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1
 
自
責
の
使
役
と
い
う
こ
と
の
意
味
 
 

『
平
家
物
語
』
や
『
平
治
物
語
』
な
ど
、
中
世
の
戦
記
物
語
の
記
述
中
に
、
本
来
は
受
身
の
表
現
が
用
い
ら
れ
て
然
る
べ
き
個
所
 
 

に
使
役
の
表
現
が
使
わ
れ
る
と
い
う
現
象
が
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
。
こ
の
現
象
は
早
く
か
ら
諸
家
の
間
で
注
目
さ
れ
て
い
た
と
こ
ろ
 
 

で
あ
り
、
私
自
身
も
表
現
の
文
法
と
い
う
観
点
か
ら
一
つ
の
解
釈
を
捷
示
し
た
こ
と
が
あ
る
が
、
そ
の
後
さ
ら
に
詳
し
く
調
べ
て
み
 
 

た
と
こ
ろ
、
い
く
つ
か
の
問
題
点
が
浮
び
あ
が
っ
て
き
た
の
で
、
こ
こ
に
全
面
的
に
再
検
討
を
加
え
て
み
た
い
。
 
 
 

ま
ず
問
題
の
表
現
と
ほ
ど
の
よ
う
な
も
の
か
。
念
の
た
め
、
そ
の
例
を
一
、
二
挙
げ
て
み
ょ
う
。
（
以
下
、
物
語
本
文
の
引
用
ほ
 
 

特
に
こ
と
わ
ら
な
い
限
り
「
日
本
古
典
文
学
大
系
」
に
よ
る
）
 
 

①
 
河
野
通
信
ち
ゝ
を
う
た
せ
て
、
「
心
や
す
か
ら
ぬ
も
の
な
り
。
い
か
に
し
て
も
酉
寂
を
打
ち
と
ら
ん
」
と
ぞ
う
か
が
ひ
け
る
。
（
『
平
家
物
 
 

語
』
巻
第
六
「
飛
脚
到
来
」
）
－
－
傍
点
引
用
老
、
以
下
同
じ
 
ー
 
 
 

⑧
 
英
次
に
信
濃
国
住
人
、
坂
井
大
野
大
道
出
て
、
－
（
中
略
）
－
か
け
入
所
を
、
首
藤
九
郎
よ
つ
引
て
政
夫
に
、
む
な
板
い
さ
せ
て
落
ち
に
け
 
 

り
。
（
『
倶
元
物
重
臣
中
「
白
河
殿
攻
め
落
す
事
」
）
 
 
 

③
 
命
に
か
へ
て
思
つ
る
景
黍
を
う
た
せ
つ
る
こ
そ
ロ
情
け
れ
。
重
盛
死
な
む
。
（
『
平
治
物
語
』
中
「
待
貿
門
の
軍
の
事
付
け
た
り
信
頼
落
つ
 
 

る
事
」
）
 
 

こ
れ
ら
の
傍
点
部
分
は
、
そ
れ
ぞ
れ
「
う
（
討
）
た
れ
て
」
「
い
（
射
）
ら
れ
て
」
な
ど
と
な
る
の
が
自
然
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
の
に
、
 
 
 

戦
記
物
語
に
お
け
る
白
書
の
使
役
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か
。
こ
れ
に
つ
い
て
従
来
は
は
ぼ
次
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
て
い
る
。
 
 

使
動
の
意
義
に
は
拘
束
的
意
義
と
許
容
的
意
義
と
あ
る
。
例
へ
ば
「
父
、
子
を
し
て
勉
強
せ
し
む
」
な
ど
は
拘
束
的
意
義
だ
が
、
 
 

「
図
書
館
を
設
け
一
般
人
を
し
て
入
場
せ
し
む
」
「
敵
に
胸
板
を
し
た
た
か
に
射
さ
せ
て
」
な
ど
と
い
ふ
の
は
許
容
的
だ
。
此
の
二
種
 
 

－
 
松
下
大
三
郎
『
改
揆
標
準
日
本
文
法
』
（
一
九
三
〇
）
 
－
 
 
 

は
何
れ
も
之
を
使
動
と
い
ふ
。
 
 

猶
、
鎌
倉
時
代
の
武
者
詞
に
、
使
役
の
形
で
受
身
の
意
味
を
あ
ら
は
す
も
の
が
あ
る
と
云
は
れ
て
ゐ
る
が
、
こ
れ
は
受
身
で
は
な
 
 

く
、
使
役
の
中
の
一
種
の
許
容
す
る
意
味
で
あ
ら
う
。
 
 
 

攻
め
よ
、
か
け
よ
、
隙
な
あ
ら
増
そ
（
源
平
盛
衰
記
、
四
二
）
 
 
 

僧
都
は
あ
や
し
の
ふ
し
ど
へ
も
帰
ら
ず
、
波
に
足
を
う
ち
洗
は
吋
、
霹
に
萎
れ
て
、
そ
の
後
は
其
処
に
て
ぞ
明
し
け
る
（
平
家
、
三
）
 
 
 

わ
れ
に
暫
時
の
暇
を
得
さ
増
よ
（
平
家
、
五
）
 
 

－
橋
本
進
吾
『
助
詞
・
助
動
詞
の
研
究
』
（
一
九
六
九
）
 
－
 
 
 

資
料
中
に
、
「
内
兜
を
射
剖
サ
」
 
「
家
の
子
郎
等
を
討
た
せ
」
等
の
表
現
が
多
く
見
え
る
が
、
形
式
的
に
は
使
役
の
意
の
助
動
詞
 
 

を
用
い
て
い
る
が
、
事
実
は
「
射
ら
る
」
 
「
討
た
れ
」
と
い
う
受
身
な
の
で
あ
る
。
受
身
を
使
役
の
形
で
表
現
す
る
こ
と
は
、
軍
記
 
 

－
 
岩
井
良
雄
『
流
布
本
平
家
物
語
語
法
考
』
（
一
九
七
八
）
】
 
 
 

物
語
の
特
徴
で
、
鎌
倉
時
代
の
武
士
言
葉
で
あ
る
。
 
 

戦
記
物
の
特
徴
と
し
て
有
名
な
、
受
動
熊
の
表
現
が
予
想
さ
れ
る
と
こ
ろ
に
使
役
態
の
表
現
を
し
た
も
の
が
多
い
。
 
 
 

子
息
河
野
四
郎
通
信
は
、
父
が
う
た
れ
け
る
時
、
（
中
略
）
其
へ
こ
え
て
有
あ
ほ
ず
。
河
野
通
信
ち
ゝ
を
討
た
せ
て
 
「
や
す
か
ら
ぬ
も
の
な
り
。
 
 

い
か
に
し
て
も
西
寂
を
打
と
ら
ん
」
と
ぞ
う
か
が
ひ
け
る
。
（
飛
脚
到
来
、
四
〇
五
頁
）
 
 
 

三
位
入
道
七
十
に
あ
ま
（
ッ
）
て
い
く
さ
し
て
、
弓
手
の
ひ
ざ
ロ
を
ゐ
さ
せ
、
い
た
で
な
れ
は
…
…
。
（
官
御
最
期
 
三
一
五
頁
）
 
 
 

こ
の
解
釈
は
い
ろ
い
ろ
試
み
ら
れ
て
い
る
が
、
「
（
う
っ
か
り
し
て
）
心
な
ら
ず
も
…
…
の
結
果
を
ひ
き
起
す
」
の
意
味
で
あ
ろ
 
 

ぅ
。
今
日
の
「
子
供
を
チ
フ
ス
で
死
な
せ
（
あ
る
い
は
殺
し
た
）
」
と
同
趣
の
も
の
と
考
え
る
。
 
－
『
日
本
古
典
文
学
大
系
3
2
 
平
家
 
 

物
語
上
』
∧
解
説
∨
 
－
 
 
 

「
す
」
 
「
さ
す
」
が
使
役
の
意
で
使
わ
れ
る
こ
と
は
前
代
と
大
差
な
い
が
、
そ
の
中
で
次
の
よ
う
に
受
身
の
意
に
使
わ
れ
た
こ
と
 
 
 

「
う
た
せ
て
」
「
い
さ
せ
て
」
と
な
っ
て
い
る
の
が
注
目
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
一
見
矛
盾
す
る
表
現
を
ど
う
解
釈
す
る
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が
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
 
 

†
†
．
J
一
一
 
 
 

桑
原
・
安
藤
二
か
け
出
て
、
悪
七
別
当
に
く
つ
け
射
さ
せ
て
落
ち
に
け
り
。
（
『
保
元
物
語
』
中
「
白
河
殿
攻
め
落
す
事
」
）
 
 
 

須
藤
刑
部
俊
通
は
、
六
条
河
原
に
て
子
息
を
う
た
増
、
う
ち
死
せ
ん
と
思
ひ
け
れ
ど
も
、
（
『
平
治
物
語
』
中
「
義
朝
敗
北
の
事
」
）
 
 
 

受
身
で
表
す
べ
き
部
分
に
使
役
の
「
す
」
 
「
さ
す
」
の
使
わ
れ
た
例
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
軍
記
物
特
有
の
表
現
で
あ
っ
て
、
相
手
 
 

に
勝
つ
こ
と
を
旨
と
す
る
武
士
が
、
受
身
の
言
い
方
に
満
足
せ
ず
用
い
た
言
い
方
に
基
づ
い
た
も
の
と
言
え
る
。
武
士
の
好
み
に
関
 
 

連
し
て
い
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
で
あ
る
が
、
 
 
 

一
の
矢
を
射
劃
せ
て
試
み
ん
と
て
（
『
保
元
物
語
』
中
「
白
河
殿
へ
義
朝
夜
討
ち
」
」
 
 
 

船
も
漕
ぎ
か
く
れ
、
日
も
暮
る
れ
ど
も
、
あ
や
し
の
臥
し
ど
へ
も
帰
ら
ず
、
浪
に
足
う
ち
あ
ら
は
咽
て
、
露
に
し
を
れ
て
、
（
『
平
家
物
嘉
』
巻
 
 

三
「
足
摺
」
）
 
 

の
よ
う
な
使
役
の
言
い
方
が
あ
り
、
こ
れ
を
展
開
さ
せ
て
先
の
言
い
方
が
で
き
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
】
『
岩
波
講
座
 
日
本
語
7
』
＜
助
 
 

動
詞
阿
山
口
明
穂
＞
（
一
九
七
七
）
 
－
 
 

こ
れ
ら
の
説
は
、
ほ
ぼ
次
の
二
つ
に
集
約
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
二
つ
の
考
え
は
、
そ
れ
ぞ
れ
観
点
を
異
に
す
る
の
で
あ
．
 
 

っ
て
、
互
い
に
背
馳
す
る
も
の
で
は
な
い
。
 
 

a
 
日
本
語
の
使
役
表
現
に
見
ら
れ
る
一
種
の
慣
習
的
な
用
法
で
あ
る
と
す
る
も
の
。
橋
本
進
吾
氏
・
岩
井
良
雄
氏
の
考
え
や
古
典
 
 
 

大
系
の
解
説
者
の
見
解
が
こ
れ
に
当
た
る
。
 
 

b
 
作
中
人
物
の
心
情
や
性
格
を
反
映
さ
せ
る
べ
く
採
用
さ
れ
た
表
現
で
あ
る
と
す
る
も
の
。
山
口
明
穂
氏
の
意
見
が
こ
れ
に
当
た
 
 
 

る
。
 
 
 

こ
れ
ら
の
解
釈
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
根
拠
も
あ
っ
て
説
得
力
を
持
つ
も
の
で
あ
ろ
う
。
確
か
に
日
本
語
に
は
、
み
ず
か
ら
積
極
的
に
 
 

人
を
使
っ
て
行
動
さ
せ
る
と
い
う
意
味
の
使
役
の
ほ
か
に
、
「
子
ど
も
を
遊
ば
せ
て
い
る
」
 
「
眼
鏡
を
光
ら
せ
て
投
球
モ
ー
シ
ョ
ソ
 
 

に
入
る
」
 
の
よ
う
な
、
許
容
や
放
任
と
見
る
べ
き
も
の
、
ま
た
、
古
典
大
系
の
解
説
に
あ
る
よ
う
な
自
責
的
な
も
の
な
ど
、
さ
ま
ざ
 
 

ま
な
内
容
の
も
の
が
あ
る
。
「
母
を
悲
し
ま
せ
る
な
」
「
妻
子
を
苦
し
ま
せ
る
に
忍
び
な
い
」
な
ど
も
自
責
的
な
使
役
の
類
例
に
加
え
 
 

ら
れ
よ
う
か
。
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た
だ
、
「
死
な
せ
る
」
「
悲
し
ま
せ
る
」
「
苦
し
ま
せ
る
」
な
ど
と
、
「
討
た
せ
る
」
「
射
さ
せ
る
」
と
の
間
に
は
、
表
現
の
核
に
な
る
 
 

動
詞
が
、
前
者
は
自
動
詞
な
の
に
、
後
者
ほ
他
動
詞
だ
と
い
う
相
違
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
悲
し
む
」
や
「
苦
し
む
」
に
は
、
「
（
私
 
 

は
）
母
に
悲
し
ま
れ
る
」
「
（
夫
が
）
妻
子
に
苦
し
ま
れ
る
」
な
ど
の
言
い
方
が
許
さ
れ
な
い
の
に
、
「
討
つ
」
や
 
「
射
る
」
に
は
、
 
 

「
故
に
討
た
れ
る
」
「
（
私
の
）
従
者
が
射
ら
れ
た
」
の
よ
う
な
受
身
の
表
現
が
可
能
な
の
で
あ
る
。
「
死
ぬ
」
だ
け
は
、
自
動
詞
で
 
 

あ
っ
て
も
「
親
に
死
な
れ
る
」
と
い
う
受
身
表
現
（
い
わ
ゆ
る
迷
惑
の
受
身
）
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
や
や
特
別
な
例
に
属
す
る
。
 
 
 

先
の
b
の
説
に
関
連
し
て
言
え
ば
、
使
役
の
表
現
は
表
現
主
体
の
積
極
的
、
能
動
的
な
姿
勢
を
表
す
も
の
で
あ
っ
て
、
受
動
的
な
 
 

蓑
現
に
満
足
し
な
い
武
士
の
好
み
に
適
す
る
と
い
う
こ
と
は
十
分
に
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
問
題
な
の
は
、
武
将
が
自
分
の
愛
す
る
子
 
 

ど
も
や
頼
み
と
す
る
部
下
を
失
な
っ
た
と
い
う
、
消
極
的
、
受
動
的
な
場
面
に
も
「
子
を
討
た
せ
」
 
「
郎
従
を
射
さ
す
」
と
い
う
よ
 
 

う
な
表
現
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
物
語
全
体
と
し
て
は
、
受
身
の
行
為
や
状
況
を
述
べ
る
の
に
は
や
は
り
「
討
た
れ
」
 
「
射
ら
 
 

る
」
の
よ
う
な
受
動
表
現
が
多
く
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
使
役
の
表
現
が
使
わ
れ
て
い
る
の
は
そ
の
数
が
限
ら
れ
て
い
る
 
 

こ
と
で
あ
る
。
も
し
、
「
す
」
 
「
さ
す
」
が
山
口
氏
の
意
見
の
よ
う
に
、
武
士
の
好
み
を
反
映
す
る
も
の
な
ら
、
合
戦
場
面
な
ど
で
 
 

は
も
っ
と
数
多
く
使
わ
れ
て
も
よ
さ
そ
う
な
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
少
数
に
止
ま
る
の
は
な
ぜ
で
あ
ろ
う
か
。
 
 
 

以
上
の
よ
う
に
こ
れ
ま
で
の
諸
説
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
首
肯
さ
れ
う
る
も
の
を
含
み
な
が
ら
、
な
お
、
い
く
つ
か
の
疑
問
を
残
す
の
 
 

で
あ
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
表
現
が
戦
記
物
語
に
登
場
す
る
理
由
を
全
円
的
に
解
明
し
え
て
い
る
と
は
言
い
が
た
い
。
そ
こ
で
、
本
稿
 
 

で
は
、
代
表
的
な
戦
記
物
語
の
い
く
つ
か
に
つ
い
て
、
こ
の
種
の
使
役
表
現
の
出
現
す
る
状
況
を
精
査
し
、
 
 

○
こ
の
よ
う
な
表
現
を
と
る
動
詞
に
は
、
何
か
特
徴
や
傾
向
が
な
い
か
。
 
 

○
こ
の
よ
う
な
表
現
を
と
る
場
合
に
は
、
そ
の
文
構
造
に
何
か
特
徴
が
な
い
か
。
 
 

○
こ
の
よ
う
な
表
現
を
と
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
表
現
上
ど
の
よ
う
な
効
果
が
期
待
さ
れ
る
か
。
 
 

と
い
っ
た
親
点
か
ら
検
討
を
加
え
て
み
た
い
。
な
お
、
こ
の
よ
う
な
使
役
表
現
は
、
本
来
表
現
主
体
の
責
任
に
は
属
し
な
い
よ
う
な
 
 

行
為
や
現
象
を
、
あ
た
か
も
主
体
み
ず
か
ら
の
責
任
で
あ
る
か
の
よ
う
な
表
現
で
表
す
性
質
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
の
で
 
－
 
必
ず
し
 
 

も
先
の
a
・
b
の
見
解
に
全
面
的
に
納
得
す
る
の
で
は
な
い
が
、
 
－
 
本
稿
で
は
こ
れ
を
仮
り
に
自
責
の
使
役
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。
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2
 
動
詞
は
「
討
つ
」
 
「
射
る
」
が
主
流
 
 
 

自
責
の
使
役
は
、
こ
の
表
現
を
と
る
動
詞
が
少
数
の
語
に
限
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
ま
ず
注
目
さ
れ
る
。
例
え
ば
『
平
家
物
語
』
に
 
 

つ
い
て
み
る
と
、
こ
の
種
の
使
役
の
用
例
は
二
十
数
例
を
数
え
る
が
、
そ
の
大
部
分
は
「
討
つ
」
 
「
射
る
」
 
の
二
個
の
他
動
詞
に
集
 
 

中
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
他
に
ほ
、
次
の
よ
う
に
「
裏
か
く
」
「
（
首
を
）
取
る
」
 
の
二
例
が
見
え
る
の
み
で
あ
る
。
 
 

④
「
つ
ね
に
鎧
づ
き
せ
よ
、
う
ら
か
ゝ
す
な
。
し
こ
ろ
を
か
た
ぶ
け
よ
、
う
ち
か
ぶ
と
ゐ
さ
す
な
」
 
（
巻
第
九
一
二
之
懇
）
 
 
 

⑤
 
佐
藤
四
郎
兵
衛
、
兄
が
頸
を
と
ら
せ
じ
と
よ
（
ツ
）
ぴ
い
て
ひ
や
う
ど
ゐ
る
。
（
巻
第
十
一
嗣
借
景
期
）
 
 

こ
の
二
例
と
て
殺
傷
に
か
か
わ
る
も
の
で
あ
る
点
で
は
「
討
つ
」
 
「
射
る
」
の
同
類
か
も
し
れ
な
い
が
、
と
も
あ
れ
こ
の
他
に
は
 
 

先
に
挙
げ
た
も
の
を
含
め
、
次
の
よ
う
に
、
用
例
は
す
ペ
て
「
討
た
せ
」
 
「
射
さ
せ
」
 
の
み
な
の
で
あ
る
。
 
 

⑥
「
世
に
あ
ら
む
と
恩
ふ
も
子
供
が
た
め
、
源
太
う
た
せ
て
命
い
き
て
も
何
か
せ
ん
、
か
へ
せ
や
」
 
（
巻
第
九
 
二
度
之
懸
）
 
 

⑦
 
涼
太
は
の
け
甲
に
た
ゝ
か
ひ
な
（
ツ
）
て
、
馬
を
も
ゐ
さ
せ
、
か
ち
立
に
な
り
、
（
同
右
）
 
 

⑧
 
太
田
太
郎
我
身
手
お
ひ
、
家
子
郎
等
お
ほ
く
う
た
せ
、
馬
の
腹
い
さ
せ
て
引
退
く
。
（
巻
第
十
二
 
判
官
都
落
）
 
 

た
だ
し
、
先
に
挙
げ
た
橋
本
氏
の
所
説
中
に
は
、
「
浪
に
足
う
ち
洗
は
増
（
て
）
」
の
よ
う
な
の
も
同
様
な
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
 
 
 

い
る
。
こ
の
頼
ま
で
含
め
る
な
ら
ば
、
他
に
も
、
 
 

⑨
一
と
し
て
京
を
も
よ
ほ
し
、
心
を
い
た
ま
し
め
ず
と
い
ふ
事
な
し
。
（
巻
第
七
 
福
原
落
）
 
 
 

⑯
 
武
士
ど
も
五
六
騎
の
け
か
ぶ
と
に
た
1
か
ひ
な
（
ツ
）
て
、
ゐ
む
け
の
袖
ふ
き
な
び
か
せ
、
く
ろ
煙
け
た
て
て
は
せ
ま
い
る
。
（
巻
第
九
 
河
 
 

原
合
戦
）
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な
ど
の
語
も
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
た
だ
、
私
見
で
は
、
こ
れ
ら
は
、
「
子
ど
も
を
遊
ば
せ
る
」
 
「
シ
ャ
ツ
の
袖
を
の
ぞ
か
せ
 
 

る
」
の
よ
う
な
、
い
わ
ゆ
る
放
任
の
使
役
に
属
す
べ
き
も
の
で
、
こ
こ
で
問
題
に
す
る
自
責
の
使
役
と
は
い
さ
さ
か
異
質
な
も
の
と
 
 

思
わ
れ
る
の
で
、
こ
こ
で
は
一
応
除
外
し
て
お
く
こ
と
に
す
る
。
 
 
 

自
責
の
使
役
が
「
討
つ
」
 
「
射
る
」
の
二
語
に
集
中
す
る
現
象
は
『
平
家
物
語
』
だ
け
で
な
く
、
他
の
戦
記
物
語
に
も
見
ら
れ
る
 
 

こ
と
で
、
例
え
ば
、
『
平
治
物
語
』
に
つ
い
て
見
て
も
、
既
に
引
用
し
た
例
の
他
に
、
 
 

⑭
 
悪
源
太
馬
の
足
立
な
を
さ
せ
、
－
 
中
略
 
－
 
鎌
田
を
う
た
せ
じ
と
思
ひ
、
与
三
左
衛
門
〔
に
〕
お
ち
あ
ひ
、
二
刀
さ
し
、
（
『
平
治
物
語
』
 
 

中
「
待
賢
門
の
軍
の
事
付
け
た
り
信
頼
落
つ
る
事
」
）
 
 
 

⑩
 
兵
藤
内
は
大
鹿
病
者
に
て
、
－
 
中
略
 
－
 
馬
を
射
さ
せ
て
あ
る
小
家
へ
に
げ
い
る
。
（
同
右
）
 
 

な
ど
の
用
例
が
見
い
だ
さ
れ
る
。
「
討
つ
」
 
「
射
る
」
 
の
他
に
ほ
、
 
 

⑯
 
只
今
こ
こ
に
て
う
た
れ
さ
せ
給
、
志
骸
を
故
の
鳥
の
ひ
づ
め
に
か
け
さ
せ
給
は
ん
こ
と
こ
そ
口
惜
侯
へ
。
（
『
平
治
物
語
』
中
「
六
波
羅
合
 
 

戦
の
事
」
）
 
 
 

⑭
 
「
故
に
頸
ば
し
と
ら
す
な
、
御
方
へ
と
れ
と
、
悪
源
大
の
お
は
せ
な
り
。
」
（
『
平
治
物
語
』
中
「
義
朝
六
波
羅
に
寄
せ
ら
る
る
事
遊
び
に
頼
 
 

政
心
香
り
の
事
」
）
 
 

の
よ
う
に
「
（
ひ
づ
め
に
）
 
か
く
」
「
（
首
を
）
取
る
」
な
ど
の
動
詞
を
基
幹
に
す
る
も
の
も
あ
る
が
、
そ
の
数
は
二
、
三
に
止
ま
る
。
 
 

ま
た
、
『
保
元
物
語
』
の
場
合
、
大
系
本
に
拠
る
限
り
、
自
責
の
使
役
と
見
な
さ
れ
る
も
の
は
、
先
の
「
む
な
板
い
さ
せ
て
」
（
例
文
 
 

②
）
「
く
つ
け
射
さ
増
て
」
（
『
岩
波
講
座
』
の
引
用
例
）
の
は
か
に
ほ
、
次
の
一
例
の
み
で
あ
る
。
 
 

⑯
 
生
年
十
六
歳
に
て
、
右
の
限
を
射
さ
せ
て
、
其
矢
を
ぬ
か
ず
し
て
、
答
の
矢
を
射
て
敵
を
う
ち
、
（
中
「
白
河
殿
攻
め
落
す
事
」
）
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戦
記
物
語
に
類
型
的
表
現
が
他
の
物
語
類
に
比
べ
て
多
い
の
は
事
実
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
に
し
て
も
、
数
あ
る
動
詞
の
中
で
、
自
 
 

責
の
使
役
は
な
に
ゆ
え
こ
う
も
「
討
つ
」
 
「
射
る
」
に
集
中
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
考
え
て
み
る
と
、
当
時
の
戦
闘
形
態
は
、
敵
味
 
 

方
が
互
い
に
離
れ
た
位
置
か
ら
弓
矢
で
相
手
を
射
倒
す
か
、
ま
た
は
、
接
近
し
て
刀
で
斬
り
殺
す
（
＝
討
つ
）
 
か
、
そ
の
い
ず
れ
か
 
 

な
の
で
あ
る
。
戦
闘
場
面
の
描
写
に
 
「
射
る
」
 
「
討
つ
」
が
続
出
す
る
の
は
当
然
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
な
攻
撃
を
受
け
る
立
場
か
ら
表
 
 

現
す
れ
ば
、
「
討
た
る
」
 
「
射
ら
る
」
と
な
る
が
、
そ
れ
を
先
の
山
口
氏
の
見
解
の
よ
う
に
、
受
身
の
言
い
方
に
満
足
せ
ず
他
の
言
 
 

い
方
を
選
ぶ
と
す
れ
ば
、
「
射
さ
す
」
 
「
討
た
す
」
と
い
う
言
い
方
が
こ
れ
に
近
接
し
た
表
現
と
し
て
選
ば
れ
る
の
は
十
分
に
首
肯
 
 

で
き
る
こ
と
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
後
に
述
べ
る
よ
う
に
、
受
身
と
使
役
と
い
う
、
一
見
両
極
端
の
よ
う
な
言
い
方
が
、
日
本
語
 
 

で
は
必
ず
し
も
ひ
ど
く
隔
っ
た
も
の
と
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
 
 
 

こ
の
こ
と
は
、
こ
れ
ら
自
責
の
使
役
が
、
『
平
家
物
語
』
で
は
一
の
谷
の
戟
を
語
る
「
一
二
之
懸
」
「
二
度
之
懸
」
 
「
重
衛
生
描
」
 
 

「
知
章
最
期
」
 
「
落
足
」
な
ど
の
各
章
に
集
中
的
に
出
現
す
る
こ
と
で
も
裏
付
け
ら
れ
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
一
の
谷
の
戦
と
い
う
の
 
 

は
『
平
家
物
語
』
 
の
中
で
も
武
将
の
個
人
的
な
活
躍
が
特
に
目
立
つ
個
所
で
あ
る
。
そ
れ
は
こ
の
個
所
の
章
段
に
「
越
中
前
司
最
 
 

期
」
 
「
忠
度
最
期
」
 
「
敦
盛
最
期
」
 
の
よ
う
に
、
個
人
名
を
用
い
た
章
名
が
他
の
屋
島
の
戟
や
壇
の
浦
の
戦
に
比
べ
て
多
い
こ
と
か
 
 

ら
も
伺
わ
れ
る
。
そ
う
い
う
作
品
の
内
容
的
な
特
質
が
こ
の
よ
う
な
表
現
を
生
む
一
つ
の
基
盤
と
な
っ
て
い
る
の
で
は
あ
る
ま
い
 
 

か
。
 
 

3
 
自
責
の
使
役
を
生
み
や
す
い
構
文
 
 

前
述
の
よ
う
に
、
「
討
た
す
」
 
「
射
さ
す
」
 
の
よ
う
な
表
現
は
、
主
と
し
て
合
戦
場
面
の
描
写
に
、
し
か
も
あ
る
限
ら
れ
た
動
詞
 
 

に
つ
い
て
の
み
集
中
的
に
用
い
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
一
つ
の
問
題
は
、
こ
れ
ら
使
役
の
形
を
用
い
た
表
現
と
、
「
討
た
る
」
 
「
射
 
 

ら
る
」
な
ど
受
身
の
形
に
よ
る
表
現
と
が
、
ど
の
よ
う
に
区
別
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
と
い
う
の
 
 

は
、
こ
れ
ら
の
動
詞
が
受
身
の
形
で
用
い
ら
れ
る
例
も
『
平
家
物
語
』
や
『
平
治
物
語
』
で
は
数
多
く
、
中
で
も
多
い
の
が
 
「
討
た
 
 

る
」
「
斬
ら
る
」
「
射
殺
さ
る
」
「
描
は
る
」
「
召
さ
る
」
な
ど
の
語
で
あ
っ
て
、
し
か
も
そ
の
大
部
分
が
合
戦
－
戦
闘
に
か
か
わ
る
語
 
 

で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
語
の
頻
出
す
る
こ
と
は
こ
れ
ら
の
作
品
が
戦
記
物
語
で
あ
る
こ
と
を
強
烈
に
印
象
づ
け
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
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当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
こ
れ
ら
受
身
の
形
を
と
っ
た
語
は
、
物
語
の
中
で
も
、
叙
情
的
、
静
静
的
な
個
所
に
は
あ
ま
り
用
い
ら
れ
ず
、
 
 

合
戦
を
措
い
た
躍
動
的
な
個
所
に
集
中
的
に
出
現
す
る
。
 
 
 

先
に
自
責
の
使
役
を
代
表
す
る
動
詞
と
し
て
挙
げ
た
「
討
つ
」
 
「
射
る
」
に
し
て
も
、
「
討
た
る
」
「
射
ら
る
」
と
い
う
受
身
形
で
 
 

し
ば
し
ば
用
い
ら
れ
る
。
む
し
ろ
使
役
の
形
で
用
い
ら
れ
た
も
の
よ
り
も
数
の
上
で
は
遠
か
に
多
い
。
中
に
は
、
次
の
よ
う
に
、
一
 
 

続
き
の
文
脈
の
中
に
、
使
役
形
と
受
身
形
と
が
両
方
出
現
す
る
例
も
見
ら
れ
る
。
 
 
 

六
「
飛
脚
到
来
」
）
 
 
 

⑯
 
英
次
に
借
浸
国
住
人
、
根
井
大
野
太
進
出
七
、
 
－
 
（
中
略
）
 
－
 
か
け
入
所
を
、
首
藤
九
郎
よ
つ
引
て
放
矢
に
、
む
な
板
い
さ
せ
て
落
に
 
 

け
り
。
振
津
神
平
か
け
出
た
り
。
三
町
礫
の
紀
平
次
大
夫
く
ま
ん
と
に
や
、
あ
ひ
近
に
よ
る
所
を
、
振
津
神
平
さ
1
へ
て
ひ
や
う
ど
射
。
引
 
 

合
を
蔑
ぶ
か
に
射
ら
れ
て
落
に
け
り
。
・
－
－
－
（
中
略
）
 
－
 
桑
原
・
安
藤
二
か
け
出
て
、
悪
七
別
当
に
く
つ
け
い
さ
せ
て
落
に
け
り
。
（
『
保
元
 
 

物
語
』
中
「
白
河
殿
攻
め
落
す
事
」
）
 
 

こ
の
う
ち
、
⑯
の
例
に
つ
い
て
言
え
は
、
同
じ
通
盛
の
、
そ
れ
も
一
連
の
受
動
的
な
行
為
を
表
現
す
る
の
に
、
あ
る
行
為
に
つ
い
 
 

て
は
「
ゐ
さ
せ
て
」
と
使
役
の
形
を
用
い
、
他
の
行
為
に
つ
い
て
は
「
お
し
へ
だ
て
ら
れ
」
 
「
は
な
た
れ
」
 
－
 
「
離
た
れ
」
で
あ
 
 

ろ
う
 
－
 
と
受
身
の
形
を
用
い
て
い
る
。
む
し
ろ
、
「
う
ち
甲
を
ゐ
ら
れ
て
」
と
し
て
全
体
を
受
身
形
で
統
一
し
た
ほ
う
が
、
表
現
 
 

と
し
て
も
安
定
し
、
自
然
な
も
の
に
な
る
で
あ
ろ
う
に
、
な
ぜ
こ
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
恐
ら
く
こ
の
 
 

三
つ
の
動
詞
の
性
質
の
差
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
試
み
に
、
こ
の
≡
つ
の
行
為
を
、
ま
ず
能
動
の
形
に
返
し
、
そ
れ
を
受
動
の
形
 
 

に
改
め
て
み
る
と
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
よ
う
に
な
る
。
 
 
 

a
 
散
が
通
盛
ノ
ウ
チ
甲
ヲ
射
ル
1
通
盛
ガ
散
ニ
ウ
チ
甲
ヲ
射
テ
レ
ル
 
 
 

⑯
 
（
越
前
三
位
通
盛
卿
は
）
 
 
 

に
て
自
害
せ
ん
と
て
、
－
 
 
足
」
）
 
 

㊥
 
子
息
河
野
四
郎
通
信
は
、
 
 
 

通
信
ち
ゝ
を
う
た
せ
て
、
 
 

う
ち
甲
を
ゐ
さ
せ
て
、
敬
に
お
し
へ
だ
て
ら
れ
、
お
と
ゝ
能
登
殿
に
は
は
な
た
れ
拾
ひ
ぬ
、
し
づ
か
な
ら
ん
所
 
 

・
（
中
略
）
 
－
 
か
れ
こ
れ
七
騎
が
中
に
と
り
こ
め
ら
れ
て
、
遂
に
う
た
れ
給
ひ
ぬ
。
（
『
平
家
物
語
』
巻
第
九
 
「
落
 
 
 

父
が
う
た
れ
け
る
時
、
安
芸
国
住
人
奴
田
次
郎
は
母
方
の
伯
父
な
り
け
れ
は
、
其
へ
こ
え
て
有
あ
は
ず
。
河
野
 
 

「
心
や
す
か
ら
ぬ
も
の
な
り
。
い
か
に
し
て
も
西
寂
を
打
と
ら
ん
」
と
ぞ
う
か
が
ひ
け
る
。
（
『
平
家
物
語
』
巻
第
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b
 
敢
ガ
通
盛
ヲ
 
（
味
方
カ
ラ
）
押
シ
隔
テ
ル
1
通
盛
ガ
敵
ニ
（
ヨ
ッ
テ
味
方
カ
ラ
）
押
シ
隔
テ
ラ
レ
ル
 
 
 

C
 
能
登
殿
ガ
通
盛
ヲ
離
ス
1
通
盛
ガ
能
登
殿
カ
ラ
離
サ
レ
ル
 
 

す
な
わ
ち
、
b
・
C
の
場
合
は
、
通
盛
自
身
が
行
為
の
直
接
の
対
象
と
な
り
、
語
法
上
は
ヲ
格
で
表
さ
れ
て
い
る
が
、
a
だ
け
は
直
 
 

接
の
対
象
は
「
う
ち
甲
」
で
あ
っ
て
、
通
盛
そ
の
人
で
は
な
い
。
「
射
る
」
 
の
場
合
、
通
盛
は
能
動
文
で
ほ
修
飾
格
（
ノ
格
）
を
取
 
 

っ
て
、
い
わ
ば
間
接
の
目
的
語
の
よ
う
な
形
に
な
る
。
三
つ
の
動
詞
に
お
け
る
こ
の
違
い
が
、
原
文
に
見
ら
れ
る
表
現
の
差
を
生
む
 
 

に
至
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
 
 
 

例
文
⑰
の
 
「
う
た
れ
」
と
「
う
た
せ
」
 
の
場
合
は
、
同
じ
動
詞
で
し
か
も
同
一
の
現
象
を
、
一
方
で
は
「
父
が
う
た
れ
け
る
時
」
 
 

と
い
い
、
他
方
で
は
「
ち
1
を
う
た
せ
て
」
と
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
一
見
し
た
と
こ
ろ
誠
に
気
ま
ま
な
措
辞
の
よ
う
に
見
 
 

え
る
。
こ
の
両
者
に
違
い
を
見
る
と
す
れ
は
、
そ
れ
ほ
描
写
の
視
点
の
差
で
あ
ろ
う
。
は
じ
め
の
「
う
た
れ
け
る
」
 
の
場
合
は
、
描
 
 

写
の
視
点
が
作
中
人
物
の
通
信
を
離
れ
て
第
三
者
、
つ
ま
り
こ
の
文
の
語
り
手
の
位
置
に
据
え
ら
れ
て
お
り
、
あ
と
の
「
う
た
せ
て
」
 
 

の
場
合
は
、
作
中
人
物
の
通
信
に
近
接
し
た
視
点
を
取
っ
て
措
か
れ
て
い
る
、
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
伝
聞
・
伝
承
の
回
想
と
い
 
 

わ
れ
る
「
け
り
」
が
前
者
に
伴
わ
れ
て
お
り
、
後
者
に
は
通
信
の
心
内
語
を
直
接
引
用
の
形
で
引
用
し
た
も
の
が
こ
れ
に
続
い
て
い
 
 

る
こ
と
も
、
視
点
の
違
い
を
感
じ
さ
せ
る
現
象
で
あ
ろ
う
。
換
言
す
れ
ほ
、
「
う
た
れ
け
る
」
の
ほ
う
は
、
語
り
手
の
視
点
で
と
ら
 
 

え
た
表
現
で
あ
る
の
に
対
し
、
「
う
た
せ
て
」
ほ
河
野
通
信
そ
の
人
に
表
現
の
視
点
を
据
え
て
言
い
表
し
た
も
の
と
見
る
こ
と
が
で
 
 

き
そ
う
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
父
が
討
た
れ
た
と
い
う
現
象
を
、
河
野
通
信
自
身
の
立
場
か
ら
と
ら
え
た
表
現
と
言
い
換
え
て
も
よ
 
 

い
。
こ
の
よ
う
な
視
点
の
置
き
方
の
い
か
ん
に
よ
る
叙
述
の
変
化
と
い
う
こ
と
は
、
次
の
⑲
⑳
の
例
文
に
よ
っ
て
い
っ
そ
う
明
ら
か
 
 

に
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
 
 

⑩
 
「
つ
ね
に
し
こ
ろ
を
か
た
ぶ
け
よ
。
い
た
う
か
た
む
け
て
手
へ
ん
い
さ
す
な
。
」
（
『
平
家
物
語
』
巻
第
四
「
横
合
戦
」
）
 
 

⑳
 
「
平
次
う
た
す
な
、
つ
づ
け
や
も
の
共
、
景
高
う
た
す
な
、
つ
づ
け
や
者
共
。
」
（
『
平
家
物
語
』
巻
第
九
「
二
度
之
痕
」
）
 
 

こ
れ
ら
は
、
敵
の
攻
撃
を
受
け
る
当
の
平
家
方
の
武
士
 
（
⑲
）
や
平
次
景
高
（
⑳
）
 
に
し
て
み
れ
ば
、
敵
の
矢
に
よ
っ
て
甲
の
て
 
 

っ
ぺ
ん
を
射
ら
れ
た
り
、
あ
る
い
は
敢
の
手
に
よ
っ
て
討
た
れ
た
り
す
る
受
動
的
な
行
為
に
な
る
の
で
あ
る
が
、
言
葉
の
語
り
手
で
 
 
 



戦記物語における自責の使役  111   

あ
る
足
利
忠
綱
（
⑲
）
や
梶
原
平
三
 
（
⑳
）
に
叙
述
の
視
点
を
置
き
、
そ
の
儀
動
的
な
行
為
と
し
て
表
現
す
れ
ば
、
故
に
〝
甲
の
て
 
 

っ
ぺ
ん
を
射
さ
せ
る
″
ぁ
る
い
は
〝
景
高
を
討
た
せ
る
〃
と
い
う
言
い
方
に
な
る
の
で
あ
る
。
 
 
 

⑲
の
『
保
元
物
語
』
 
の
例
は
、
残
念
な
が
ら
、
視
点
の
置
き
方
の
違
い
に
よ
っ
て
も
説
明
で
き
な
い
。
原
作
者
の
気
ま
ま
な
措
辞
 
 

に
よ
る
も
の
か
。
大
系
本
の
頭
注
の
よ
う
に
 
「
『
さ
す
』
は
受
身
を
表
わ
す
」
と
考
え
れ
ば
「
い
さ
せ
て
」
で
も
 
「
い
ら
れ
て
」
で
 
 

も
よ
さ
そ
う
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
し
て
も
一
方
に
「
射
ら
れ
て
」
と
あ
る
こ
と
の
理
由
は
説
明
で
き
そ
う
に
な
い
。
 
 
 

動
詞
「
射
る
」
に
つ
い
て
見
る
と
、
こ
れ
ほ
先
述
の
よ
う
に
使
役
の
形
で
も
受
身
の
形
で
も
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、
ち
ょ
っ
と
日
 
 

を
引
く
の
は
、
『
平
家
物
語
』
で
「
射
る
」
が
単
独
で
受
身
に
用
い
ら
れ
た
例
は
案
外
少
な
く
、
次
の
二
例
の
み
に
止
ま
る
こ
と
で
 
 

あ
る
。
 
 

㊧
一
谷
・
生
田
森
、
山
の
そ
ば
、
溢
の
汀
に
て
ゐ
ら
れ
き
ら
れ
て
死
ぬ
る
は
し
ら
ず
、
源
氏
の
方
に
き
り
か
け
ら
る
ゝ
頸
共
二
千
余
人
也
。
 
 

（
巻
第
九
「
蒋
足
」
）
 
 
 

㊨
 
「
船
ひ
ら
づ
け
に
つ
け
、
ふ
み
か
た
ぶ
け
て
馬
お
ろ
さ
ん
と
せ
ば
、
敵
の
的
に
な
（
ツ
）
て
ゐ
ら
れ
ん
ず
。
」
（
巻
第
十
一
「
勝
浦
村
大
坂
越
」
）
 
 

た
だ
し
、
こ
の
二
例
と
も
に
、
「
射
る
」
行
為
の
対
象
は
人
間
そ
の
も
の
で
あ
っ
て
、
い
わ
ば
、
 
 
 

A
ガ
B
ヲ
射
ル
↓
B
ガ
 
（
A
ニ
）
射
ラ
レ
ル
 
 

の
形
を
と
る
も
の
で
あ
る
。
使
役
の
形
に
見
た
よ
う
に
 
 
 

A
ガ
B
／
C
ヲ
射
ル
1
B
ガ
C
ヲ
 
（
A
ニ
）
射
サ
セ
ル
 
 

と
、
間
接
の
目
的
格
を
取
る
も
の
で
は
な
い
。
 
 
 

右
の
二
例
を
除
く
と
、
「
射
る
」
が
受
身
の
形
で
用
い
ら
れ
る
の
は
す
ペ
て
、
「
射
殺
す
」
 
「
射
通
す
」
 
「
射
抜
く
」
 
の
よ
う
に
 
 

複
合
語
の
形
を
と
る
も
の
で
あ
る
。
特
に
「
射
殺
す
」
の
例
が
多
い
。
 
 

㊨ ⑳ ⑳  

神
人
宮
仕
射
こ
ろ
さ
れ
衆
徒
お
ほ
く
琉
を
蒙
る
。
（
巻
第
一
「
御
輿
振
」
）
 
 

「
廿
四
さ
い
た
る
矢
で
ま
づ
廿
四
人
は
射
こ
ろ
さ
れ
な
ん
ず
。
お
と
な
せ
そ
。
」
（
巻
第
由
「
競
」
）
 
 

童
が
腹
巻
の
ひ
き
あ
は
せ
を
あ
な
た
へ
つ
（
プ
）
と
ゐ
ぬ
か
れ
て
、
犬
居
に
た
ふ
れ
ぬ
。
（
巻
第
十
一
「
嗣
信
長
如
」
）
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㊧
 
王
城
一
の
つ
よ
弓
せ
い
兵
に
て
お
は
せ
し
か
ば
、
矢
さ
き
に
ま
は
る
物
、
い
と
を
さ
れ
ず
と
い
ふ
事
な
し
。
（
同
右
）
 
 

な
ど
と
い
う
の
が
そ
の
例
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
、
「
射
殺
さ
れ
」
 
「
射
通
さ
れ
」
の
例
は
、
い
ず
れ
も
人
そ
の
も
の
が
行
為
の
対
象
 
 

に
な
っ
て
お
り
、
間
接
の
目
的
格
を
取
っ
て
い
な
い
こ
と
、
「
射
ら
れ
」
 
の
場
合
と
同
様
で
あ
る
。
こ
れ
ら
が
、
「
射
殺
さ
せ
」
「
射
 
 

通
さ
せ
」
の
形
を
取
ら
な
い
、
ま
た
は
取
り
え
な
い
の
は
そ
の
た
め
で
あ
ろ
う
。
た
だ
、
「
射
抜
か
れ
」
の
場
合
だ
け
は
、
右
の
⑳
 
 

の
例
も
ま
た
次
の
例
も
、
「
腹
巻
の
ひ
き
あ
は
せ
を
」
 
「
弓
手
の
肩
を
」
な
ど
が
直
援
の
目
的
格
と
な
っ
て
い
て
、
人
物
は
間
接
の
 
 

目
的
格
に
な
り
、
 
 
 

A
ガ
B
ノ
C
ヲ
射
抜
ク
1
B
ガ
C
ヲ
 
（
A
）
ニ
射
抜
カ
レ
ル
 
 

の
形
に
な
っ
て
い
る
。
 
 

㊨
 
な
か
に
も
ま
（
ツ
）
さ
き
に
す
1
む
だ
る
奥
州
の
佐
藤
三
郎
兵
衛
が
、
弓
手
の
肩
を
馬
手
の
脇
へ
つ
（
ツ
）
と
ゐ
ぬ
か
れ
て
、
し
ば
し
も
た
ま
ら
 
 

ず
、
馬
よ
り
さ
か
さ
ま
に
ど
う
と
お
つ
。
（
巻
弟
十
一
「
嗣
信
長
鰯
」
）
 
 

こ
の
㊧
や
⑳
の
例
は
、
先
の
「
内
甲
ゐ
さ
せ
て
」
と
い
う
の
と
構
文
上
も
差
は
な
い
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
れ
ら
が
な
ぜ
「
ゐ
ぬ
か
 
 

れ
」
 
の
形
を
と
っ
て
い
る
の
か
は
、
に
わ
か
に
判
定
し
が
た
い
。
複
合
語
と
単
独
語
と
の
違
い
で
あ
ろ
う
か
。
 
 
 

次
に
「
討
つ
」
に
つ
い
て
見
よ
う
。
こ
の
動
詞
が
『
平
家
物
語
』
 
の
中
で
「
討
た
る
」
 
「
討
た
れ
」
 
の
よ
う
に
受
身
の
形
で
使
わ
 
 

れ
て
い
る
例
ほ
、
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
 
 

⑳
 
「
い
く
さ
は
又
お
や
も
う
た
れ
よ
、
子
も
う
た
れ
よ
、
死
ぬ
れ
ば
の
り
こ
へ
の
り
こ
へ
た
1
か
ふ
侯
。
」
（
巻
第
五
「
富
士
川
」
）
 
 
 

㊥
 
「
西
国
の
い
く
さ
と
申
は
、
お
や
う
た
れ
ぬ
れ
ば
孝
養
し
、
い
み
あ
け
て
よ
せ
、
子
う
た
れ
ぬ
れ
は
そ
の
お
も
ひ
な
げ
き
に
よ
せ
供
は
 
 

ず
。
」
（
同
右
）
 
 
 

⑳
 
お
ほ
く
の
官
兵
、
馬
の
足
な
が
れ
て
う
た
れ
に
け
り
。
（
巻
弟
五
「
奈
良
炎
上
」
）
 
 
 

㊧
 
上
皇
は
、
お
と
ど
し
法
王
の
鳥
羽
殿
に
お
し
こ
め
ら
れ
さ
せ
給
ひ
し
御
幸
、
去
年
高
倉
の
宮
の
う
た
れ
さ
せ
給
ひ
し
御
有
様
、
－
 
（
中
 
 

11   
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略
）
 
－
 
御
悩
い
よ
い
よ
お
も
ら
せ
給
ふ
。
（
巻
第
六
「
新
院
崩
御
」
）
 
 
 

㊨
 
越
後
の
勢
共
是
を
見
て
、
 
－
 
（
中
略
）
 
－
 
或
は
川
に
お
（
ツ
）
ば
め
ら
れ
、
或
は
悪
所
に
お
と
さ
れ
て
、
た
す
か
る
も
の
は
す
く
な
う
、
う
 
 

た
る
ゝ
も
の
ぞ
お
ほ
か
り
け
る
。
（
巻
第
六
 
「
横
田
河
原
合
戦
」
）
 
 
 

㊨
 
「
い
か
な
る
子
は
あ
（
ブ
）
て
、
親
を
た
す
け
ん
と
敵
に
く
む
を
み
な
が
ら
、
い
か
な
る
お
や
な
れ
ば
、
子
の
う
た
る
ゝ
を
た
す
け
ず
し
て
、
 
 

か
や
う
に
の
が
れ
ま
い
（
ツ
）
て
侯
ら
ん
と
、
 
－
 
以
下
略
 
－
 
」
 
（
巻
第
九
「
知
草
最
期
」
）
 
 

こ
の
他
に
も
「
討
た
る
」
 
「
討
た
れ
」
 
の
使
用
例
は
数
多
い
が
、
そ
の
構
文
上
の
棟
能
ほ
、
 
 
 

a
 
主
文
の
述
語
と
し
て
陳
述
を
司
る
か
 
（
⑳
㊨
）
 
 
 

b
 
副
文
の
述
語
と
し
て
連
用
修
飾
格
を
形
成
す
る
か
 
（
㊥
）
 
 
 

C
 
連
体
修
飾
格
も
し
く
は
目
的
格
を
形
成
す
る
か
 
（
㊧
⑳
⑳
）
 
 

の
い
ず
れ
か
に
分
類
さ
れ
る
。
 
 
 

こ
れ
ら
の
用
例
を
見
る
と
、
そ
の
多
く
は
次
の
よ
う
に
、
こ
れ
を
能
動
文
に
返
し
た
場
合
、
直
接
目
的
格
（
ヲ
格
）
を
と
る
の
み
 
 

で
、
間
接
の
目
的
格
（
ノ
格
）
 
は
取
ら
な
い
よ
う
で
あ
る
。
 
 
 

A
ガ
B
ヲ
討
ツ
1
B
ガ
A
ニ
討
ク
レ
ル
 
 

右
の
⑳
㊧
⑳
の
例
な
ど
い
ず
れ
も
こ
の
型
で
あ
ろ
う
。
た
だ
、
⑳
㊥
の
場
合
ほ
、
 
 
 

敵
ガ
 
（
東
国
）
武
士
ノ
親
ヲ
討
ツ
、
子
ヲ
討
ツ
1
武
士
ガ
 
（
敵
ニ
）
 
ソ
ノ
親
ヲ
討
ク
レ
ル
、
ソ
ノ
子
ヲ
討
ク
レ
ル
 
 

と
い
う
よ
う
に
も
読
め
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
う
見
れ
ば
例
文
⑳
の
 
「
う
た
せ
」
や
⑳
の
「
う
た
す
」
と
共
通
す
る
こ
と
に
な
る
。
た
 
 

だ
し
、
こ
の
⑳
や
㊥
の
例
は
い
ず
れ
も
い
わ
ば
一
般
的
な
現
象
を
述
べ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
⑲
や
⑳
の
よ
う
に
、
特
定
の
場
面
、
特
 
 

定
の
人
物
の
行
為
に
つ
い
て
言
わ
れ
た
も
の
で
な
い
こ
と
は
、
両
者
の
差
と
し
て
考
慮
し
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。
 
 
 

⑳
の
例
ほ
、
作
中
人
物
（
知
盛
）
 
の
述
懐
を
引
用
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
表
現
ほ
知
盛
そ
の
人
の
視
点
に
立
っ
て
行
な
わ
れ
て
い
 
 

る
と
見
ら
れ
る
。
従
っ
て
こ
れ
を
能
動
態
に
し
た
場
合
に
は
、
間
接
の
目
的
格
を
取
っ
て
、
 
 
 

A
（
敵
）
 
ガ
B
（
知
盛
）
 
ノ
C
 
（
子
）
 
ヲ
討
ツ
 
 

と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
こ
こ
は
、
自
責
の
使
役
の
表
現
法
を
と
っ
て
、
 
 

12   



相 原 林 司  108   

B
ガ
C
ヲ
 
（
A
ニ
）
討
タ
セ
ル
 
 

と
い
う
よ
う
に
述
べ
る
こ
と
も
十
分
可
能
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
現
に
物
語
で
は
、
こ
の
直
前
の
個
所
で
、
同
じ
人
物
、
知
盛
 
 

、
 
 

㊨
 
「
武
蔵
守
に
お
く
れ
侯
ぬ
。
監
物
太
郎
う
た
せ
供
ぬ
。
今
は
心
は
そ
う
こ
そ
ま
か
り
な
（
ツ
）
て
侯
へ
。
」
 
（
巻
弟
九
「
知
章
最
期
」
）
 
 

と
言
わ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。
た
だ
、
⑳
と
㊧
と
の
構
文
上
の
違
い
は
、
㊧
の
「
う
た
せ
」
が
主
文
の
述
語
で
あ
る
の
に
、
⑳
の
場
 
 

合
は
「
子
の
う
た
る
ゝ
」
が
主
文
の
中
に
挿
入
さ
れ
た
副
文
で
あ
っ
て
、
「
う
た
る
ゝ
」
ほ
そ
の
述
語
に
な
っ
て
い
る
点
に
あ
る
。
 
 

つ
ま
り
、
「
う
た
る
1
」
 
の
場
合
は
そ
れ
だ
け
主
文
の
主
語
の
支
配
を
受
け
る
こ
と
が
少
い
の
で
あ
ろ
う
。
そ
う
し
て
、
「
う
た
す
」
 
 

「
う
た
せ
」
 
の
場
合
は
、
こ
の
 
「
C
ガ
討
ク
ル
ル
ヲ
」
 
の
よ
う
に
挿
入
副
文
の
述
語
を
形
成
す
る
例
は
見
あ
た
ら
な
い
よ
う
で
あ
る
。
 
 

な
お
⑳
の
同
顆
と
し
て
は
次
の
よ
う
な
例
も
あ
る
。
 
 

㊧
 
大
臣
殿
は
生
な
が
ら
と
り
あ
げ
ら
れ
、
目
の
前
で
め
の
と
子
が
う
た
る
る
を
見
給
ふ
に
、
い
か
な
る
心
地
か
せ
ら
れ
け
ん
。
 
（
巻
第
十
一
 
 

「
能
登
殿
最
期
」
）
 
 

以
上
は
『
平
家
物
語
』
に
つ
い
て
「
射
る
」
 
「
討
つ
」
を
含
む
表
現
を
見
た
の
で
あ
る
が
、
『
保
元
物
語
』
や
『
平
治
物
語
』
で
 
 

は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
自
責
の
使
役
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
述
べ
た
と
お
り
、
『
保
元
物
語
』
に
は
使
用
例
が
少
い
が
、
『
平
治
物
 
 

語
』
で
は
、
「
討
つ
」
 
「
射
る
」
を
は
じ
め
、
そ
の
他
の
い
く
つ
か
の
動
詞
に
つ
い
て
こ
の
型
の
表
現
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
 
 

し
て
、
そ
れ
ら
の
表
現
を
含
む
文
の
構
成
は
、
「
鎌
田
を
う
た
せ
じ
」
（
例
⑪
）
、
「
馬
を
射
さ
せ
て
」
（
例
⑫
）
 
の
よ
う
に
、
間
接
の
 
 

目
的
格
を
と
る
点
で
『
平
家
物
語
』
の
場
合
と
共
通
す
る
の
で
あ
る
。
 
 
 

『
保
元
物
語
』
の
合
戦
場
面
の
描
写
か
ら
受
身
の
表
現
を
さ
ぐ
っ
て
み
る
と
、
や
は
り
「
射
る
」
 
「
討
つ
」
 
「
切
る
」
な
ど
殺
傷
 
 

に
か
か
わ
る
動
詞
に
そ
の
使
用
例
が
多
い
。
中
で
も
「
射
ら
れ
」
 
「
射
ら
る
1
」
の
多
い
の
が
目
立
つ
。
こ
れ
は
、
こ
の
物
語
の
合
 
 

戦
の
描
写
が
ほ
と
ん
ど
白
河
殴
の
攻
防
を
め
ぐ
る
も
の
に
終
始
し
、
か
つ
、
そ
の
中
心
人
物
が
牽
弓
の
将
為
朝
で
あ
る
、
と
い
う
こ
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と
が
影
響
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
次
に
二
、
三
例
を
挙
げ
て
み
る
。
 
 

㊨
 
明
日
は
庇
の
実
検
、
軍
の
評
定
あ
ら
む
ず
る
に
、
山
田
が
八
郎
殿
に
射
ら
れ
た
り
け
る
矢
め
は
い
づ
く
ぞ
、
 
－
 
（
中
略
）
 
－
 
何
と
か
苓
 
 

ふ
べ
き
。
（
中
「
白
河
殿
へ
義
朝
夜
討
ち
に
寄
せ
ら
る
ゝ
事
」
）
 
 

㊨
 
又
す
き
ま
を
い
ら
れ
て
死
ん
事
ほ
自
業
自
得
果
也
。
 
（
同
右
）
 
 

仁
げ
 
 
 
㊧
 
閑
二
郎
是
を
み
て
、
し
た
た
か
者
な
り
け
れ
は
、
馬
よ
り
ゆ
ら
り
と
下
、
馬
を
押
倒
し
て
、
馬
の
は
ら
射
ら
れ
た
る
ぞ
や
と
て
、
道
々
迦
 
 

て
ぞ
の
き
に
け
る
。
（
中
「
白
河
殿
攻
め
落
す
事
」
）
 
 

⑳
 
為
朝
の
方
に
は
、
 
－
 
（
中
略
）
－
－
⊥
扇
間
兄
弟
う
た
れ
た
る
よ
り
ほ
か
は
、
薄
手
を
だ
に
も
を
は
ぎ
り
け
り
。
（
同
右
）
 
 

な
ど
と
い
う
の
が
受
身
形
を
と
っ
た
例
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
、
⑳
⑳
は
い
ず
れ
も
、
 
 

A
ガ
B
ヲ
～
ス
ル
1
B
ガ
A
ニ
～
サ
レ
ル
 
 
 

の
構
文
で
間
接
の
目
的
格
を
取
ら
な
い
。
一
方
、
㊨
⑳
の
例
は
、
 
 
 

A
ガ
B
ノ
C
ヲ
～
ス
ル
1
B
ガ
C
ヲ
 
（
A
ニ
）
 
～
サ
レ
ル
 
 

の
構
文
に
な
っ
て
い
て
、
自
責
の
使
役
の
形
を
と
る
可
能
性
を
有
す
る
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。
条
件
の
違
い
を
挙
げ
れ
ば
、
⑳
⑳
と
 
 

も
「
い
ら
れ
」
 
「
射
ら
れ
」
が
副
文
の
述
語
に
な
っ
て
い
て
、
主
文
の
述
語
に
な
ら
な
い
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
点
が
「
む
な
板
 
 

い
さ
せ
て
落
に
け
り
」
 
（
例
文
②
）
と
は
違
う
の
で
あ
る
。
 
 
 

ま
た
、
『
平
治
物
語
』
に
は
、
「
討
つ
」
 
「
射
る
」
に
関
し
て
次
の
よ
う
な
受
身
の
用
例
が
見
ら
れ
る
。
 
 

㊨
 
父
の
馬
射
ら
れ
て
伏
た
れ
ば
、
父
ほ
み
え
ず
、
今
は
生
き
て
も
何
か
せ
ん
、
 
－
 
下
略
 
－
 
（
中
「
待
貿
門
の
軍
の
事
付
け
た
り
信
顔
落
 
 

つ
る
事
」
）
 
 

㊧
 
「
只
今
こ
こ
に
て
う
た
れ
さ
せ
給
、
志
骸
を
故
の
馬
の
ひ
づ
め
に
か
け
さ
せ
給
ほ
ん
こ
と
こ
そ
口
惜
供
へ
。
」
 
（
中
「
六
波
羅
合
戦
の
事
」
）
 
 

㊨
 
「
大
内
・
六
波
羅
に
て
う
ち
死
せ
ん
と
云
つ
る
を
、
 
－
 
中
略
 
－
 
山
法
師
の
手
に
か
か
り
、
ゆ
ひ
か
ひ
な
く
う
た
れ
ん
こ
と
こ
そ
ロ
情
 
 

け
れ
。
」
 
（
中
「
義
朝
敗
北
の
事
」
）
 
 

㊨
 
義
朝
は
義
高
の
く
び
と
ら
せ
、
 
－
 
中
略
 
－
 
横
河
は
う
し
七
十
余
人
う
た
れ
に
け
り
。
（
同
右
）
 
 
 

一
▼
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こ
の
う
ち
、
⑲
の
「
う
た
せ
じ
」
な
ど
は
普
通
の
使
役
に
近
い
も
の
で
あ
ろ
う
。
現
代
語
で
言
う
「
相
手
に
ま
わ
し
を
取
ら
せ
る
 
 

な
」
 
「
相
手
に
自
由
に
蹴
ら
せ
る
な
」
な
ど
と
同
類
の
用
法
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
に
比
べ
る
と
、
㊨
の
 
「
く
ま
せ
じ
」
は
面
白
い
。
 
 

こ
れ
は
、
 
 
 

散
ガ
重
盛
二
組
モ
ウ
ト
ス
ル
1
重
盛
ガ
散
二
組
マ
レ
ソ
ウ
ニ
ナ
ル
ー
ソ
レ
ヲ
平
家
ノ
侍
ド
モ
ガ
防
ゴ
ウ
ト
ス
ル
 
 

と
い
う
一
連
の
行
為
を
、
平
家
の
侍
た
ち
を
主
体
に
し
て
表
現
し
た
た
め
に
こ
う
い
う
形
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
「
敵
」
を
主
体
 
 

に
す
れ
ば
能
動
の
形
、
重
盛
を
主
体
に
す
れ
ば
受
動
の
形
で
あ
る
も
の
が
、
「
侍
た
ち
」
を
主
体
に
し
た
た
め
に
、
そ
れ
ら
と
は
別
 
 

な
形
と
し
て
措
か
な
け
れ
は
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
選
ば
れ
た
の
が
使
役
の
形
で
あ
っ
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
従
っ
て
 
 

「
く
ま
れ
じ
」
と
は
な
り
に
く
い
。
こ
の
辺
が
自
責
の
使
役
の
原
型
と
見
ら
れ
る
。
 
 

4
 
自
責
の
使
役
の
条
件
と
表
現
効
果
 
 
 

以
上
の
考
察
を
通
し
て
言
え
る
こ
と
は
、
受
動
的
な
行
為
が
使
役
の
形
で
表
現
さ
れ
る
場
合
に
は
、
そ
こ
に
い
く
つ
か
の
条
件
が
 
 

付
随
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
次
の
よ
う
な
こ
と
で
あ
ろ
う
。
 
 

総
じ
て
、
こ
の
物
語
で
は
、
「
射
る
」
 
「
討
つ
」
な
ど
が
受
身
の
形
で
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
少
い
。
む
し
ろ
既
に
述
べ
た
自
責
の
 
 

使
役
の
用
例
が
目
立
つ
ほ
ど
で
あ
る
。
殊
に
「
射
ら
る
」
 
の
よ
う
な
表
現
は
ご
く
稀
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
平
治
の
合
戦
で
は
、
保
元
 
 

の
為
朝
の
よ
う
な
蒙
弓
の
士
も
現
れ
ず
、
ま
た
全
体
と
し
て
弓
矢
の
戦
よ
り
も
接
近
し
て
の
組
み
討
ち
が
戦
い
の
主
流
と
な
っ
て
い
 
 

る
こ
と
に
よ
る
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
辺
の
消
息
を
物
語
る
も
の
と
し
て
、
次
の
よ
う
な
描
写
が
あ
る
。
 
 

＠
 
重
盛
を
く
ま
せ
じ
と
ふ
せ
ぐ
平
家
の
侍
ど
も
、
与
三
左
衛
門
・
新
藤
左
衛
門
を
始
と
し
て
、
百
騎
計
中
に
へ
だ
1
る
。
 
（
中
「
待
賢
門
の
 
 

軍
の
書
付
け
た
り
信
頼
落
つ
る
事
」
）
 
 
 

㊨
 
鎌
田
重
盛
に
よ
り
あ
ひ
く
ま
ん
と
し
け
る
が
、
主
を
う
た
せ
じ
と
思
ひ
、
新
藤
左
衛
門
に
よ
り
合
、
三
刀
さ
し
て
く
び
を
か
き
、
窓
涼
太
 
 

を
助
け
り
。
（
同
右
）
 
 

15   



戦記物語における自責の使役   5
 
 
 
（
 
（
U
 
 

l
 
 

に
用
い
ら
れ
た
り
、
あ
る
い
は
副
文
の
述
語
に
な
っ
た
り
す
る
こ
と
は
少
い
こ
と
。
 
 

㈲
 
古
典
文
学
大
系
の
本
文
で
見
る
限
り
で
は
、
『
保
元
物
語
』
に
は
こ
の
種
の
表
現
が
ご
く
少
く
、
『
平
治
物
語
』
か
ら
『
平
家
 
 
 

物
語
』
 
に
か
け
て
増
加
し
て
い
る
こ
と
。
 
 
 

こ
の
う
ち
、
旧
に
つ
い
て
言
え
ば
、
間
接
目
的
格
を
取
る
動
詞
の
場
合
、
そ
れ
を
含
む
文
を
受
動
的
な
表
現
に
改
あ
る
に
は
、
そ
 
 

の
動
詞
を
受
身
の
形
に
し
て
、
 
 
 

B
ガ
C
ヲ
A
ニ
～
サ
レ
ル
 
 

と
い
う
形
で
表
現
し
て
も
よ
い
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
使
役
の
形
に
し
て
 
 
 

B
ガ
C
ヲ
A
ニ
～
サ
セ
ル
 
 

と
い
う
表
現
に
す
る
ほ
う
が
、
行
動
主
体
（
多
く
は
主
文
の
主
語
）
 
の
一
貫
し
た
行
動
を
描
い
て
よ
り
円
滑
な
表
現
に
な
る
と
い
う
 
 

利
点
が
あ
る
。
殊
に
、
当
該
の
行
為
と
こ
れ
に
継
起
的
な
関
係
に
あ
る
他
の
行
為
と
を
連
続
さ
せ
て
、
 
 
 

B
ガ
C
ヲ
A
ニ
～
サ
セ
テ
、
～
ス
ル
 
 

と
い
う
構
文
を
取
る
場
合
は
、
い
っ
そ
う
そ
の
効
果
が
顕
著
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
こ
れ
を
読
み
物
と
し
て
享
受
す
る
場
合
と
 
 

語
り
物
と
し
て
享
受
す
る
場
合
と
を
比
較
す
る
な
ら
ば
、
後
者
に
お
い
て
よ
り
有
効
に
は
た
ら
く
も
の
と
思
わ
れ
る
。
 
 
 

右
の
伊
で
触
れ
た
、
複
数
の
行
為
を
擾
続
助
詞
「
て
」
を
も
っ
て
結
合
す
る
表
現
の
効
果
に
つ
い
て
は
、
森
田
良
市
氏
に
次
の
よ
 
 
 

こ
の
よ
う
な
使
役
表
現
が
用
い
ら
れ
る
の
は
、
中
核
と
な
る
動
詞
が
他
動
詞
で
、
か
つ
、
 
 

A
ガ
B
ノ
C
ヲ
～
ス
ル
 
 

の
よ
う
に
、
間
接
目
的
格
（
ノ
格
）
を
取
り
う
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
 
 
 

こ
の
表
現
が
用
い
ら
れ
る
の
は
、
観
記
物
語
の
中
で
も
合
戦
場
面
の
描
写
に
ほ
ぼ
集
中
し
て
い
る
こ
と
。
 
 
 

動
詞
ほ
「
射
る
」
と
「
討
つ
」
が
用
例
の
大
部
分
を
占
め
る
こ
と
。
 
 
 

用
例
の
多
く
は
、
そ
の
構
文
を
見
る
と
、
 
 

B
ガ
C
ヲ
討
タ
セ
テ
 
（
射
サ
セ
テ
）
 
1
ス
ル
 
 

の
よ
う
に
、
複
数
の
行
為
が
継
起
的
に
起
る
こ
と
を
表
す
複
文
形
式
を
と
る
も
の
が
多
く
、
自
責
の
使
役
が
単
独
で
主
文
の
述
語
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林
 
 
 

原
 
 

相
 
 仰

の
項
で
述
べ
た
よ
う
に
、
自
責
の
使
役
は
、
「
て
」
を
も
っ
て
つ
な
が
れ
る
二
つ
の
行
為
の
う
ち
、
前
件
の
行
為
に
使
わ
れ
る
こ
 
 

と
が
多
い
。
ま
た
、
そ
れ
が
後
件
の
行
為
の
＜
原
因
・
理
由
＞
に
な
っ
て
い
る
の
も
事
実
で
あ
る
。
た
だ
、
そ
れ
を
は
っ
き
り
し
た
 
 

因
果
関
係
と
し
て
表
現
せ
ず
、
二
つ
の
行
為
の
共
存
と
し
て
包
括
的
に
表
現
す
る
に
は
、
「
…
…
サ
レ
タ
ノ
デ
・
…
‥
シ
タ
」
 
の
よ
う
 
 

に
視
点
の
転
換
を
伴
う
受
身
の
形
よ
り
も
、
「
…
‥
・
サ
セ
テ
…
…
ツ
タ
」
 
の
よ
う
に
、
視
点
が
一
貫
す
る
使
役
の
形
を
と
る
の
が
好
 
 

都
合
な
の
で
あ
ろ
う
。
 
 
 

ま
た
、
合
戦
の
場
面
の
描
写
で
、
こ
の
自
責
の
使
役
が
用
い
ら
れ
る
と
き
ほ
、
前
述
の
よ
う
に
、
「
武
将
が
乗
馬
を
射
さ
せ
て
落
 
 

馬
す
る
」
 
「
父
が
そ
の
子
を
討
た
せ
て
引
き
返
く
」
 
の
よ
う
な
表
現
を
と
る
こ
と
が
多
い
。
こ
れ
は
単
純
に
 
「
乗
馬
が
射
ら
れ
た
」
 
 

「
子
ど
も
が
討
た
れ
た
」
 
の
よ
う
に
表
現
す
る
よ
り
も
、
武
将
や
父
の
行
為
が
複
合
的
に
表
現
さ
れ
、
ま
た
、
あ
る
状
況
下
で
の
当
 
 

事
者
の
心
理
が
描
か
れ
る
な
ど
、
表
現
が
複
雑
で
変
化
に
富
む
も
の
と
な
る
。
そ
れ
は
そ
れ
だ
け
物
語
と
し
て
進
歩
し
た
も
の
と
評
 
 

し
て
よ
い
だ
ろ
う
。
合
戦
場
面
の
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
が
鎮
西
八
郎
為
朝
の
武
勇
の
さ
ま
を
措
く
こ
と
に
費
や
さ
れ
て
い
る
『
保
元
物
 
 

語
』
に
自
責
の
使
役
が
少
く
、
合
戦
場
面
が
多
様
に
な
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
人
物
が
登
場
し
て
、
そ
れ
に
伴
っ
て
人
間
関
係
も
複
雑
に
 
 

な
る
『
平
家
物
語
』
に
こ
の
種
の
表
現
が
多
く
な
る
の
は
、
や
は
り
物
語
の
進
歩
発
展
の
姿
を
示
す
一
つ
の
指
標
と
見
る
こ
と
が
で
 
 

う
な
指
摘
が
あ
る
。
 
 

句
と
句
を
接
続
助
詞
「
て
」
に
よ
っ
て
結
ん
だ
複
文
は
、
前
章
で
も
触
れ
た
よ
う
に
、
決
し
て
論
理
的
な
関
係
を
表
す
の
で
は
 
 
 

な
い
。
前
件
に
後
件
が
た
だ
添
い
加
わ
っ
た
と
い
う
軽
い
結
び
付
き
で
あ
る
。
 
－
 
中
略
 
－
 
「
…
…
し
て
…
…
す
る
／
し
て
…
 
 
 

…
し
な
い
」
は
前
後
の
意
味
関
係
次
第
で
は
順
接
に
も
逆
接
に
も
転
ぶ
。
し
か
し
、
基
本
と
す
る
意
味
ほ
あ
く
ま
で
二
つ
の
行
為
 
 
 

や
状
態
の
共
存
な
の
で
あ
る
。
 
 

＜
結
果
＞
や
∧
原
因
・
理
由
＞
の
意
識
は
、
あ
く
ま
で
自
然
に
そ
の
よ
う
な
状
況
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
だ
と
い
う
他
力
的
な
 
 
 

見
方
で
あ
る
。
善
光
寺
に
行
っ
て
し
ま
っ
た
の
ほ
牛
の
な
せ
る
わ
ざ
で
自
分
の
意
志
的
な
行
為
の
結
果
で
は
な
い
。
＜
原
因
・
理
 
 
 

由
＞
の
「
て
」
が
多
く
不
本
意
意
識
を
伴
う
の
ほ
こ
の
た
め
で
あ
る
。
（
森
田
良
行
『
日
本
語
の
表
現
』
＜
一
九
八
三
＞
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強記物語における自責の使役  103  

き
よ
う
。
 
 
 

戦
記
物
語
も
時
代
が
下
っ
て
『
太
平
記
』
に
な
る
と
、
自
責
の
使
役
と
見
ら
れ
る
よ
う
な
記
述
は
少
く
な
る
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
 
 

は
一
つ
に
は
戦
闘
の
形
態
が
源
平
の
時
代
と
は
違
っ
て
集
団
に
よ
る
も
の
が
主
流
を
占
め
る
よ
う
に
な
っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
そ
の
 
 

結
果
、
特
定
の
個
人
の
活
躍
が
物
語
に
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
も
減
少
し
、
ま
た
、
武
者
の
討
死
を
そ
の
主
人
や
父
の
立
場
か
ら
措
 
 

く
よ
う
な
描
写
も
そ
の
数
を
減
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
伴
っ
て
、
自
責
の
使
役
が
使
用
さ
れ
る
機
会
も
少
く
な
っ
た
も
の
と
 
 

思
わ
れ
る
。
そ
れ
で
も
折
々
に
は
そ
の
よ
う
な
戦
闘
の
描
写
も
見
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
中
で
は
次
の
よ
う
に
、
自
責
の
使
役
 
 

に
該
当
す
る
表
現
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 
 

こ
れ
ら
の
表
現
に
使
用
さ
れ
る
動
詞
は
「
討
ツ
」
「
（
首
ヲ
）
取
ル
」
「
射
ル
」
な
ど
が
主
流
で
あ
っ
て
、
こ
の
点
は
『
平
治
物
語
』
 
 

や
『
平
家
物
語
』
と
同
様
な
傾
向
を
示
す
。
面
白
い
の
は
⑯
の
例
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
馬
が
双
瞼
を
辛
が
れ
て
倒
れ
、
そ
の
た
め
に
 
 

乗
手
が
は
ね
落
さ
れ
た
の
を
、
攻
撃
側
の
立
場
に
立
っ
て
一
連
の
行
動
の
中
の
一
環
と
し
て
こ
の
よ
う
に
記
述
し
た
も
の
で
あ
る
。
 
 

そ
れ
に
よ
っ
て
描
写
は
円
滑
に
、
し
か
も
集
約
的
に
無
駄
の
な
い
も
の
に
な
っ
た
。
使
役
の
表
現
を
も
っ
と
も
有
効
に
活
用
し
た
例
 
 

で
あ
る
。
 
 

語
 
 
 

5
 
結
 
 

以
上
、
戦
記
物
語
の
い
く
つ
か
に
つ
い
て
自
責
の
使
役
の
使
用
状
況
を
検
討
し
て
き
た
。
こ
の
一
見
風
変
り
な
表
現
に
つ
い
て
、
 
 

そ
の
使
用
条
件
や
表
現
効
果
な
ど
を
、
十
分
と
は
言
え
な
い
に
し
て
も
か
な
り
明
ら
か
に
し
え
た
よ
う
に
思
う
。
そ
れ
ほ
、
戦
闘
場
 
 

面
の
描
写
に
個
々
の
武
将
の
活
躍
が
重
視
さ
れ
た
源
平
の
合
戦
に
多
く
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
描
か
れ
る
一
連
の
行
為
 
 

を
、
行
動
主
体
の
一
貫
し
た
行
動
と
し
て
集
約
的
に
表
現
す
る
こ
と
で
、
表
現
を
円
滑
に
し
、
併
せ
て
作
中
人
物
の
心
情
な
ど
を
効
 
 
 

＠㊨㊨  

二
人
ノ
主
ヲ
目
ノ
前
二
討
セ
、
剰
へ
頸
ヲ
敵
二
取
セ
テ
、
生
テ
帰
ル
者
ヤ
可
レ
有
。
 
 

佐
々
木
ノ
判
官
モ
鳥
ヲ
射
サ
セ
テ
乗
ガ
ヘ
ヲ
待
程
ニ
、
大
敵
左
右
ヨ
リ
取
巻
テ
既
二
討
レ
ヌ
ト
ミ
ヘ
ケ
ル
ヲ
、
 
－
 
下
略
「
－
㌧
 
 

真
前
二
進
ダ
ル
武
者
ノ
馬
ノ
諸
膝
薙
デ
雛
落
サ
セ
、
返
ス
太
刀
ニ
テ
頸
打
落
シ
テ
、
仰
ク
ル
太
刀
ヲ
押
シ
テ
ゾ
立
ク
リ
ケ
ル
。
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果
的
に
描
き
出
す
も
の
で
あ
っ
た
。
 
 
 

た
だ
し
、
こ
の
よ
う
な
表
現
は
物
語
の
伝
本
に
よ
っ
て
出
入
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
先
に
、
こ
の
表
現
は
『
保
元
物
語
』
に
ほ
 
 

用
い
ら
れ
る
こ
と
が
少
い
と
述
べ
た
が
、
そ
れ
ほ
 
「
古
典
文
学
大
系
」
の
本
文
（
『
侠
元
物
語
』
で
ほ
金
刀
本
が
底
本
）
 
に
つ
い
て
 
 

見
ら
れ
る
現
象
で
あ
っ
て
、
『
保
元
物
語
』
で
も
大
系
付
録
の
古
活
字
本
（
流
布
本
系
）
 
に
は
、
自
責
の
使
役
と
見
な
す
べ
き
用
例
 
 

が
次
の
よ
う
に
か
な
り
見
い
だ
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
 
 

㊨
 
四
郎
左
衛
門
も
、
内
甲
を
射
さ
せ
て
引
返
く
。
（
巻
中
 
白
河
殿
へ
義
朝
夜
討
ち
に
寄
せ
ら
る
る
事
）
 
 
 

⑳
 
下
野
守
は
、
矢
合
せ
に
郎
等
を
射
さ
せ
て
、
や
す
か
ら
ず
思
は
れ
け
れ
ば
、
－
 
下
略
1
（
同
右
）
 
 
 

㊥
 
片
切
八
郎
大
喪
転
、
手
取
の
与
次
ぞ
懸
け
合
ひ
け
る
聞
、
i
中
略
 
－
 
与
次
が
妻
手
の
革
摺
の
は
づ
れ
を
射
さ
せ
て
引
き
返
け
は
、
景
 
 

重
膠
に
乗
（
つ
）
て
ぞ
懸
け
入
り
け
る
。
（
老
中
 
白
河
殿
放
め
落
す
事
）
 
 
 

㊧
 
武
蔵
国
の
住
人
、
豊
嶋
四
郎
も
、
須
藤
九
郎
に
弓
手
の
太
股
を
射
さ
せ
、
安
房
国
の
住
人
、
丸
太
郎
も
、
鬼
田
与
≡
に
脇
立
ゐ
さ
せ
て
引
 
 

き
し
り
ぞ
く
。
（
同
右
）
 
 

な
ど
と
い
う
の
が
そ
れ
で
あ
る
。
動
詞
に
「
射
る
」
が
多
い
の
ほ
、
こ
の
物
語
の
性
格
を
示
す
も
の
で
あ
る
が
、
伝
本
に
よ
っ
て
こ
 
 

の
種
の
表
現
に
差
が
あ
る
の
は
、
あ
る
い
は
そ
の
記
述
年
代
の
遣
い
に
よ
る
も
の
と
も
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
大
系
の
解
説
に
 
 

ょ
れ
ば
、
流
布
本
の
系
統
は
、
他
の
諸
本
に
比
べ
て
成
立
年
代
が
か
な
り
新
し
く
、
室
町
時
代
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
 
 

な
流
布
本
系
に
自
責
の
使
役
が
多
く
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
ほ
、
こ
の
よ
う
な
表
現
が
愛
好
さ
れ
普
及
し
て
い
っ
た
経
過
と
関
わ
り
 
 

を
有
す
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
厳
密
な
本
文
批
判
を
経
て
い
な
い
本
稿
で
は
そ
れ
以
上
の
推
測
を
試
み
る
の
は
滞
越
な
行
為
で
あ
る
 
 

と
思
わ
れ
る
の
で
、
こ
の
こ
と
に
就
て
は
、
一
応
問
題
を
提
起
す
る
に
止
め
る
。
 
 
 

こ
こ
で
、
し
ば
ら
く
観
記
物
語
を
離
れ
て
日
本
語
の
使
役
表
現
の
特
性
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
 
 
 

「
誠
に
勝
手
な
が
ら
明
日
は
休
業
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
」
 
 

と
い
う
言
い
方
が
あ
る
。
こ
れ
ほ
「
明
日
休
業
し
ま
す
」
と
い
う
こ
と
の
鄭
重
な
言
い
方
で
あ
る
が
、
そ
の
中
に
「
休
業
さ
せ
て
」
 
 

と
使
役
の
言
い
方
が
入
る
の
は
な
ぜ
で
あ
ろ
う
か
。
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こ
の
中
に
使
わ
れ
た
「
い
た
だ
き
（
い
た
だ
く
）
」
は
「
も
ら
う
」
の
敬
体
で
あ
っ
て
、
動
作
の
主
語
も
表
現
の
視
点
も
行
為
の
受
 
 

け
手
に
あ
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
 
 
 

「
私
は
先
生
か
ら
本
を
一
朗
い
た
だ
い
た
。
」
 
 

と
い
う
の
は
、
一
筋
の
本
の
授
受
と
い
う
行
為
を
、
行
為
の
受
け
手
で
あ
る
「
私
」
の
立
場
に
あ
っ
て
表
現
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
 
 

れ
ほ
「
い
た
だ
く
」
が
本
動
詞
と
し
て
用
い
ら
れ
た
例
で
あ
る
が
、
「
も
ら
う
」
 
「
い
た
だ
く
」
が
補
助
動
詞
と
し
て
用
い
ら
れ
た
 
 

場
合
で
も
、
表
現
の
視
点
が
受
け
手
に
置
か
れ
る
と
い
う
点
で
は
違
い
は
な
い
。
 
 
 

「
休
業
す
る
」
に
「
い
た
だ
く
」
と
い
う
補
助
動
詞
を
付
け
れ
ば
 
「
休
業
し
て
い
た
だ
く
」
と
な
る
が
、
前
述
の
よ
う
に
、
こ
の
 
 

言
い
方
は
、
行
為
の
主
体
で
あ
る
「
休
む
人
」
の
立
場
に
立
っ
た
言
い
方
に
は
な
ら
ず
、
も
っ
ぱ
ら
そ
の
行
為
に
よ
っ
て
影
響
（
恩
 
 

恵
）
を
受
け
る
人
（
受
け
手
）
 
の
立
場
に
立
っ
た
表
現
に
な
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
れ
を
行
為
者
の
立
場
に
立
つ
表
現
に
し
よ
う
と
す
 
 

れ
ば
、
少
く
と
も
一
度
視
点
を
変
換
す
る
必
要
が
生
じ
る
。
そ
の
視
点
変
換
の
役
目
を
す
る
の
が
、
使
役
の
助
動
詞
「
さ
せ
」
な
の
 
 

で
あ
ろ
う
。
 
 
 

こ
れ
を
表
現
憩
果
の
観
点
か
ら
考
え
る
と
、
使
役
表
現
を
と
る
こ
と
で
表
現
上
の
主
体
が
実
際
の
行
為
者
と
別
に
設
定
さ
れ
る
ー
〕
 
 

と
に
な
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
そ
の
行
為
が
行
為
者
の
積
種
的
、
意
図
的
な
も
の
で
は
な
く
、
心
な
ら
ず
も
、
止
む
を
え
ず
そ
う
す
 
 

る
の
だ
、
と
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
付
加
さ
れ
る
、
そ
れ
だ
け
表
現
が
碗
曲
に
な
り
乗
ら
げ
ら
れ
る
、
と
い
う
ふ
う
に
も
考
え
ら
れ
 
 

る
。
こ
の
「
…
‥
・
さ
せ
て
い
た
だ
く
」
に
つ
い
て
従
来
の
説
は
多
く
こ
の
点
を
重
視
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
 
 
 

と
も
か
く
、
「
休
業
す
る
」
と
い
う
動
詞
の
表
現
を
鄭
重
体
に
す
る
の
に
、
「
休
業
さ
せ
て
」
と
、
恐
ら
く
意
味
の
上
で
は
全
く
 
 

必
要
な
い
は
ず
の
使
役
の
表
現
が
加
わ
る
の
ほ
、
以
上
の
よ
う
な
必
要
を
充
た
す
た
め
で
あ
る
と
考
え
る
の
で
あ
る
が
、
い
か
が
で
 
 

あ
ろ
う
か
。
 
 
 

日
本
語
の
使
役
表
現
の
う
ち
で
、
 
 
 

「
母
親
が
子
ど
も
を
休
ま
せ
る
ご
 
 
 

「
父
が
子
ど
も
を
進
ば
せ
て
い
る
。
」
 
 
 

「
言
い
た
い
や
つ
に
は
言
わ
せ
て
お
け
。
」
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の
よ
う
な
、
管
理
の
使
役
、
放
任
の
使
役
と
言
わ
れ
て
い
る
も
の
で
は
、
表
現
上
の
主
体
に
な
っ
て
い
る
「
母
親
」
 
「
父
」
 
「
話
し
 
 

手
」
な
ど
は
、
直
接
の
行
為
者
で
あ
る
「
子
ど
も
」
や
「
言
い
た
い
や
つ
」
に
対
し
て
、
い
わ
ば
間
接
の
行
為
者
と
で
も
言
う
べ
き
 
 

存
在
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
日
本
語
の
使
役
表
現
の
特
性
に
関
し
て
は
、
「
『
誘
因
と
し
て
の
使
役
』
と
で
も
い
う
べ
き
も
の
が
根
拠
 
 

に
あ
る
」
 
「
使
役
表
現
の
本
質
は
、
使
役
の
主
が
他
の
も
の
の
動
作
に
関
与
す
る
こ
と
に
あ
る
」
と
い
う
考
察
も
見
ら
れ
る
。
 
（
竹
 
 

内
美
智
子
「
助
動
詞
Ⅲ
」
∧
『
岩
波
講
座
日
本
語
7
』
－
一
九
七
七
－
所
収
＞
）
 
 
 

ま
た
、
前
述
の
森
田
良
行
∧
一
九
八
三
＞
 
に
も
、
「
他
者
側
に
属
す
る
事
柄
を
自
己
と
結
び
付
け
る
心
理
的
つ
な
が
り
が
使
役
 
 

『
せ
る
／
さ
せ
る
』
を
用
い
さ
せ
て
い
る
」
と
い
う
指
摘
が
あ
る
が
、
こ
の
「
自
己
」
は
本
稿
で
い
う
「
間
接
の
行
為
者
」
に
置
き
 
 

換
え
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。
考
え
て
み
る
と
、
 
 
 

「
皮
を
斬
ら
せ
て
肉
を
斬
る
、
肉
を
斬
ら
せ
て
骨
を
断
つ
」
 
 

の
よ
う
な
言
い
方
が
さ
し
て
抵
抗
も
な
し
に
ま
か
り
通
っ
て
い
る
の
は
、
こ
れ
が
流
暢
で
口
当
り
が
い
い
、
と
い
う
こ
と
の
他
に
、
 
 

使
役
表
現
と
受
身
表
現
と
が
相
互
に
そ
れ
ほ
ど
異
質
な
も
の
と
し
て
意
識
さ
れ
な
い
と
い
う
日
本
語
の
特
質
が
底
に
あ
る
か
ら
で
あ
 
 

ろ
う
。
 
 
 

「
帰
り
道
で
雨
に
降
ら
れ
た
。
」
 
 
 

「
子
ど
も
に
泣
か
れ
て
閉
口
し
た
。
」
 
 

の
よ
う
な
、
被
害
の
受
身
、
迷
惑
の
受
身
と
呼
ば
れ
て
い
る
も
の
も
、
直
接
の
行
為
者
で
あ
る
「
雨
」
や
「
子
ど
も
」
を
主
体
に
置
 
 

か
ず
、
そ
の
行
為
に
よ
っ
て
影
響
を
受
け
る
話
し
手
を
表
現
の
主
体
に
据
え
た
、
と
い
う
点
で
、
先
の
間
接
の
行
為
者
を
主
体
に
し
 
 

た
使
役
表
現
と
一
脈
通
じ
る
も
の
が
あ
る
。
戦
記
物
語
で
実
際
に
は
受
動
的
な
行
為
で
あ
る
も
の
に
し
ば
し
ば
使
役
の
形
を
と
っ
た
 
 

表
現
が
用
い
ら
れ
て
い
る
の
も
、
そ
の
根
底
に
は
こ
の
よ
う
な
日
本
語
の
特
性
が
潜
ん
で
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
 
 

（
付
記
）
 
 
 

『
平
家
物
語
』
 
の
本
文
の
引
用
は
、
既
述
の
よ
う
に
 
「
日
本
古
典
文
学
大
系
」
＜
平
家
物
語
上
・
下
＞
 
（
龍
谷
大
学
蔵
本
－
寛
一
 
 

本
系
－
）
 
に
よ
っ
た
が
、
念
の
た
め
こ
れ
ら
の
引
用
個
所
を
「
新
潮
日
本
古
典
集
成
」
∧
平
家
物
語
上
・
中
・
下
＞
 
（
国
会
図
書
館
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蔵
本
－
八
坂
流
系
－
）
 
に
照
合
す
る
と
、
は
ぼ
、
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
○
の
中
の
数
字
は
本
稿
の
引
用
番
号
で
あ
る
。
 
 
 

し  
て  
は  

「
大
系
」
と
「
集
成
」
と
で
は
記
述
に
や
や
異
な
り
が
見
ら
れ
る
の
で
、
厳
密
な
比
較
は
無
理
で
あ
ろ
う
が
、
自
責
の
使
役
に
閑
 
 

⑳⑳⑲ ⑯⑧ ⑦ ⑥ ⑤ ④  

「
つ
ね
に
鎧
づ
き
せ
よ
。
塞
か
か
す
な
。
つ
ね
に
叙
を
か
た
ぶ
け
よ
。
内
兜
射
さ
す
な
。
（
巻
第
九
 
熊
谷
・
平
山
一
二
の
駆
）
 
 

嗣
信
が
首
取
ら
ん
と
寄
る
と
こ
ろ
を
、
弟
の
忠
信
よ
つ
ぴ
い
て
射
る
。
（
巻
第
十
一
屋
島
）
 
 

世
に
あ
ら
む
と
思
ふ
も
子
ど
も
を
思
ふ
が
た
め
な
り
。
源
大
尉
た
せ
て
景
時
世
に
あ
り
と
も
何
か
せ
ん
。
（
巻
第
九
 
梶
原
二
度
の
駆
）
 
 

源
太
は
馬
を
射
さ
せ
て
か
ち
だ
ち
に
な
り
、
兜
を
う
ち
落
さ
れ
、
大
童
に
な
つ
て
、
（
巻
第
九
 
梶
原
二
度
の
駈
）
 
 

太
田
の
太
郎
…
＝
・
中
略
…
：
手
痛
う
駆
け
ら
れ
て
、
引
き
返
く
。
（
巻
第
十
二
 
義
経
都
落
ち
）
 
 

（
こ
の
箇
所
に
相
当
す
る
記
述
は
「
古
典
集
成
」
に
見
い
だ
さ
れ
な
い
）
 
 

「
つ
ね
忙
威
を
か
た
ぷ
け
よ
。
あ
ま
り
に
か
た
ぷ
け
て
、
天
辺
射
さ
す
な
。
」
（
巻
第
四
 
顔
政
最
後
）
 
 

「
平
次
討
た
す
な
」
と
て
、
父
の
平
三
、
兄
の
源
太
つ
づ
い
て
駆
け
入
る
。
（
巻
第
九
 
梶
原
二
度
の
駆
）
 
 

「
武
読
守
忙
も
後
れ
侯
ひ
ぬ
。
顔
方
も
討
た
れ
瞑
。
心
細
う
こ
そ
な
り
て
供
へ
。
」
（
巻
第
九
一
の
谷
）
 
 

「
集
成
」
の
ほ
う
が
や
や
少
い
よ
う
で
あ
る
。
た
だ
し
、
そ
れ
は
本
稿
の
考
察
に
支
障
と
な
る
ほ
ど
の
差
で
ほ
な
い
。
 
 
 


