ
ん
で
あ
ろ
う
。
と
も
あ
れ
、
（
妻
）
（
女
）
 
の
額
を
用
い
ず
、
（
わ
ら
は
ぺ
）
を
用
い
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
 
 

以
上
、
（
男
）
 
の
こ
と
ば
が
い
か
に
恩
恕
丁
重
を
撮
め
た
も
の
で
あ
る
か
に
つ
い
て
考
察
し
た
。
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
か
か
る
 
 

謙
抑
の
態
度
を
示
す
言
辞
の
濃
密
な
慣
用
が
恰
好
の
地
と
な
っ
て
（
夜
殿
）
 
の
適
正
を
欠
い
た
使
用
の
奇
妙
さ
を
際
立
た
せ
る
こ
と
 
⊥
み
 
 

に
な
る
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
思
い
当
た
る
の
が
先
に
も
触
れ
た
「
丈
の
こ
と
は
な
め
き
人
こ
そ
い
と
に
く
け
れ
」
 
の
段
で
あ
る
。
 
 

そ
の
な
か
に
は
、
「
お
ほ
か
た
さ
し
向
か
ひ
て
も
、
な
め
き
は
、
な
ど
か
く
い
ふ
ら
む
と
か
た
は
ら
い
た
し
。
ま
い
て
、
よ
き
人
な
 
 

ゐ
な
か
 
 

ど
を
さ
申
す
老
は
い
み
じ
う
ね
た
う
さ
へ
あ
り
。
田
舎
び
た
る
者
な
ど
の
、
さ
あ
る
は
、
を
こ
に
て
い
と
よ
し
」
と
い
う
箇
所
が
あ
 
 

る
。
こ
の
記
事
に
よ
れ
ほ
、
清
少
納
言
の
脳
裡
に
描
か
れ
て
い
る
地
方
人
像
は
、
敬
語
を
う
ま
く
操
れ
な
い
無
作
法
な
も
の
の
言
い
 
 

方
を
し
て
平
気
で
い
る
人
間
と
い
う
こ
と
で
あ
る
ら
し
い
。
と
す
れ
ほ
、
こ
の
「
 
（
男
）
 
の
こ
と
は
は
そ
れ
か
ら
外
れ
る
。
新
潮
日
本
 
 

み
ま
く
さ
 

む
ま
 

い
へ
 
 

古
典
集
成
版
の
注
に
よ
れ
ば
、
「
馬
づ
か
さ
の
御
末
席
み
て
侍
り
け
る
家
」
は
、
藻
壁
門
外
、
西
の
大
宮
西
、
中
御
門
南
に
あ
る
左
 
 

属
寮
と
か
、
そ
町
甫
に
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
右
馬
景
町
に
付
属
す
る
隈
町
舎
に
付
随
し
て
い
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
い
う
。
ま
た
先
に
紹
 
 

介
し
て
お
い
た
よ
う
に
定
子
が
平
生
邑
宅
に
滞
在
中
の
出
来
事
と
も
い
う
。
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ほ
、
お
そ
ら
く
は
こ
の
（
男
）
 
は
 
 

西
京
あ
た
り
に
居
伴
し
、
生
昌
宅
に
出
入
し
て
い
た
人
物
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
な
か
な
か
餞
舌
で
あ
る
こ
と
と
い
い
、
適
正
を
欠
 
 

く
と
ほ
い
え
（
夜
殿
）
 
の
よ
う
な
酒
薄
れ
た
用
語
も
口
に
し
て
み
せ
る
点
と
い
い
、
け
っ
こ
う
も
の
馴
れ
た
ロ
の
き
き
方
の
で
き
る
 
 

都
会
の
住
民
の
姿
が
浮
か
ぷ
。
愚
直
一
点
張
り
の
人
物
の
よ
う
に
説
か
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、
ど
う
や
ら
再
考
の
余
地
が
あ
る
と
思
 
 

わ
れ
る
。
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三
 
「
僧
都
の
御
乳
母
の
ま
ま
な
ど
」
 
の
段
の
下
衆
の
言
辞
に
つ
い
て
ー
そ
の
二
 
 

次
に
 
∧
夜
殿
）
 
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
 
 
 

寝
所
を
指
す
語
群
に
は
 
（
夜
鮭
）
 
の
ほ
か
に
 
ハ
ね
や
）
（
ね
ど
こ
ろ
）
（
よ
る
の
お
と
ど
）
（
よ
る
の
お
ま
し
）
等
々
が
あ
る
。
そ
 
 

の
う
ち
で
 
（
ね
や
）
 
は
、
和
歌
に
も
用
い
ら
れ
て
い
る
し
、
物
語
類
の
地
の
文
、
会
話
文
な
ど
に
も
用
い
ら
れ
て
い
て
、
偏
り
が
な
 
 

い
。
そ
の
意
味
で
は
も
っ
と
も
標
準
的
な
こ
と
ば
と
い
っ
て
よ
い
。
そ
れ
に
く
ら
べ
る
と
、
（
夜
置
）
 
は
、
『
倭
名
類
緊
砂
』
 
の
第
十
 
 

巻
、
居
宅
類
第
百
冊
六
の
「
殿
」
の
項
で
「
寝
殿
」
に
つ
い
て
和
名
と
し
て
禰
夜
を
示
し
た
あ
と
に
「
方
言
要
目
姦
止
寝
室
也
」
 
 

と
記
さ
れ
て
い
る
が
、
和
文
系
文
献
に
徹
す
る
か
ぎ
り
で
は
、
管
見
の
範
囲
で
は
、
散
文
部
分
で
の
た
し
か
な
例
ほ
、
こ
こ
の
（
男
）
 
 

の
こ
と
は
の
描
写
の
そ
れ
が
唯
一
で
あ
っ
て
、
他
は
す
べ
て
和
歌
に
集
中
す
る
。
も
っ
と
も
、
今
本
『
と
り
か
へ
ば
や
』
に
は
「
春
 
 

宮
は
な
し
つ
ば
に
お
は
し
ま
せ
ほ
、
御
つ
ぼ
ね
ほ
せ
ん
よ
う
で
ん
に
せ
ら
れ
た
り
。
し
ば
し
は
よ
る
′
1
の
ば
り
て
、
ひ
と
つ
御
丁
 
 

忙
よ
と
の
ご
も
る
に
」
（
古
典
文
庫
「
と
り
か
へ
ば
や
上
」
・
四
六
ペ
ー
ジ
）
と
い
う
「
よ
と
の
ご
も
る
」
の
例
が
あ
る
が
、
「
大
と
の
 
 

ご
も
る
」
の
誤
写
の
靡
い
も
あ
り
、
そ
う
で
な
く
て
も
、
平
安
時
代
の
例
と
同
列
に
扱
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
 
 
 

和
歌
の
な
か
に
用
い
ら
れ
た
（
夜
殿
）
 
は
、
地
名
の
淀
野
と
掛
け
た
例
、
淀
野
を
表
面
に
立
て
て
（
夜
殿
）
 
の
意
味
を
響
か
せ
た
 
 

例
が
目
立
つ
。
次
の
よ
う
な
例
が
そ
れ
で
あ
る
。
 
 

l
 
ね
や
の
う
へ
に
ね
ぎ
し
と
ど
め
よ
あ
や
め
草
た
づ
ね
て
引
く
も
同
じ
患
を
 
 

（
後
拾
遺
和
歌
集
・
夏
二
一
一
二
）
 
 

3
 
 

2
 
 
 

五
月
五
日
御
前
よ
り
根
を
腸
は
せ
た
れ
ば
 
 

た
ぐ
ひ
な
き
宝
の
封
瑚
の
あ
や
め
草
長
き
た
め
し
に
引
き
て
け
る
か
な
 
 

返
し
、
信
濃
の
君
 
 

二
ニ
ュ
 
も
ろ
と
も
に
玉
り
封
の
l
の
あ
や
め
草
引
く
べ
き
今
日
の
数
ぞ
知
ら
れ
ね
 
 
 

（
四
条
宮
下
野
集
）
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4
 
あ
せ
め
ぐ
さ
よ
ど
の
に
生
ふ
る
も
の
な
れ
ば
ね
な
が
ら
人
は
引
く
に
や
あ
る
ら
む
 
 

l
 
 

（
堀
河
御
時
百
首
和
歌
・
夏
・
菖
蒲
・
三
八
五
）
 
 

l
に
つ
い
て
は
、
親
昭
の
『
後
拾
遺
抄
注
』
に
「
淀
卜
云
所
：
ア
ル
野
ヲ
ヨ
ド
ノ
ト
ハ
云
也
。
7
ヤ
メ
マ
コ
モ
ナ
ド
ア
ル
所
也
。
 
 
 

文
寝
所
ヲ
モ
夜
腰
ト
イ
ヘ
パ
其
ニ
ヨ
セ
テ
ネ
ヤ
ノ
ウ
ヘ
ニ
ナ
ド
ハ
読
也
」
（
日
本
歌
学
大
系
別
巻
四
）
と
あ
る
の
に
従
う
。
2
・
3
に
 
 

つ
い
て
は
、
「
御
前
」
が
皇
后
寛
子
を
指
す
こ
と
を
思
え
ば
、
そ
れ
と
の
関
係
に
お
い
て
、
「
玉
の
よ
ど
の
」
が
皇
后
の
寝
所
を
意
味
 
 

し
、
ま
た
「
あ
や
め
草
・
■
■
・
・
＝
」
と
の
関
係
か
ら
は
淀
野
を
意
味
す
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
 
 

4
も
、
淀
野
の
意
味
を
表
面
に
立
て
、
夜
般
の
意
を
響
か
せ
て
い
る
。
『
堀
河
院
百
首
』
な
ど
の
古
注
も
、
そ
の
旨
を
指
摘
し
て
い
 
 
 

る
（
橋
本
不
華
男
・
滝
沢
貞
夫
「
晋
河
院
御
時
百
首
和
歌
と
そ
の
新
品
管
」
参
照
）
。
 
 

（
永
久
百
首
・
夏
・
避
暑
・
一
七
三
）
 
 
 

用
例
が
和
歌
に
集
中
す
る
と
い
う
事
実
か
ら
考
え
て
、
（
夜
巌
）
に
は
、
卑
近
な
日
常
生
借
用
語
で
は
な
く
和
歌
を
詠
む
折
な
ど
に
 
 

用
い
る
ペ
き
文
学
的
用
語
と
い
う
意
識
が
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
や
や
時
代
が
下
る
が
、
『
八
雲
御
抄
』
の
巻
第
三
、
枝
葉
部
に
 
 

は
、
百
科
全
書
式
分
類
の
も
と
に
歌
語
が
網
記
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
雑
物
部
で
寝
所
の
項
目
下
に
特
に
 
（
よ
ど
の
）
が
挙
示
さ
れ
て
 
 

い
る
の
も
、
そ
う
い
う
意
識
の
現
わ
れ
と
考
え
ら
れ
る
（
「
日
本
歌
学
大
系
別
巻
三
二
l
一
四
五
ペ
ー
ジ
参
照
）
。
 
 
 

す
な
わ
ち
（
夜
殿
）
 
は
、
単
に
寝
所
を
指
す
の
み
で
は
な
く
、
歌
語
と
い
う
特
定
の
文
体
的
価
値
を
も
具
え
た
用
語
な
の
で
あ
っ
 
 

て
、
そ
の
意
味
で
無
標
の
 
∧
ね
や
）
 
に
対
し
て
有
標
で
あ
る
。
従
来
こ
の
有
標
性
に
つ
い
て
は
顧
慮
さ
れ
る
と
こ
ろ
が
は
な
は
だ
乏
 
 

し
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
清
少
納
言
た
ち
の
囁
い
の
内
容
を
的
確
に
つ
か
む
う
え
で
、
こ
う
し
た
（
夜
殿
）
 
の
有
標
性
を
看
過
し
 
 

て
ほ
な
る
ま
い
。
 
 
 

6   5  

次
の
よ
う
な
例
は
、
ス
ト
レ
ー
ト
に
夜
殿
を
指
し
て
用
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
 
 

【
上
が
 
 
置
く
霜
の
暁
お
き
を
思
は
ず
は
君
が
よ
ど
の
に
夜
離
れ
せ
ま
し
や
 
 

玉
垂
の
み
す
さ
ぁ
ぐ
ま
で
返
す
阻
却
凸
画
り
う
ち
も
涼
し
か
り
け
り
 
 

（
後
撰
和
歌
集
・
恋
五
・
九
一
五
）
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督
部
を
宿
す
（
尻
）
も
、
貴
婦
人
相
手
の
こ
と
ば
と
し
て
は
卑
蝶
の
感
が
強
い
。
『
竹
取
物
語
』
に
は
、
や
が
て
迎
え
討
つ
こ
と
 
 

し
b
 

お
は
†
け
 
 

6
 
 

l
－
 
に
な
る
天
人
の
こ
と
を
竹
取
弱
が
罵
っ
て
人
聞
き
も
慣
ら
ず
「
さ
が
尻
を
か
き
出
で
～
、
こ
～
ら
の
公
人
に
見
せ
て
、
恥
を
見
せ
 
汀
 
 
 

こ
の
よ
う
な
歌
語
は
、
無
造
作
に
散
文
の
表
現
に
用
い
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
生
半
可
な
知
識
し
か
持
た
な
い
も
の
 
 

は
、
歌
語
を
用
い
さ
え
す
れ
ば
、
表
現
が
優
雅
に
な
る
と
錯
覚
し
や
す
い
。
文
彩
効
果
を
狙
っ
て
無
頓
着
に
歌
語
を
濫
用
し
、
嘲
笑
 
 

を
讃
く
。
『
源
氏
物
語
』
の
措
く
近
江
の
君
は
そ
の
よ
い
例
で
あ
る
。
姉
に
当
た
る
弘
徴
殿
女
御
に
は
じ
め
て
消
息
を
贈
る
場
面
が
常
 
 

ゎ
し
が
i
－
 
 

夏
毎
巻
に
措
か
れ
て
い
る
が
、
そ
の
文
面
は
「
葦
垣
の
ま
ぢ
か
き
程
に
は
さ
ぷ
ら
ひ
な
が
ら
、
今
ま
で
、
影
ふ
む
ば
か
り
の
し
る
L
 
 

な
こ
モ
 
 

も
侍
ら
ぬ
は
、
『
勿
来
の
閑
を
や
、
す
ゑ
さ
せ
給
へ
ら
む
』
と
な
ん
．
『
知
ら
ね
ど
も
、
武
蔵
野
と
い
へ
ば
』
か
し
こ
け
れ
ど
も
。
あ
 
 

な
か
し
こ
や
′
1
」
（
日
本
古
典
文
学
大
系
三
二
．
ヘ
ー
ジ
）
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
当
人
と
し
て
ほ
精
一
杯
気
取
っ
た
つ
も
り
で
 
 

あ
ろ
う
が
、
「
た
だ
い
と
ひ
な
び
た
る
あ
や
し
き
下
人
の
中
に
お
ひ
出
で
た
ま
へ
」
る
悲
し
さ
で
、
そ
甲
気
取
り
が
か
え
っ
て
裏
日
 
 

に
出
る
。
 
 
 

こ
の
（
男
）
 
の
場
合
に
は
、
お
よ
そ
風
雅
の
世
界
と
は
無
縁
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
の
強
い
（
下
衆
）
 
の
口
か
ら
、
そ
れ
こ
そ
唐
突
に
 
 

（
夜
殿
）
が
と
び
出
し
た
。
そ
う
い
う
異
和
感
が
よ
り
そ
ぐ
わ
な
い
印
象
を
強
め
て
囁
い
を
誘
う
。
し
か
も
そ
の
す
こ
し
前
で
は
、
歌
 
 

い
へ
し
b
 
語
と
ほ
お
よ
そ
正
反
対
の
「
が
う
な
の
や
う
に
、
人
の
家
に
尻
を
さ
し
入
れ
て
の
み
さ
ぶ
ら
ふ
」
 
と
い
う
卑
晒
な
表
現
を
平
気
で
口
 
 

に
L
て
い
る
の
で
あ
る
。
 
 
 

「
が
う
な
」
と
ほ
ヤ
ド
カ
リ
の
こ
と
で
あ
る
．
『
山
家
集
』
に
は
、
「
あ
ま
人
の
い
そ
し
く
か
へ
る
ひ
じ
き
も
の
は
こ
に
し
は
ま
ぐ
 
 

り
が
う
な
し
た
だ
み
」
（
下
）
と
い
う
例
が
あ
る
が
、
西
行
や
慈
虞
の
詠
作
に
は
、
伝
統
的
な
歌
詠
素
材
の
砕
に
こ
だ
ら
ぬ
奔
放
さ
 
 

が
あ
っ
て
、
そ
れ
が
大
き
な
魅
力
旺
な
っ
て
い
る
こ
と
を
患
う
ペ
く
、
一
般
的
に
は
、
ヤ
ド
カ
リ
ほ
和
歌
の
世
界
で
は
見
向
き
も
さ
 
 

れ
な
い
生
物
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
も
し
こ
の
時
代
（
が
う
な
）
と
濁
音
で
発
音
さ
れ
て
い
た
と
す
る
な
ら
 
ー
 
と
い
う
の
ほ
、
も
と
 
 

も
と
こ
の
語
ほ
「
か
に
み
な
（
蟹
咤
）
」
か
ら
語
形
変
化
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
、
「
か
う
な
」
 
と
発
音
さ
れ
て
い
た
の
で
ほ
な
い
か
 
 

と
推
定
さ
れ
る
の
で
 
－
、
お
そ
ら
く
は
、
聴
覚
印
象
か
ら
い
っ
て
、
例
の
「
名
お
そ
ろ
し
き
も
の
」
の
揮
に
も
入
れ
つ
べ
き
、
む
 
 

く
つ
け
き
も
の
と
し
て
の
印
豪
が
さ
ら
に
強
か
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
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う
へ
 

ん
」
（
日
本
古
典
文
学
大
系
・
六
二
ベ
ー
ブ
）
と
口
走
り
、
か
ぐ
や
姫
に
 
「
直
の
上
に
を
る
人
ど
も
の
聞
く
に
、
い
と
ま
さ
な
し
」
 
 

と
た
し
な
め
ら
れ
る
場
面
が
あ
る
。
こ
う
し
た
（
尻
）
 
の
使
用
は
、
そ
の
後
の
物
静
か
ら
は
姿
を
消
す
。
背
部
に
つ
い
て
の
あ
か
ら
 
 

さ
ま
な
言
及
の
例
が
そ
も
そ
も
捗
い
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
『
源
氏
物
語
』
竺
帝
木
の
巻
に
お
け
る
左
馬
頭
の
女
性
談
義
の
な
か
 
 

で
の
例
の
よ
う
に
、
ま
れ
に
（
尻
）
が
会
話
文
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
が
、
男
性
ど
う
し
の
そ
れ
の
な
か
で
あ
っ
て
、
貴
婦
人
 
 

相
手
の
こ
と
は
の
例
と
し
て
は
、
和
文
系
の
物
語
、
日
記
の
頼
で
は
、
他
に
類
例
を
見
い
だ
し
が
た
い
。
平
安
時
代
の
（
し
り
）
 
 

は
、
人
の
復
、
牛
車
の
後
部
の
乗
ロ
、
長
く
引
い
た
裾
等
々
に
つ
い
て
の
例
が
普
通
な
の
で
あ
っ
て
、
軍
部
を
給
し
た
例
は
、
た
と
 
 

え
ば
、
『
宇
渾
保
物
語
』
に
一
例
『
落
窪
物
語
』
に
二
例
、
『
源
氏
物
語
』
に
一
例
と
い
う
よ
う
に
砂
い
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
卑
 
 

媒
な
こ
と
は
が
、
い
と
も
無
神
経
に
（
男
）
 
の
ロ
か
ら
出
た
の
で
あ
る
。
（
夜
殿
）
と
は
奇
妙
な
対
照
を
な
す
わ
け
で
、
そ
の
対
照
 
 

が
∧
夜
畢
）
を
浮
き
上
が
ら
せ
て
場
違
い
な
印
象
を
よ
り
強
め
る
。
 
 
 

有
療
と
い
え
ば
、
も
う
一
つ
の
有
標
性
が
（
夜
殴
∨
 
に
は
認
め
ら
れ
る
。
そ
れ
は
「
殿
」
か
ら
の
連
想
な
の
で
あ
ろ
う
が
、
立
派
 
 

や
か
な
寝
所
の
イ
メ
ー
ジ
と
の
結
び
つ
き
が
強
く
、
晒
最
高
そ
れ
と
は
結
び
つ
き
が
た
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
先
に
掲
げ
た
例
の
 
 

う
ち
の
「
玉
の
よ
ど
の
」
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
は
、
そ
の
よ
う
な
（
夜
巌
）
 
と
特
定
の
貴
腐
観
念
と
の
結
び
つ
き
を
我
々
に
示
し
て
く
 
 

れ
る
。
用
例
5
・
6
も
、
見
す
ば
ら
し
げ
な
寝
所
で
は
あ
り
得
な
い
。
（
ね
や
）
 
に
は
そ
の
よ
う
な
偏
り
は
認
め
ら
れ
な
い
。
こ
の
 
 

点
に
お
い
て
も
、
無
標
の
 
（
ね
や
）
 
に
対
し
て
 
（
夜
殿
）
 
は
有
標
な
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
貴
腐
観
念
と
の
結
び
つ
き
と
い
う
こ
と
 
 

か
ら
い
え
ば
、
（
よ
る
の
お
と
ど
）
（
よ
る
の
お
ま
し
）
と
大
き
く
一
つ
に
括
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
竺
一
つ
の
用
語
は
、
（
夜
殿
）
 
 

と
は
反
対
に
散
文
専
用
の
語
で
あ
っ
て
、
和
歌
に
は
用
い
ら
れ
な
い
。
そ
甲
意
味
で
ほ
（
夜
殿
）
と
（
よ
る
の
お
と
ど
）
（
よ
る
の
お
 
 

ま
し
）
と
は
担
当
す
る
文
体
を
異
に
L
て
相
補
的
な
関
係
に
あ
る
と
い
え
る
。
た
だ
し
、
こ
の
二
語
は
、
主
と
し
て
天
皇
の
痩
所
、
 
 

そ
れ
以
外
の
場
合
で
も
中
宮
、
東
宮
、
高
位
の
貴
族
の
寝
所
を
宿
し
て
用
い
ら
れ
て
お
り
、
（
夜
殿
）
 
に
く
ら
べ
る
と
、
使
用
さ
れ
 
 

る
範
囲
が
よ
り
限
定
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
 
 
 

と
も
あ
れ
、
清
少
納
言
た
ち
の
通
念
と
し
て
は
、
（
夜
殿
）
 
は
、
し
か
る
べ
き
貴
族
の
寝
所
に
こ
そ
ふ
さ
わ
L
く
、
（
下
衆
）
 
の
そ
 
 

れ
に
は
そ
ぐ
わ
な
い
こ
と
ば
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
（
男
）
 
は
、
優
雅
な
こ
と
ば
と
い
う
意
識
だ
け
が
は
た
ら
い
て
、
お
の
れ
の
寝
 
 

さ  

18   
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所
を
指
L
て
用
い
る
こ
と
の
愚
か
し
さ
に
は
思
い
及
ば
な
い
。
せ
っ
か
く
の
敬
語
を
縦
糸
横
糸
と
し
て
織
り
上
げ
た
厚
手
の
紙
鍛
の
 
 

ご
と
き
牒
載
丁
重
な
口
調
も
．
こ
の
 
（
硬
般
）
一
語
の
た
め
に
破
綻
す
る
。
（
夜
殿
）
 
の
滑
借
さ
を
際
立
た
た
せ
る
た
め
の
地
の
役
 
 

割
を
果
た
す
破
目
に
な
る
。
 
 
 

か
く
て
、
（
夜
殿
）
 
の
使
用
は
、
二
重
の
意
味
で
清
少
納
言
た
ち
の
嘲
笑
を
買
う
こ
と
に
な
っ
た
。
清
少
納
言
の
即
興
の
戯
れ
歌
 
 

は
そ
の
囁
い
の
内
容
を
よ
く
示
し
て
く
れ
る
。
戯
れ
歌
の
な
か
の
 
（
よ
ど
の
）
 
の
使
用
ほ
、
嬉
野
に
掛
け
た
型
ど
お
り
の
歌
語
と
し
 
 

て
の
使
用
で
あ
り
、
（
夜
殿
）
 
の
適
正
な
用
法
を
（
男
）
 
に
教
え
る
か
た
ち
に
な
っ
て
い
る
1
も
っ
と
も
彼
が
そ
れ
を
理
解
で
き
 
 

よ
う
と
は
頭
か
ら
考
え
て
は
い
な
い
で
あ
ろ
う
が
。
ま
た
こ
の
 
（
夜
殿
）
 
に
は
、
群
小
置
か
ら
町
ボ
ヤ
く
ら
い
で
、
（
夜
麒
）
と
呼
 
 

ば
れ
る
よ
う
な
寝
所
を
持
つ
大
邸
宅
が
そ
う
も
あ
っ
さ
り
焼
失
す
る
も
の
か
し
ら
と
い
う
皮
肉
が
籠
め
ら
れ
て
も
い
る
。
（
下
衆
）
 
 

の
無
知
に
対
す
る
残
酷
な
ま
で
の
椰
叔
で
あ
る
。
 
 
 

そ
の
戯
れ
歌
を
短
冊
に
し
た
た
め
て
与
え
る
と
い
う
の
も
底
意
地
の
悪
さ
を
感
じ
さ
せ
る
。
こ
れ
は
す
で
に
藤
井
高
尚
が
『
松
の
 
 

落
葉
』
の
一
の
巻
で
鋭
く
措
摘
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
が
、
当
時
短
冊
に
和
歌
を
記
す
と
い
う
習
慣
は
な
く
、
（
男
）
 
の
助
力
乞
い
 
 

た
げ
な
様
子
を
見
て
、
し
か
る
べ
き
給
付
の
証
券
と
ハ
男
）
が
錯
覚
す
る
こ
と
を
見
こ
し
て
、
わ
ぎ
と
短
冊
に
し
た
た
め
た
の
で
あ
 
 

ろ
う
。
短
冊
は
荷
札
と
し
て
も
用
い
ら
れ
る
が
、
給
付
の
証
券
と
L
て
利
用
さ
れ
る
こ
と
も
多
か
っ
た
の
で
あ
る
。
清
少
納
言
の
狙
 
 

い
ど
お
り
（
男
）
 
は
、
「
も
の
い
く
ら
ば
か
り
に
か
」
と
問
う
て
、
さ
ら
に
嘲
弄
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
 
 
 

こ
う
し
た
清
少
納
言
の
言
動
を
倫
理
上
の
観
点
か
ら
き
び
し
く
非
難
す
る
の
は
容
易
で
あ
る
。
し
か
し
、
あ
く
ど
い
ほ
ど
に
清
少
 
 

納
言
が
∧
男
∨
の
こ
と
ば
に
こ
だ
わ
っ
た
理
由
の
詮
索
を
忘
れ
て
は
な
る
ま
い
。
清
少
納
言
を
し
て
度
を
過
ぎ
た
弱
い
着
い
じ
め
に
 
 

駆
り
立
て
る
ほ
ど
に
、
（
男
）
 
の
こ
と
ば
は
、
特
に
（
夜
殿
）
 
の
使
用
は
、
彼
女
を
刺
激
し
た
の
で
あ
る
。
（
夜
殿
）
 
の
使
用
は
何
故
 
 

そ
れ
ほ
ど
に
腹
に
据
え
か
ね
た
の
か
。
次
に
そ
こ
を
考
え
て
み
た
い
。
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四
 
r
懸
想
人
に
て
…
」
 
の
段
の
供
人
の
言
辞
に
つ
い
て
 
 

と
こ
ろ
で
、
特
定
の
知
識
が
な
け
れ
は
使
用
で
き
な
い
よ
う
な
こ
と
ば
が
ハ
下
衆
）
 
の
こ
と
ほ
の
描
写
の
な
か
忙
用
い
ら
れ
て
い
 
 

る
こ
と
に
つ
い
て
、
（
下
乗
V
 
が
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
を
み
ず
か
ら
の
こ
と
ば
と
し
て
操
れ
る
は
ず
が
な
い
と
い
う
前
提
に
立
っ
て
 
 

論
ぜ
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
河
北
騰
の
 
「
枕
草
子
論
の
一
視
点
」
（
「
国
文
学
言
語
と
文
芸
」
七
〇
号
・
昭
和
四
十
五
年
五
月
）
に
み
 
 

ら
れ
る
論
考
は
そ
の
好
例
で
あ
る
。
 
 
 

こ
の
論
文
の
「
三
 
現
実
や
人
生
へ
の
肯
定
的
な
見
方
」
 
の
員
三
朗
で
「
懸
想
人
に
て
釆
た
る
は
い
ふ
べ
き
に
も
あ
ら
ず
」
 
（
日
本
 
 

古
典
全
書
版
で
は
七
〇
段
〕
 
の
段
が
取
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
段
の
全
文
を
掲
げ
れ
ば
次
の
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
論
文
で
は
日
本
 
 

古
典
文
学
大
系
取
に
よ
っ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
例
に
よ
っ
て
日
本
古
典
全
書
版
に
よ
っ
て
示
す
。
も
っ
と
も
句
読
点
の
打
ち
方
、
 
 

若
干
の
表
記
面
の
違
い
を
別
に
し
て
、
志
文
は
ほ
と
ん
ど
同
じ
で
あ
る
。
 
 

か
た
 
 

け
き
l
r
 
 

懸
想
人
忙
て
来
た
る
は
い
ふ
べ
き
に
も
あ
ら
ず
、
た
だ
う
ち
語
ら
ふ
も
、
ま
た
さ
し
も
あ
ら
ね
ど
、
お
の
づ
か
ら
釆
な
ど
も
す
 
 

と
l
今
の
こ
わ
ら
止
 
 
 

る
人
の
、
簾
の
う
ち
に
人
人
あ
ま
た
あ
り
て
も
の
な
ど
い
ふ
に
、
ゐ
入
り
て
と
み
も
帰
り
げ
も
な
き
を
、
供
な
る
男
童
な
ど
、
 
 

魯
の
丸
 
 
 

と
か
く
さ
し
の
ぞ
き
、
け
し
き
見
る
に
、
「
斧
の
柄
も
朽
ち
ぬ
べ
き
な
め
り
」
と
、
い
と
む
つ
か
し
か
め
れ
ほ
、
な
が
や
か
に
う
 
 

よ
な
か
 
 
 

ば
人
な
う
く
な
，
 
 

供
 
 

ち
あ
く
び
て
、
み
そ
か
に
と
思
ひ
て
い
ふ
ら
め
ど
、
「
あ
な
、
わ
び
し
。
煩
悩
苦
悩
か
な
。
夜
は
夜
中
に
な
り
ぬ
ら
む
か
し
」
と
い
 
 
 

ひ
た
る
、
い
み
じ
う
心
づ
き
な
し
。
か
の
い
ふ
者
ほ
、
と
も
か
く
も
お
ば
え
ず
、
こ
の
ぁ
た
る
人
こ
そ
を
か
し
と
見
え
き
こ
え
つ
 
 
 

る
こ
と
も
失
す
る
や
う
に
お
ば
ゆ
れ
。
 
 
 

ま
た
、
さ
い
と
色
に
出
で
て
は
え
い
は
ず
、
「
あ
な
」
（
＝
底
本
「
あ
る
」
。
「
る
」
を
「
な
」
 
の
誤
字
と
し
て
処
理
す
る
説
に
従
 
 

す
 
 

し
た
ゆ
 
 
う
。
筆
者
荘
〕
と
高
や
か
に
う
ち
う
め
き
た
る
も
、
「
下
行
く
水
の
」
と
い
と
ほ
し
。
 
 

と
1
 
 
 

た
て
ロ
と
み
 
す
い
が
い
 
 

供
 
 

立
蔀
、
透
垣
な
ど
の
も
と
に
て
、
「
雨
降
り
ぬ
べ
し
」
な
ど
き
こ
え
ご
つ
も
、
い
と
に
く
し
。
い
と
よ
き
人
の
御
供
人
な
ど
は
 
 

く
だ
き
は
 
 
 

だ
ち
 
 
 

さ
も
な
し
。
君
達
な
ど
の
ほ
ど
は
よ
ろ
し
。
そ
九
よ
り
下
れ
る
際
は
み
な
さ
や
う
に
ぞ
あ
る
。
あ
ま
た
あ
ら
む
な
か
に
も
、
心
ば
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へ
見
て
ぞ
率
て
あ
り
か
ま
ほ
し
き
。
 
 
 

い
ま
、
当
面
に
必
要
な
か
ぎ
り
に
お
い
て
、
河
北
説
を
そ
の
論
文
中
の
言
説
を
適
宜
引
用
し
な
が
ら
か
い
つ
ま
ん
で
記
せ
は
、
次
 
 

の
よ
う
に
な
る
。
 
 
 

屋
外
で
主
人
が
賓
を
見
せ
る
の
を
待
っ
て
い
る
従
者
や
供
人
は
 
「
牛
餌
童
や
車
副
い
や
難
色
程
度
の
身
分
の
」
「
卑
し
く
無
教
養
 
 

キ
¢
九
 
 

で
、
無
学
に
近
い
当
時
り
下
層
階
扱
の
男
た
ち
」
で
あ
り
、
「
述
異
記
」
に
見
え
る
王
質
の
故
事
を
掩
ま
え
た
「
斧
の
柄
も
朽
ち
ぬ
ペ
 
 

き
な
め
り
」
と
か
、
「
仏
教
思
想
上
の
高
い
概
念
」
を
表
わ
す
「
煩
悩
苦
悩
」
 
と
い
っ
た
心
境
表
現
や
用
語
が
彼
等
自
身
の
こ
と
は
 
 

と
し
て
用
い
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
は
「
到
底
あ
り
得
な
い
こ
と
」
で
あ
っ
て
、
清
少
納
言
が
「
待
つ
身
の
辛
さ
に
同
情
し
、
そ
れ
を
 
 

如
何
に
す
れ
ほ
表
わ
し
出
せ
る
か
に
迷
っ
て
、
選
択
の
末
に
用
い
た
語
彙
」
な
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
古
歌
の
「
心
に
ほ
下
行
く
 
 

水
の
わ
き
か
へ
り
い
は
で
思
ふ
ぞ
い
ふ
に
ま
さ
れ
る
」
を
引
い
た
「
下
行
く
水
の
」
 
と
同
性
質
の
、
「
彼
女
の
磨
き
上
げ
た
得
意
の
 
 

用
語
」
す
な
わ
ち
清
少
納
言
の
用
語
で
あ
ろ
う
。
清
少
納
言
が
「
こ
う
い
う
特
異
な
語
を
用
い
て
ま
で
、
従
者
た
ち
の
心
理
や
苦
し
 
 

み
を
表
現
し
ょ
う
と
し
た
そ
の
根
底
忙
は
、
や
ほ
り
彼
ら
へ
の
一
種
微
妙
な
同
情
の
心
理
と
い
う
も
の
が
、
か
な
り
に
働
い
て
い
た
 
 

た
め
で
は
あ
る
ま
い
か
。
そ
れ
は
、
「
下
行
く
水
の
と
い
と
ほ
し
」
と
い
う
短
か
い
言
葉
の
中
に
、
豊
か
に
込
め
ら
れ
て
い
る
響
き
 
 

な
の
で
も
あ
っ
た
。
」
 
 
 

右
の
河
北
説
に
は
以
下
に
述
べ
る
よ
う
な
問
題
が
あ
り
、
首
肯
し
が
た
い
。
 
 
 

第
一
に
牛
餌
童
・
車
副
い
・
雑
色
程
度
の
身
分
の
男
た
ち
が
特
定
の
知
識
の
所
有
を
前
壊
す
る
用
語
、
表
現
を
操
れ
る
は
ず
が
な
 
 

ゐ
 
 

い
と
い
う
大
前
提
の
も
と
に
、
こ
の
段
に
み
ら
れ
る
従
者
・
供
人
の
心
情
描
写
や
不
満
の
つ
ぶ
や
き
の
括
写
が
彼
ら
の
こ
と
ば
の
写
 
 

実
で
ほ
な
く
清
少
納
言
の
創
作
で
あ
る
と
主
張
す
る
が
、
こ
の
大
前
提
の
立
て
方
に
は
観
念
的
炉
型
論
的
観
点
と
現
実
的
個
別
論
的
 
 

観
点
と
の
混
同
が
あ
っ
て
、
す
こ
ぶ
る
問
題
で
あ
る
。
た
し
か
に
貴
族
の
対
極
に
位
置
す
る
階
層
と
し
て
類
型
的
に
覿
識
さ
れ
る
平
 
 

均
的
な
∧
下
衆
∨
像
は
「
卑
し
く
無
数
着
で
無
学
に
近
い
」
 
人
間
像
と
し
て
形
象
化
さ
れ
る
し
、
し
た
が
っ
て
漢
籍
・
仏
典
に
由
来
 
 

す
る
用
語
や
表
現
と
は
縁
遠
い
は
ず
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
が
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
現
実
に
当
時
の
（
下
衆
）
 
の
す
ペ
 
 

て
が
ま
っ
た
く
そ
の
よ
う
な
用
語
や
表
現
と
は
無
濠
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
は
か
な
ら
ず
L
も
な
ら
な
い
ほ
ず
で
あ
る
。
現
実
的
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個
別
論
的
観
点
か
ら
の
綿
密
な
考
察
と
い
う
手
続
き
を
頗
ま
ず
、
観
念
的
操
型
論
的
な
（
下
乗
）
像
の
み
に
す
が
っ
て
極
め
つ
け
る
 
 

の
は
賛
同
し
か
ね
る
。
た
と
え
ば
、
『
今
昔
物
語
』
巻
廿
四
の
「
大
江
朝
綱
家
用
直
一
詩
読
二
語
第
廿
七
」
 
を
読
ん
で
み
ょ
う
。
こ
の
 
 

話
に
は
大
江
朝
桐
邸
に
仕
え
て
「
物
張
」
、
と
い
う
、
い
う
な
ら
ば
洗
渾
女
の
よ
う
な
仕
事
を
し
て
い
た
老
尾
が
登
場
す
る
が
、
「
文
 
 

章
ヲ
好
ム
輩
十
余
人
」
を
相
手
に
特
に
つ
い
て
談
じ
て
彼
ら
を
驚
か
す
。
門
前
の
小
僧
習
わ
ぬ
経
を
読
む
式
に
、
朝
綱
の
詩
を
吟
ず
 
 

る
の
を
ふ
だ
ん
か
ら
耳
に
し
て
い
て
い
つ
の
ま
に
か
、
聞
き
か
じ
り
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
漢
詩
に
通
ず
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
 
 

う
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
ぎ
ら
に
あ
る
こ
と
で
ほ
な
か
ろ
う
が
、
生
活
環
境
り
如
何
に
よ
っ
て
は
耳
学
問
な
ど
に
よ
っ
て
、
け
つ
 
 

こ
う
そ
九
な
り
の
知
識
を
蓄
え
、
気
の
利
い
た
用
語
や
表
現
な
ど
口
に
す
る
よ
う
な
連
中
も
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
 
 
 

そ
の
よ
う
な
意
味
で
は
京
や
そ
の
周
辺
の
住
民
が
注
目
さ
れ
る
。
『
大
鏡
』
 
の
序
の
部
分
に
「
下
溝
な
れ
ど
も
み
や
こ
ほ
と
り
」
 
 

と
い
う
こ
と
ば
が
あ
る
。
世
継
の
父
親
は
「
な
ま
学
生
に
つ
か
は
れ
」
 
る
低
い
階
層
町
出
身
で
あ
っ
た
が
、
「
下
囁
な
ど
れ
も
み
や
 
 

こ
ほ
と
り
」
と
い
う
こ
と
で
読
み
書
き
が
で
き
、
世
継
の
生
年
月
日
を
そ
の
産
衣
に
書
き
つ
け
て
お
い
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
（
下
 
 

蘭
な
れ
ど
も
み
や
こ
ほ
と
り
）
あ
る
い
は
（
み
や
こ
ほ
と
り
）
は
当
時
の
蕃
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
当
時
に
お
け
る
大
都
会
で
あ
 
 

る
王
城
の
地
や
そ
の
近
辺
の
住
民
は
、
（
下
衆
）
 
で
あ
っ
て
も
地
方
に
く
ら
べ
る
と
民
度
が
高
く
、
な
か
に
は
一
応
読
み
書
き
も
で
 
 

き
、
聞
き
か
じ
り
程
度
で
ほ
あ
っ
て
も
物
識
り
な
連
中
が
け
っ
こ
う
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
あ
の
炉
焼
の
厄
に
逢
っ
た
（
男
）
も
、
識
 
 

字
能
力
こ
そ
な
か
っ
た
が
、
お
そ
ら
く
ほ
そ
の
よ
う
な
住
民
の
一
人
で
あ
り
、
（
夜
巌
）
 
と
い
っ
た
用
語
を
口
に
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
 
 

そ
う
い
え
ば
、
『
大
鏡
』
の
世
継
も
、
時
平
伝
の
菅
公
の
粂
に
よ
れ
ば
、
責
乏
を
か
こ
つ
「
大
学
の
衆
」
の
も
と
に
食
物
な
ど
を
持
 
 

参
し
て
、
詩
歌
の
手
ほ
ど
き
を
受
け
た
の
で
あ
っ
た
。
本
格
的
な
素
養
は
な
く
と
も
、
へ
斧
の
柄
）
 
に
待
つ
身
の
つ
ら
さ
を
託
し
た
 
 

り
、
奉
公
り
身
の
つ
ら
さ
を
大
袈
裟
に
 
（
痕
悩
苦
悩
）
と
表
現
す
る
よ
う
な
牛
飼
董
な
ど
が
い
た
と
し
て
、
特
に
奇
と
す
る
に
は
当
 
 

た
ら
な
い
の
で
あ
る
。
 
 
 

し
た
が
っ
て
、
そ
の
 
（
斧
の
柄
）
（
煩
悩
苦
悩
∨
 
で
あ
る
が
、
と
も
に
高
度
の
知
識
の
所
有
を
前
提
と
し
て
は
じ
め
て
使
用
が
可
 
 

能
で
あ
る
よ
う
に
考
え
る
の
ほ
問
題
で
あ
る
。
∧
煩
悩
）
が
仏
典
由
来
の
語
で
あ
る
こ
と
ほ
断
る
ま
で
も
な
い
が
、
ふ
つ
う
（
煩
悩
 
 

な
う
 
 

苦
悩
）
と
い
う
組
合
せ
で
用
い
ら
れ
る
こ
と
ほ
な
い
。
こ
の
組
合
せ
は
 
（
悩
）
 
の
繰
返
し
か
ら
生
ず
る
リ
ズ
ム
感
を
狙
っ
た
語
呂
合
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せ
的
発
想
に
基
づ
く
表
現
で
、
民
衆
の
間
で
好
ま
れ
た
の
で
ほ
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
当
時
の
知
識
人
の
用
い
方
を
考
え
る
な
ら
、
 
 

『
源
氏
物
語
』
の
 
（
螢
）
 
の
巻
の
有
名
な
物
語
論
を
展
開
す
る
光
源
氏
の
こ
と
ば
の
な
か
の
例
を
み
る
の
が
よ
い
。
物
語
の
作
中
人
 
 

物
の
造
型
に
関
し
て
「
菩
提
と
煩
悩
と
の
へ
だ
た
り
な
む
、
こ
の
、
人
（
＝
作
中
人
物
。
筆
者
住
）
 
の
よ
き
あ
し
き
ば
か
り
の
こ
と
 
 

は
変
り
け
る
」
 
と
述
べ
て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
に
、
仏
教
上
の
概
念
と
し
て
は
 
（
菩
撞
）
 
の
対
と
し
て
用
い
ら
れ
る
こ
と
ば
で
あ
 
 

る
。
供
人
の
不
満
の
こ
と
は
の
な
か
の
（
煩
悩
苦
悩
）
 
は
、
そ
う
し
た
仏
教
上
の
思
想
と
は
か
け
離
れ
た
も
り
で
あ
っ
て
、
わ
が
身
 
 

の
つ
ら
さ
を
大
袈
裟
に
表
現
し
、
（
苦
悩
）
 
を
輩
謁
す
る
た
め
に
 
（
煩
悩
）
を
添
え
た
よ
う
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
注
意
L
た
い
。
 
 

こ
う
し
た
用
い
方
は
、
清
少
納
言
か
ら
み
る
な
ら
ば
、
適
正
を
欠
い
た
勝
手
な
用
い
方
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
 
 

に
、
（
下
衆
）
 
に
ほ
か
な
ら
ぬ
浅
薄
さ
が
露
呈
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
だ
い
た
い
が
仏
教
関
係
の
用
語
に
は
、
む
ず
か
し
い
理
屈
 
 

が
ど
こ
ま
で
理
解
さ
れ
た
か
は
別
と
し
て
、
法
会
な
ど
の
機
会
を
通
じ
て
、
広
く
∧
下
衆
）
 
の
層
に
も
流
通
す
る
よ
う
に
な
っ
た
も
 
 

の
が
あ
っ
た
こ
と
と
思
わ
れ
る
。
深
遠
な
思
想
の
理
解
が
と
も
な
わ
な
け
れ
ば
ロ
忙
し
待
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
 
 
 

（
斧
の
柄
）
 
は
『
述
異
記
』
り
王
質
の
故
事
に
由
来
す
る
表
現
で
あ
る
が
、
長
い
時
間
の
経
過
の
比
喩
と
し
て
、
貴
族
の
問
で
は
 
 

よ
く
用
い
ら
れ
た
ら
し
い
。
そ
れ
が
下
層
の
階
層
に
も
広
ま
る
と
い
う
こ
と
ほ
十
分
に
考
え
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
も
そ
 
 

れ
が
ど
の
よ
う
忙
用
い
ら
れ
た
か
の
詮
索
が
肝
要
で
あ
ろ
う
。
『
芋
幹
保
物
語
』
の
 
（
吹
上
・
上
）
 
の
巻
や
『
源
氏
物
語
』
の
 
（
松
 
 

風
）
 
の
巻
な
ど
に
例
が
あ
る
が
、
す
べ
て
数
時
間
と
い
っ
た
よ
う
な
短
い
時
間
の
経
過
の
比
喩
と
し
て
用
い
ら
れ
た
も
の
は
な
く
、
 
 

た
と
え
ば
 
『
芋
幹
保
物
語
』
 
の
場
合
で
あ
れ
は
、
一
月
ほ
ど
の
経
過
を
持
す
と
い
う
よ
う
忙
長
い
時
間
の
経
過
に
つ
い
て
用
い
ら
れ
 
 

て
い
る
の
で
あ
る
。
『
述
異
記
』
の
故
事
に
照
ら
せ
ば
当
然
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
ど
れ
ほ
ど
心
理
的
に
ほ
長
時
間
の
経
過
を
感
ぜ
ら
 
 

れ
よ
う
と
も
、
一
日
く
ら
い
の
経
過
忙
つ
い
て
用
い
る
と
す
れ
ば
、
非
常
識
な
濫
用
と
し
て
唄
わ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
主
待
ち
 
 

の
供
人
の
場
合
は
ま
さ
に
そ
れ
で
あ
り
、
清
少
納
言
か
ら
す
九
は
、
（
夜
頃
）
 
の
場
合
な
ど
と
同
様
に
、
身
の
捏
を
わ
き
ま
え
ず
洒
 
 

落
九
た
表
現
を
ロ
に
し
は
す
る
も
の
の
、
肝
腎
な
素
養
の
裏
付
け
の
な
い
悲
し
さ
で
、
た
ち
ま
ち
ぼ
ろ
を
出
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
 
 

る
の
で
あ
ろ
う
。
 
 
 

さ
て
、
こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、
（
斧
の
柄
）
（
煩
悩
苦
悩
）
が
清
少
納
言
が
供
人
の
「
待
つ
身
の
辛
さ
に
同
情
し
、
そ
れ
を
如
 
2
3
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何
に
す
れ
ほ
表
わ
し
出
せ
る
か
に
迷
っ
て
、
選
択
の
未
に
用
い
た
語
彙
」
で
あ
り
、
「
下
行
く
水
の
」
と
同
性
質
の
「
彷
女
の
磨
き
 
 

上
げ
た
得
意
の
用
語
」
で
あ
る
と
す
る
論
説
も
そ
の
ま
ま
に
ほ
受
け
容
れ
が
た
い
。
こ
の
段
の
供
人
ほ
、
霹
骨
に
待
つ
身
の
つ
ら
さ
 
 

を
嘆
い
て
主
人
へ
の
不
平
を
鳴
ら
す
不
心
得
な
そ
れ
と
、
供
人
の
分
を
わ
き
芋
え
て
ロ
も
と
ま
で
出
か
か
っ
た
嘆
き
を
抑
制
す
る
そ
 
 

れ
と
、
二
現
に
分
け
て
対
昧
的
に
描
か
れ
て
い
る
。
そ
こ
を
見
落
と
し
て
は
な
る
ま
い
。
心
理
の
描
写
に
（
斧
の
柄
）
が
、
こ
と
ば
 
 

の
描
写
に
（
煩
悩
苦
悩
）
が
現
わ
れ
て
い
る
の
は
前
者
で
あ
っ
て
、
こ
ち
ら
は
同
情
ど
こ
ろ
か
、
「
い
み
じ
う
心
づ
き
な
し
…
…
」
 
 

と
語
気
強
く
非
難
さ
れ
て
い
る
。
大
袈
裟
な
、
ま
た
い
い
加
減
な
（
奔
の
柄
）
や
（
煩
悩
苦
悩
）
の
使
用
は
、
清
少
納
言
に
と
っ
て
 
 

は
そ
う
し
た
供
人
の
不
躾
な
態
度
の
露
呈
と
し
て
不
快
感
を
強
め
る
要
因
と
し
て
ほ
た
ら
い
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
同
情
を
集
め
て
 
 

選
び
用
い
た
も
の
と
ほ
と
う
て
い
考
え
ら
れ
な
い
。
 
 
 

清
少
納
言
が
栢
応
の
同
情
を
示
し
て
い
る
の
は
、
「
色
に
は
出
で
て
え
い
は
ず
」
、
「
あ
た
」
と
う
め
い
て
あ
と
を
呑
み
こ
む
供
人
 
 

の
場
合
で
あ
る
。
平
安
時
代
に
お
い
て
は
（
あ
な
）
ほ
、
あ
と
に
形
容
詞
・
形
容
動
詞
の
類
を
伴
っ
て
用
い
ら
れ
る
の
を
原
則
と
す
 
 

る
。
そ
の
際
、
形
容
詞
・
形
容
動
詞
は
語
幹
が
用
い
ら
れ
る
の
が
普
通
で
あ
る
。
と
き
に
に
わ
か
の
腹
痛
に
周
章
す
る
老
女
の
こ
と
 
 

い
亡
 
ば
「
あ
な
腹
々
。
い
ま
聞
え
む
」
（
『
源
氏
物
語
』
（
空
蝉
）
）
の
よ
う
な
例
も
あ
る
が
、
一
「
あ
な
腹
痛
．
」
の
系
と
し
て
処
理
し
得
る
。
 
 

「
あ
な
」
の
み
で
一
語
文
と
な
っ
て
い
る
例
は
、
こ
こ
を
除
く
と
、
管
見
で
は
、
近
似
の
例
と
し
て
、
鬼
忙
襲
わ
れ
た
貴
姫
の
悲
鳴
 
 

の
描
写
と
し
て
の
、
間
投
助
詞
（
や
）
を
伴
っ
た
「
あ
な
や
」
が
『
伊
勢
物
語
』
の
第
六
段
に
見
い
だ
せ
る
程
度
で
あ
る
 
〔
こ
の
 
 

「
あ
な
や
」
に
つ
い
て
ほ
「
一
冊
の
講
座
伊
勢
物
語
」
 
－
有
精
堂
・
昭
和
五
十
七
年
十
二
月
－
所
収
の
拙
稿
「
伊
勢
物
語
の
文
 
 

章
・
文
体
」
参
牌
）
。
 
 
 

つ
ま
り
、
一
語
文
「
あ
な
」
は
き
わ
め
て
特
異
な
例
な
の
で
あ
っ
て
、
通
説
の
よ
う
に
単
に
嘆
息
の
表
現
と
し
て
す
ま
せ
る
も
の
 
 

で
は
な
い
。
形
容
詞
・
形
容
動
詞
と
組
み
合
わ
せ
に
な
っ
て
用
い
ら
れ
る
の
が
普
通
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
推
す
と
、
（
あ
な
）
の
み
 
 

で
言
い
切
っ
た
言
い
方
に
は
未
完
と
い
う
印
象
が
伴
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
供
人
は
、
主
人
へ
の
不
満
に
連
な
る
情
感
の
あ
か
 
 

ら
さ
ま
な
表
出
を
抑
え
て
 
呑
み
込
ん
だ
が
、
そ
の
「
あ
な
」
の
あ
と
に
は
、
情
感
や
そ
の
情
感
を
喚
び
起
し
た
情
況
を
表
わ
す
形
 
 

容
詞
・
形
容
動
詞
が
言
い
残
さ
れ
て
い
る
と
い
う
印
象
が
強
か
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
す
べ
て
を
言
い
尽
せ
は
、
不
躾
の
見
本
の
こ
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五
 
し
 
め
く
く
り
 
 

絶
対
主
義
の
時
代
の
フ
ラ
ン
ス
宮
廷
社
会
に
つ
い
て
社
会
学
甲
立
場
か
ら
考
察
を
加
え
た
ノ
ル
ペ
ル
ー
・
ユ
リ
ア
ス
の
著
作
が
翻
 
 

訳
さ
れ
て
い
る
。
波
田
節
夫
・
中
埜
芳
乏
・
寺
田
正
勝
共
訳
の
「
宮
廷
社
会
」
（
法
政
大
学
出
版
局
・
昭
和
五
十
六
年
三
月
）
が
そ
 
 

れ
で
あ
る
。
は
る
か
海
彼
の
、
異
な
る
歴
史
的
社
会
的
条
件
の
も
と
に
発
生
し
形
成
さ
れ
た
宮
廷
社
会
に
つ
い
て
り
考
察
で
は
あ
る
 
 

が
、
随
剋
に
平
安
時
代
の
宮
廷
費
族
社
会
を
連
想
さ
せ
る
よ
う
な
記
事
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、
ユ
リ
ア
ス
は
、
豊
富
な
事
例
を
踏
ま
 
 

え
な
が
ら
、
階
層
制
度
的
社
会
秩
序
の
頂
点
に
立
つ
絶
対
主
義
下
フ
ラ
ソ
ス
宮
廷
社
会
に
お
い
て
、
い
か
に
礼
蘇
作
法
が
細
心
忙
練
 
 

り
上
げ
ら
れ
か
つ
厳
格
に
実
践
さ
れ
た
か
を
明
ら
か
に
し
、
そ
の
意
義
に
つ
い
て
、
そ
う
L
た
礼
儀
作
法
の
実
践
は
、
宮
廷
社
会
の
 
 

自
己
表
現
忙
ほ
か
な
ら
ず
、
各
個
人
が
そ
れ
を
通
じ
て
お
た
が
い
に
際
立
ち
合
い
、
ま
た
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
所
属
メ
ン
 
 

バ
ー
が
皆
一
つ
軋
な
っ
て
そ
の
社
会
の
埼
外
に
あ
る
も
り
た
ち
虹
対
し
て
自
分
た
ち
を
際
立
た
せ
、
そ
の
よ
う
に
し
て
各
個
人
と
し
 
 

て
も
、
ま
た
貴
族
全
体
と
し
て
も
彼
ら
の
存
在
を
固
有
価
値
と
し
て
実
証
し
て
い
る
の
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
 
（
「
第
五
章
・
礼
儀
 
 

作
法
と
儀
式
 
－
 
人
間
社
会
の
権
力
構
造
の
関
数
と
し
て
の
人
間
の
行
動
様
式
と
思
考
様
式
靂
」
参
照
）
。
ま
た
、
一
八
世
紀
を
 
 

と
ば
の
な
か
に
あ
る
よ
う
に
「
あ
な
、
わ
び
し
」
の
よ
う
に
な
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
そ
の
言
い
残
さ
れ
た
「
わ
び
し
」
の
規
が
言
 
 

外
に
感
じ
ら
れ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
「
心
に
は
下
行
く
水
の
わ
き
か
へ
り
い
は
で
思
ふ
ぞ
い
ふ
に
ま
さ
れ
る
」
の
古
歌
が
思
い
浮
か
 
 

ん
で
、
同
情
が
漠
く
の
で
あ
る
。
等
し
く
鷹
し
い
階
層
の
供
人
と
い
っ
て
も
、
身
の
程
を
わ
き
ま
え
て
そ
れ
な
り
聖
石
動
を
抑
制
で
 
 

き
る
も
の
と
、
露
骨
に
言
動
に
慕
わ
す
不
躾
な
も
の
と
の
別
が
あ
り
、
そ
れ
が
そ
の
ま
ま
そ
の
主
家
の
身
分
・
家
格
の
優
劣
に
対
応
 
 

す
る
と
い
う
り
が
清
少
納
言
り
考
え
方
な
り
で
あ
っ
て
、
「
斧
ぬ
柄
」
「
煩
悩
苦
悩
」
と
、
「
下
行
く
水
の
」
と
で
は
ま
っ
た
く
次
元
が
 
 

異
な
る
の
で
あ
る
。
 
 
 

い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
の
段
忙
お
い
て
も
、
（
下
乗
）
 
の
用
い
る
（
斧
の
柄
）
そ
し
て
（
煩
悩
）
が
、
適
正
な
用
法
か
ら
逸
脱
し
て
 
 

い
る
と
い
う
点
で
、
か
の
 
（
夜
鮫
）
と
親
を
一
に
し
て
い
る
と
い
う
事
実
を
確
認
す
る
こ
と
が
肝
要
で
あ
ろ
う
。
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通
じ
て
最
大
か
つ
も
っ
と
も
規
範
的
は
サ
ロ
ソ
と
称
さ
れ
た
リ
エ
ク
サ
ソ
プ
ー
ル
元
師
夫
人
の
サ
ロ
ソ
に
つ
い
て
の
ゴ
ソ
ク
ー
ル
兄
 
2
6
 
 

弟
の
論
評
が
引
用
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
は
上
流
社
会
を
規
定
し
て
、
「
上
流
社
会
と
は
下
級
社
会
、
卑
俗
な
集
ま
り
、
地
方
社
会
 
 

か
ら
み
ず
か
ら
を
区
別
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
男
女
の
集
ま
り
の
一
種
で
あ
っ
た
。
し
か
も
そ
れ
は
好
ま
し
い
形
式
の
完
成
に
ょ
 
 

っ
て
、
作
法
の
優
雅
さ
、
感
じ
の
よ
さ
、
忠
恕
さ
を
通
し
て
、
相
手
へ
の
思
い
や
り
と
生
活
方
式
の
技
巧
を
通
し
て
で
あ
っ
た
。
 
 

（
略
）
身
な
り
と
行
動
様
式
、
態
度
と
礼
儀
作
法
は
上
流
社
会
に
よ
っ
て
厳
密
に
定
め
ら
九
た
」
と
あ
る
（
「
第
三
章
、
社
会
構
造
の
 
 

指
数
と
し
て
の
住
居
構
造
」
参
照
）
。
こ
れ
ら
は
『
枕
草
子
』
の
世
界
を
読
み
解
く
う
え
で
参
考
に
な
り
そ
う
で
あ
る
。
 
 
 

清
少
納
言
の
徹
底
し
た
階
層
差
別
観
念
が
頗
著
に
現
わ
れ
て
い
る
段
は
あ
ち
こ
ち
に
あ
る
が
、
な
か
で
よ
く
引
用
さ
れ
る
段
の
一
 
 

つ
に
「
に
げ
な
き
も
の
」
が
あ
る
。
「
に
げ
な
き
も
の
」
 
の
事
例
と
し
て
ま
っ
さ
き
に
掲
げ
ら
れ
て
い
る
の
が
「
下
乗
の
家
に
雪
の
 
 

降
り
た
る
。
ま
た
、
月
の
さ
し
入
り
た
る
も
、
く
ち
を
し
」
な
の
で
あ
る
（
四
十
三
段
）
。
自
然
現
蒙
に
お
い
て
す
で
に
然
り
と
す
 
 

る
な
ら
、
そ
の
よ
う
な
差
別
観
念
が
文
化
の
面
に
お
い
て
よ
り
強
く
露
骨
に
発
現
す
る
の
ほ
当
然
で
あ
ろ
う
。
清
少
納
言
の
考
え
る
 
 

と
こ
ろ
で
は
、
言
動
の
あ
り
方
ほ
個
体
を
通
じ
た
階
層
文
化
の
き
わ
め
て
明
瞭
な
具
現
で
あ
る
 
ー
 
も
っ
と
も
、
は
た
し
て
（
下
 
 

衆
）
 
の
層
に
文
化
な
る
も
の
を
清
少
納
言
が
認
め
た
か
ど
う
か
ほ
は
な
は
だ
疑
問
で
は
あ
る
が
。
∧
夜
殿
）
 
（
斧
の
柄
）
 
の
規
は
、
た
 
 

L
か
な
教
義
に
培
九
た
、
貴
族
の
こ
と
ば
と
し
て
こ
そ
ふ
さ
わ
し
く
、
貴
族
文
化
を
は
る
か
に
劣
位
の
階
層
か
ら
際
立
た
せ
て
彩
る
 
 

も
の
で
あ
る
。
も
し
そ
の
よ
う
な
階
層
の
出
身
者
が
ロ
に
す
る
と
す
れ
ば
、
ま
さ
に
 
（
似
げ
な
き
も
の
）
 
で
あ
り
、
身
の
程
を
わ
き
 
 

ま
え
ぬ
言
辞
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
も
、
彼
ら
の
ロ
か
ら
そ
う
し
た
こ
と
ば
が
出
る
と
き
、
結
局
ほ
 
（
下
衆
）
独
特
の
口
臭
を
 
 

帯
び
た
も
の
に
な
ら
ぎ
る
を
得
ず
、
適
正
な
用
法
か
ら
逸
脱
す
る
の
が
普
通
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
純
正
を
汚
す
も
の
と
し
て
憎
む
 
 

べ
く
、
ま
た
、
所
詮
は
猿
真
似
ほ
猿
真
似
と
し
て
そ
の
愚
か
し
さ
を
哩
う
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
。
「
僧
都
の
御
礼
母
の
ま
ま
な
ど
」
 
 

の
段
の
 
（
男
）
 
の
描
写
も
、
そ
し
て
ま
た
「
懸
想
人
に
て
来
た
る
ほ
い
ふ
べ
き
に
も
あ
ら
ず
」
の
段
の
供
人
の
描
写
も
、
そ
の
よ
う
 
 

な
清
少
納
言
の
 
（
下
衆
）
 
嗣
を
見
据
え
て
と
ら
え
る
こ
と
が
肝
要
で
あ
る
。
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注
 
 

丁
エ
 
こ
の
（
お
九
）
に
つ
い
て
ほ
、
拙
稿
「
中
世
物
語
説
話
の
表
現
」
（
「
日
本
の
説
話
7
言
葉
と
表
現
」
東
京
莞
術
 
昭
和
四
十
九
年
十
一
月
）
 
お
上
 
 
 

び
「
二
人
称
の
（
オ
レ
）
に
つ
い
て
 
－
 
鎌
倉
時
代
を
中
心
に
 
－
 
」
（
青
山
学
院
女
子
短
期
大
学
紀
要
・
第
二
十
七
常
・
昭
和
四
十
九
牢
十
二
 
 
 

月
）
 
参
照
。
 
 

な
お
、
筆
者
ほ
未
見
で
あ
る
が
、
こ
の
田
植
え
歌
に
つ
い
て
は
、
戸
田
芳
実
の
〓
○
－
〓
二
世
紀
に
お
け
る
農
業
労
働
と
村
落
」
 
（
大
阪
歴
史
 
 
 

学
会
編
「
中
世
社
会
の
成
立
と
展
開
」
所
収
）
 
に
論
が
あ
り
、
勧
農
の
鳥
で
あ
る
時
鳥
に
親
押
感
を
こ
め
て
呼
び
か
け
た
感
謝
の
歌
と
解
L
て
い
 
 
 

る
上
し
で
あ
る
。
黒
田
日
出
男
の
 
「
中
世
民
衆
の
生
産
と
生
活
」
（
〓
撰
4
生
活
・
文
化
・
思
想
」
ヨ
東
京
大
学
出
版
会
、
昭
和
五
十
六
年
・
八
 
 
 

月
∨
 
の
紹
介
に
よ
れ
ば
、
戸
田
の
説
ほ
、
西
岡
虎
之
助
の
「
民
衆
生
活
史
研
究
」
の
引
く
 
「
事
由
」
 
そ
の
他
の
歌
謡
を
援
用
し
て
組
み
立
て
ら
れ
 
 
 

て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
「
民
衆
生
活
史
研
究
」
 
（
福
村
書
店
・
昭
和
二
十
三
年
十
一
月
）
 
の
「
中
世
歌
謡
に
現
わ
れ
た
農
民
の
生
活
二
丁
稲
作
の
 
す
’
サ
▼
【
 
 
 

業
」
の
条
に
、
「
宴
曲
j
の
「
郭
公
」
の
一
部
が
引
用
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
本
文
は
「
何
の
田
長
ぞ
名
も
し
る
く
、
お
れ
鳴
い
て
ほ
早
首
と
り
、
丸
 
 
 

ほ
田
に
立
つ
営
み
に
、
靡
ひ
渡
る
君
が
世
の
げ
に
治
ま
れ
る
時
の
鳥
」
と
あ
る
。
そ
れ
に
従
え
ば
、
（
オ
レ
）
が
用
い
ら
れ
て
い
て
、
r
枕
草
子
」
 
 
 

の
田
植
え
歌
と
の
関
係
を
強
く
印
象
づ
け
ら
れ
る
が
、
兢
群
書
煩
雑
本
を
底
本
と
し
て
京
都
本
そ
の
他
を
対
校
し
た
「
宴
曲
十
七
帖
阿
蘇
曲
末
百
 
 
 

番
」
 
（
菅
田
東
伍
・
野
村
八
島
校
訂
・
国
書
刊
行
会
・
大
正
元
年
九
月
）
 
に
依
れ
ば
、
該
当
本
文
は
「
己
鳴
て
ほ
」
と
あ
り
、
校
訂
者
に
ょ
っ
て
、
 
 
 

「
オ
ノ
レ
」
と
ル
ビ
が
当
て
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
注
リ
ズ
ム
か
ら
み
て
も
（
オ
レ
）
よ
り
（
オ
ノ
レ
）
の
方
が
落
ち
着
き
が
よ
く
、
（
オ
レ
）
と
す
る
 
 

に
つ
い
て
は
疑
い
が
あ
る
。
 
 

た
だ
、
田
原
え
歌
と
し
て
は
、
「
枕
草
子
－
の
場
合
も
、
労
働
の
辛
さ
か
ら
、
せ
き
た
て
る
よ
う
に
鳴
く
時
鳥
の
悪
口
を
言
っ
た
と
解
す
る
の
が
 
 
 

妥
当
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、
た
紆
再
考
の
余
地
が
あ
り
そ
う
で
あ
る
8
も
っ
と
も
、
田
植
え
女
の
気
持
が
ど
う
で
あ
れ
、
そ
れ
を
聞
い
た
清
少
 
 
 

納
言
が
卑
罵
と
僻
し
た
と
い
う
こ
と
ほ
、
ま
ず
ゆ
る
が
な
い
と
い
っ
て
よ
い
。
 
 

も
う
一
つ
、
平
安
時
代
の
和
文
系
文
献
に
ほ
対
称
の
 
（
オ
レ
）
 
の
例
が
他
忙
見
当
ら
な
い
と
述
べ
た
が
、
小
林
芳
規
に
よ
っ
て
、
訓
点
資
料
に
 
 
 

は
、
い
わ
ゆ
る
角
輩
点
に
反
射
指
示
と
し
て
の
（
オ
レ
）
の
例
が
あ
至
と
が
指
摘
芦
れ
て
い
る
（
「
新
砂
弥
十
戒
威
儀
経
平
安
中
期
角
筆
点
続
 
 
 

稿
」
－
「
融
難
語
竺
国
語
論
集
」
昭
和
五
十
毒
十
二
月
㌧
「
角
筆
文
献
研
究
の
課
題
」
－
一
国
語
草
」
三
八
集
品
和
五
十
七
年
三
月
「
 
 
 

そ
の
例
が
反
射
指
示
か
あ
る
い
は
対
称
か
に
つ
い
て
ほ
筆
者
に
異
論
が
あ
る
が
、
戸
田
芳
実
の
説
と
と
も
別
の
機
会
に
私
見
な
ま
と
め
た
い
。
 
 

（
且
 
（
か
や
つ
）
の
類
例
と
し
て
は
、
（
く
や
つ
）
（
す
や
つ
）
（
や
つ
）
な
ど
が
見
い
だ
さ
九
る
。
女
性
を
言
語
主
体
と
す
る
こ
と
ば
の
描
写
に
用
い
ら
 
 
 

れ
た
例
と
し
て
ほ
、
「
落
建
物
表
」
の
権
中
納
言
の
北
の
方
の
そ
れ
が
注
意
さ
れ
る
。
貴
婦
人
と
卑
罠
の
結
び
つ
き
ほ
、
一
見
奇
異
な
印
象
を
与
え
 
 
 

る
か
も
し
九
な
い
が
、
こ
の
北
の
方
が
お
上
そ
貴
婦
人
の
理
想
像
か
ら
ほ
程
遠
い
、
い
わ
ゆ
る
（
さ
が
な
も
の
）
と
し
て
造
型
さ
れ
て
お
り
、
こ
と
 
 
 

さ
ら
忙
粗
暴
な
言
動
の
数
々
が
戯
画
化
さ
れ
て
描
写
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
思
う
べ
き
ヤ
あ
る
。
こ
の
北
の
方
の
人
物
造
型
と
そ
の
描
写
法
に
つ
い
 
 
 

て
ほ
拙
著
「
王
朝
貴
族
社
会
の
女
性
と
言
語
」
（
有
精
堂
・
昭
和
五
十
年
十
】
月
）
 
り
第
一
都
参
照
。
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付
 
 

記
 
 

秋
山
虔
に
「
僧
都
の
御
乳
母
の
ま
ま
な
ど
」
 
の
清
少
納
言
の
笑
い
を
論
じ
た
卓
抜
し
た
論
説
が
あ
る
。
「
ふ
た
り
の
才
媛
」
（
「
国
 
 

文
学
解
釈
と
鑑
賞
」
昭
和
五
十
二
年
十
一
月
）
が
そ
れ
で
あ
る
。
「
貴
族
的
伝
統
的
な
美
意
識
の
護
持
や
証
し
が
、
そ
れ
か
ら
は
ず
 
 

れ
る
も
の
に
対
す
る
酷
薄
な
速
断
、
排
除
に
よ
っ
て
純
化
き
れ
る
か
た
ち
を
見
る
こ
と
が
大
事
で
あ
ろ
う
」
と
い
う
指
摘
は
傾
聴
に
 
 

価
す
る
。
予
定
の
枚
数
を
超
過
し
て
し
ま
っ
た
た
め
忙
小
論
で
は
言
及
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
が
、
後
目
あ
ら
た
め
て
取
り
 
 

上
げ
た
い
。
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