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は
じ
め
に

　

中
古
か
ら
近
世
ま
で
長
く
用
い
ら
れ
た
﹁
あ
い
だ
ち
な
し
﹂
と
い
う
語

が
あ
る
︒
古
い
用
例
は
﹃
源
氏
物
語
﹄
に
三
例
ほ
ど
し
か
な
く
︑
中
世
の

間
も
文
学
作
品
に
さ
し
て
用
い
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
︒
日
常
的
に
も

あ
ま
り
用
い
ら
れ
な
か
っ
た
の
か
︑
日
葡
辞
書
に
は
立
項
さ
れ
て
い
な

い
︒
と
こ
ろ
が
︑
近
世
に
な
る
と
浄
瑠
璃
や
俳
諧
な
ど
に
﹁
あ
い
だ
て
な

し
﹂
の
形
で
用
例
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
の
で
︑
日
常
語
と
し
て
定
着

し
て
い
た
も
の
と
も
思
わ
れ
る
︒
日
常
語
︑
つ
ま
り
通
俗
的
表
現
だ
っ
た

た
め
に
︑
俗
語
に
よ
る
文
芸
が
発
達
す
る
ま
で
文
学
作
品
に
は
あ
ま
り
使

わ
れ
な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
︒
そ
の
た
め
︑
古
い
時
代
に
ど
う
い
う

意
味
の
語
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
た
か
が
曖
昧
に
な
っ
て
い
る
よ
う
で
あ

る
︒

　

辞
書
を
調
べ
る
と
意
味
は
大
き
く
二
つ
に
分
か
れ
て
い
る
︒
代
表
例
と

し
て
小
学
館
の
﹃
日
本
国
語
大
辞
典
﹄

1

*

を
見
て
み
よ
う

　
　

①
味
も
そ
っ
け
も
な
い
︒
お
も
し
ろ
み
が
な
い
︒
無
愛
想
だ
︒

　
　

②
遠
慮
が
な
い
︒
ぶ
し
つ
け
だ
︒

一
見
︑
何
も
問
題
が
な
さ
そ
う
に
見
え
る
が
︑
無
愛
想
な
の
と
遠
慮
が
な

い
の
で
は
︑
態
度
の
悪
さ
を
表
現
し
て
い
て
も
そ
の
性
質
は
正
反
対
な
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
特
に
︑﹃
日
・
国
﹄
で
は
︵
そ
の
他
多
く
の
国
語

辞
典
・
古
語
辞
典
で
も
︑
だ
が
︶︑
源
氏
物
語
の
用
例
三
つ
が
︑
そ
れ
ぞ

れ
こ
の
二
つ
の
意
味
に
振
り
分
け
ら
れ
て
い
る
︒
同
時
代
の
︑
ひ
と
ま
と

ま
り
の
作
品
の
中
で
︑﹁
愛
想
が
な
い
﹂
と
﹁
遠
慮
が
な
い
﹂
の
正
反
対

の
意
味
に
用
例
が
割
れ
る
と
い
う
こ
と
が
あ
る
だ
ろ
う
か
︒

　

そ
こ
で
︑
今
回
は
中
古
・
中
世
の
用
例
を
中
心
に
︑﹁
あ
い
だ
ち
な
し
﹂

は
ど
う
い
う
意
味
の
語
だ
っ
た
の
か
︑
な
ぜ
正
反
対
の
意
味
が
二
つ
並
ぶ

こ
と
に
な
っ
た
の
か
︑
考
え
て
み
た
い
︒

『
源
氏
物
語
』
の
場
合

　
﹁
あ
い
だ
ち
な
し
﹂
の
最
も
古
い
用
例
は
﹃
源
氏
物
語
﹄

2

*

の
も
の
で
あ

り
︑
困
っ
た
こ
と
に
こ
の
他
に
は
古
い
時
代
の
物
語
に
用
例
を
確
認
で
き

な
い
︒﹁
あ
い
だ
ち
な
し
﹂
が
用
い
ら
れ
て
い
る
の
は
全
部
で
三
箇
所
で

あ
る
︒
現
行
の
巻
の
並
び
順
に
﹁
蛍
﹂﹁
夕
霧
﹂﹁
宿
木
﹂
と
な
る
︒
そ
れ

「
あ
い
だ
ち
な
し
」
考

渡
瀬　

淳
子
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ぞ
れ
ど
の
よ
う
な
場
面
な
の
か
確
認
し
て
お
き
た
い
︒

「
蛍
」
巻

　

五
月
の
あ
る
日
︑
光
源
氏
は
六
条
院
の
馬
場
で
騎
射
の
競
技
を
行
わ

せ
︑
女
性
た
ち
も
が
揃
っ
て
見
物
す
る
盛
儀
だ
っ
た
︒
そ
の
夜
︑
光
源
氏

が
馬
場
の
あ
る
夏
の
町
の
花
散
里
の
も
と
に
泊
ま
る
場
面
で
あ
る
︒

　
　

 

い
ま
は
た
ゞ
︑
お
ほ
か
た
の
御
む
つ
び
に
て
︑
お
ま
し
な
ど
も
︑
こ

と
〴
〵
に
て
お
ほ
と
の
ご
も
る
︒﹁
な
ど
て
︑
か
く
︑
は
な
れ
そ
め

し
ぞ
﹂
と
︑
殿
は
︑
く
る
し
が
り
給
ふ
︒
お
ほ
か
た
︑
な
に
や
か
や

と
も
︑
そ
ば
み
聞
え
給
は
で
︑
年
ご
ろ
︑
か
く
︑
折
ふ
し
に
つ
け
た

る
御
あ
そ
び
ど
も
を
︑
人
づ
て
に
見
き
き
給
ひ
け
る
に
︑
け
ふ
︑
め

づ
ら
し
か
り
つ
る
こ
と
ば
か
り
を
ぞ
︑﹁
此
町
の
お
ぼ
え
︑
き
ら

〳
〵
し
﹂
と
思
し
た
る
︒

　
　

 　
　

そ
の
こ
ま
も
す
さ
め
ぬ
草
と
名
に
た
て
る
汀
の
あ
や
め
け
ふ
や

ひ
き
つ
る

　
　

 

と
︑
お
ほ
ど
か
に
聞
こ
え
た
ま
ふ
︒
な
に
ば
か
り
の
こ
と
に
も
あ
ら

ね
ど
︑﹁
あ
は
れ
﹂
と
お
ぼ
し
た
り
︒

　
　

 　
　

に
ほ
ど
り
の
か
げ
を
な
ら
ぶ
る
わ
か
ご
ま
は
い
つ
か
あ
や
め
に

ひ
き
わ
か
る
べ
き

　
　

あ
い
だ
ち
な
き
御
こ
と
ゞ
も
な
り
や
︒

　
　

 ﹁
あ
さ
ゆ
ふ
の
へ
だ
て
あ
る
や
う
な
れ
ど
︑
か
く
て
見
た
て
ま
つ
る

は
︑
心
や
す
く
こ
そ
あ
れ
﹂︑
た
は
ぶ
れ
言
な
れ
ど
︑
の
ど
や
か
に

お
は
す
る
人
ざ
ま
な
れ
ば
︑
し
づ
ま
り
て
聞
こ
え
な
し
給
ふ
︒

花
散
里
は
桐
壺
帝
に
仕
え
た
麗
景
殿
の
女
御
の
妹
で
あ
り
︑
光
源
氏
と
は

若
い
頃
か
ら
の
付
き
合
い
で
︑
夕
霧
や
玉
鬘
の
母
親
代
わ
り
を
任
さ
れ
る

な
ど
︑
源
氏
に
信
頼
さ
れ
た
女
性
で
あ
る
︒
物
語
中
で
は
穏
や
か
で
控
え

め
な
性
格
と
さ
れ
て
お
り
︑
容
姿
に
恵
ま
れ
な
い
こ
と
も
あ
っ
て
︑
源
氏

の
訪
れ
が
間
遠
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
文
句
を
言
う
こ
と
も
な
け
れ
ば
不

満
を
態
度
に
表
す
こ
と
も
な
い
︒
し
か
し
そ
れ
は
花
散
里
が
屈
折
し
た
感

情
を
た
め
込
ん
で
い
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
て
︑
彼
女
は
と
う
に
源
氏

と
の
性
的
関
係
に
見
切
り
を
つ
け
て
お
り
︑
そ
の
状
況
に
満
足
し
て
い
る

よ
う
な
の
で
あ
る
︒
こ
の
和
歌
の
や
り
と
り
は
自
分
自
身
を
﹁
駒
も
す
さ

め
ぬ
草
﹂
つ
ま
り
男
性
に
相
手
に
さ
れ
な
い
女
と
捉
え
て
お
り
︑
か
な
り

あ
け
す
け

3

*

で
あ
る
︒
光
源
氏
の
返
歌
も
そ
れ
に
応
じ
て
︑
あ
な
た
と
別

れ
る
こ
と
は
な
い
と
率
直
に
応
え
て
お
り
隔
て
の
な
い
関
係
が
読
み
取
れ

る
︒
な
ら
ば
こ
こ
は
﹁
遠
慮
が
な
い
﹂
と
解
釈
し
て
お
い
て
問
題
は
な
さ

そ
う
で
あ
る
︒

　

で
は
︑
従
来
こ
の
場
面
が
ど
の
よ
う
に
読
ま
れ
て
き
た
か
に
も
注
目
し

て
み
た
い
︒
一条
兼
良
の
﹃
花
鳥
余
情
﹄

4

*

は
以
下
の
よ
う
に
注
釈
し
て
い
る

　
　

 

あ
い
た
ち
な
き
御
こ
と
ゝ
も
な
り
や　

た
い
の
御
か
た
の
哥
ハ
︑
駒

も
す
さ
め
ぬ
と
よ
ミ
給
て
︑
源
氏
の
す
さ
め
給
は
ぬ
こ
と
を
ほ
の
め

か
し
︑
源
氏
ハ
又
に
ほ
と
り
に
か
け
を
な
し
ふ
る
と
い
ひ
て
︑
女
房

に
似
て
お
と
り
た
れ
と
も
ひ
き
わ
か
る
ま
し
き
と
の
給
へ
り
︒
い
つ

れ
も
あ
い
た
ち
な
き
御
か
た
な
り
と
物
語
の
家
に
か
き
と
ゝ
め
た
る

也
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解
釈
し
て
み
る
と
︑﹁
対
の
御
方
︵
花
散
里
︶
の
歌
は
﹁
駒
も
す
さ
め
ぬ
﹂

と
詠
ん
で
源
氏
と
の
交
渉
が
な
い
こ
と
を
ほ
の
め
か
し
︑
源
氏
は
﹁
に
ほ

と
り
に
か
け
を
な
し(

ら
)ふ

る
﹂
と
言
っ
て
い
て
︑
花
散
里
を
﹁
妻
と
い
う
よ

り
女
房
︵
使
用
人
︶
み
た
い
で
劣
っ
て
い
る
け
れ
ど
も
別
れ
ま
い
﹂
と

仰
っ
て
い
る
︒
ど
ち
ら
に
対
し
て
も
遠
慮
の
な
い
方
々
で
あ
る
と
︑
物
語

の
家
の
説
に
書
い
て
あ
っ
た
の
で
あ
る
﹂
と
な
る
だ
ろ
う
か
︒
お
互
い
の

和
歌
の
表
現
が
率
直
で
あ
る
こ
と
を
言
っ
て
い
る
よ
う
だ
︒

　

三
条
西
家
流
の
﹃
細
流
抄
﹄
は
﹁
花
ち
る
さ
と
は
わ
が
愁
を
云
ひ
出

し
︑
源
も
夫
婦
の
間
の
事
ば
か
り
の
た
ま
へ
り
︒
い
づ
れ
も
優
な
ら
ざ
る

歌
と
也
﹂
と
あ
る
︒
花
散
里
は
源
氏
に
相
手
に
さ
れ
な
い
我
が
身
の
辛
さ

を
直
接
的
に
訴
え
︑
源
氏
は
夫
婦
仲
の
こ
と
ば
か
り
を
仰
っ
て
い
て
︑
ど

ち
ら
も
優
美
な
趣
の
な
い
歌
だ
と
い
う
批
判
で
あ
る
︒

　

九
条
稙
通
の
﹃
孟
津
抄
﹄

5

*

も
﹁
世
俗
に
あ
い
だ
て
な
い
と
云
ふ
事
の
類

也
︒﹂
と
し
て
い
て
︑﹁
俗
に
あ
い
だ
て
な
い
と
言
わ
れ
る
類
い
で
あ
る
﹂

と
言
っ
て
い
る
︒﹁
あ
い
だ
て
な
い
﹂
に
つ
い
て
は
後
に
述
べ
る
が
︑
こ

こ
で
は
﹁
無
遠
慮
﹂
の
意
と
し
て
お
い
て
問
題
な
い
だ
ろ
う
︒

　

里
村
紹
巴
の
﹃
源
氏
物
語
抄
︵
紹
巴
抄
︶﹄︵
奈
良
女
子
大
本　

文
禄
四

年
写
︶
は
︑

　
　

 

あ
い
た
ち
な
き　

無
風
流
と
云
詞
歟
︒
源
ハ
夫
婦
な
と
の
躰
︒
花
は

又
駒
も
す
さ
め
ぬ
な
と
ゝ
述
懐
を
あ
り
〳
〵
と
あ
そ
は
す
は
無
風
流

と
に
や
︒
如
何

と
し
て
い
て
︑﹁
風
情
が
な
い
︵
無
風
流
︶﹂
と
し
て
い
る
よ
う
だ
︒
夫
が

相
手
を
し
て
く
れ
な
い
と
い
う
嘆
き
を
率
直
に
述
べ
て
い
る
の
が
風
流
で

な
い
と
評
価
さ
れ
て
い
る
︒
遠
慮
の
な
さ
か
ら
派
生
し
た
意
味
と
考
え
て

も
よ
さ
そ
う
で
あ
る
︒

　

以
上
見
て
き
た
よ
う
に
︑
こ
の
部
分
の
解
釈
は
揺
れ
が
少
な
く
︑
現
代

で
も
﹁
遠
慮
の
な
い
お
二
人
の
歌
だ
﹂︵
岩
波
文
庫　

二
〇
一
八
年
︶
と

い
う
解
釈
で
通
っ
て
い
る

6

*

︒

「
夕
霧
」
巻

　

こ
れ
ま
で
浮
気
を
し
た
こ
と
も
な
い
誠
実
な
夫
で
あ
っ
た
夕
霧
が
︑
柏

木
の
未
亡
人
落
葉
宮
に
入
れ
あ
げ
て
い
る
の
を
︑
妻
の
雲
居
雁
が
嘆
く
場

面
で
あ
る
︒

　
　

 

う
へ
は
︑
ま
め
や
か
に
心
う
く
︑﹁
あ
く
が
れ
た
ち
ぬ
る
御
心
な
め

り
︒
も
と
よ
り
︑
さ
る
方
に
な
ら
ひ
給
へ
る
︑
六
条
の
院
の
人
〳
〵

を
︑
と
も
す
れ
ば
︑
め
で
た
き
た
め
し
に
ひ
き
い
で
つ
ゝ
︑
心
よ
か

ら
ず
︑
あ
ひ
だ
ち
な
き
者
に
お
も
ひ
給
へ
る
︑
わ
り
な
し
や
︒
わ
れ

も
︑
む
か
し
よ
り
︑
し
か
な
ら
ひ
な
ま
し
か
ば
︑
人
め
も
な
れ
て
︑

中
〳
〵
す
ぐ
し
て
ま
し
︒﹃
世
の
た
め
し
に
し
つ
べ
き
御
心
ば
へ
﹄

と
︑
親
・
は
ら
か
ら
よ
り
は
じ
め
た
て
ま
つ
り
︑
め
や
す
き
あ
え
者

に
︑
し
給
へ
る
を
︑
あ
り
〳
〵
て
は
︑
す
ゑ
に
は
ぢ
が
ま
し
き
こ
と

や
あ
ら
む
﹂
な
ど
︑
い
と
︑
い
た
う
な
げ
い
た
ま
へ
り
︒

　

中
世
の
注
釈
で
は
︑﹃
弄
花
抄
﹄
は
﹁
雲
井
を
︑
夕
霧
の
思
ひ
給
ふ
を
︑

わ
り
な
し
と
也
︵
雲
居
雁
の
こ
と
を
﹁
あ
い
だ
ち
な
き
も
の
﹂
と
夕
霧
が

お
思
い
に
な
る
の
を
︑
雲
居
雁
は
理
屈
に
合
わ
な
い
と
思
っ
て
い
る
の
で
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あ
る
︶﹂
と
な
っ
て
い
て
︑﹁
あ
い
だ
ち
な
し
﹂
の
意
味
を
拾
っ
て
い
な

い
︒
時
代
が
下
っ
て
﹃
万
水
一
露
﹄
で
も
同
様
に
︑﹁
心
よ
か
ら
す
あ
い

た
ち
な
き
も
の
に
思
給
へ
る
わ
り
な
し
や
／
雲
居
雁
を
︑
夕
霧
の
︑
心
に

物
ゑ
ん
し
し
給
と
お
も
ひ
給
は
︑
わ
り
な
し
や
と
也
﹂
と
な
っ
て
い
て
︑

﹁
あ
い
だ
ち
な
き
も
の
﹂
の
意
を
拾
っ
て
い
な
い
︑
も
し
く
は
﹁
物
ゑ
ん

し
︵
何
か
を
恨
む
こ
と
︶﹂
の
意
と
取
っ
て
る
よ
う
だ
︒

　
﹃
紹
巴
抄
﹄
は
﹁
六
条
院
の
人
々
を　

あ
ま
た
の
中
な
た
ら
か
な
る
と

た
め
し
に
引
給
へ
り
︒
夕
は
実
法
な
り
と
て
也
︒
あ
ま
た
も
な
き
と
て
心

よ
か
ら
す
雲
ゐ
を
恨
た
ま
ふ
︑
わ
り
な
し
や
也
︒
あ
ひ
た
ち
も
な
き
と
て

也
﹂
と
あ
り
︑﹁
あ
ひ
た
ち
も
な
き
と
て
也
﹂
と
そ
の
ま
ま
解
説
に
用
い

ら
れ
て
い
る
︒﹁
あ
ひ
た
ち
﹂
が
何
の
意
味
な
の
か
説
明
が
な
い
と
こ
ろ

を
み
る
と
︑
こ
の
ま
ま
で
問
題
な
く
通
じ
る
表
現
だ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ

る
︒
そ
し
て
︑
そ
の
意
味
は
後
に
見
る
よ
う
に
︑﹁
わ
き
ま
え
が
な
い
︒

無
分
別
だ
︒
無
遠
慮
だ
︒
無
思
慮
だ
︒
考
え
が
な
い
︒﹂
も
し
く
は
﹁
わ

が
ま
ま
だ
︒
勝
手
気
ま
ま
だ
︒﹂
等
の
意
で
用
い
ら
れ
て
い
た
も
の
と
思

わ
れ
る
︒
こ
の
説
明
で
は
︑
以
下
の
よ
う
な
こ
と
が
解
説
さ
れ
て
い
る
︒

﹁
夕
霧
は
六
条
院
の
女
性
た
ち
︵
父
光
源
氏
の
妻
妾
た
ち
︶
を
︑
寵
愛
を

競
う
女
性
が
大
勢
一
緒
に
暮
ら
し
て
い
る
の
に
皆
の
関
係
が
穏
や
か
で
あ

る
例
と
し
て
引
き
合
い
に
出
し
て
い
る
︒
夕
霧
は
真
面
目
な
男
だ
か
ら
妻

の
他
に
通
う
女
性
が
大
勢
い
る
わ
け
で
も
な
い
︵
実
質
︑
雲
居
雁
の
他
に

は
落
葉
宮
一
人
で
あ
る
︒
藤
典
侍
は
所
謂
﹁
妻
﹂
と
い
う
認
識
で
は
な

い
︶
か
ら
で
あ
る
︒
そ
れ
な
の
に
浮
気
を
責
め
ら
れ
て
は
気
分
が
良
く
な

い
の
で
︑
雲
居
雁
の
狭
量
を
恨
ん
で
い
る
の
だ
が
︑
そ
れ
が
雲
居
雁
か
ら

す
れ
ば
浮
気
を
さ
れ
た
上
に
咎
め
れ
ば
文
句
を
言
わ
れ
る
な
ん
て
理
屈
に

合
わ
な
い
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
︒
夕
霧
か
ら
す
れ
ば
雲
居
雁
の
態
度
は

あ
ま
り
に
も
わ
が
ま
ま
︵
も
し
く
は
無
分
別
︶
だ
と
い
う
の
で
あ
る
﹂
と

な
る
だ
ろ
う
か
︒
雲
居
雁
が
夕
霧
の
こ
と
を
﹁
あ
ひ
た
ち
も
な
き
﹂
と

思
っ
て
い
る
よ
う
に
も
読
め
る
の
だ
が
︑﹁
あ
い
だ
ち
な
し
﹂
は
︑
本
文

で
は
︑
雲
居
雁
が
自
分
が
夕
霧
か
ら
ど
う
思
わ
れ
て
い
る
か
を
述
べ
る
部

分
に
出
て
く
る
語
な
の
で
︑
注
釈
の
文
章
も
こ
の
よ
う
に
理
解
し
て
お

く
7

*

︒

　

肖
柏
の
﹃
一
葉
抄
﹄

8

*

で
は
﹁
あ
い
た
ち
な
き　

神
妙
な
ら
ぬ
よ
し
也
﹂

と
あ
る
︒
神
妙
で
な
い
と
い
う
の
は
﹁
け
な
げ
で
な
い
﹂﹁
お
と
な
し
く

な
い
﹂
等
の
意
と
思
わ
れ
る
の
で
︑
こ
こ
で
も
夫
の
浮
気
に
文
句
を
言
う

雲
居
雁
の
態
度
が
︑
遠
慮
が
な
い
と
受
け
取
ら
れ
て
い
る
と
見
て
よ
い
だ

ろ
う
︒

　

近
世
初
期
の
﹃
湖
月
抄
﹄︵
北
村
季
吟
︑
延
宝
元
年
版
本
︶
で
は
﹁
あ

い
だ
ち
な
き
も
の
に
﹂
に
﹁
抄　

愛
の
な
き
な
り
﹂
と
注
が
付
い
て
い

て
︑
こ
の
当
時
の
諸
注
釈

9

*

で
は
一
般
的
に
愛
想
が
な
い
︑
可
愛
げ
が
な

い
の
意
と
取
ら
れ
て
い
た
よ
う
だ
︒
賀
茂
真
淵
は
﹃
源
氏
物
語
新
釈
﹄
で

　
　

 

あ
い
だ
ち
な
き
も
の
に　

だ
ち
は
あ
だ
つ
と
い
ふ
に
同
じ
く
愛
敬
だ

つ
さ
ま
な
き
と
い
ふ
な
る
べ
し
︵
夕
霧
︶

と
言
っ
て
い
る
の
で
︑
中
世
の
末
か
ら
近
世
の
初
期
頃
に
﹁
可
愛
げ
が
な

い
﹂
と
す
る
解
釈
が
優
勢
に
な
り
︑
真
淵
の
頃
に
は
す
っ
か
り
定
着
し
て

い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
︒

　

以
降
︑
最
近
の
岩
波
文
庫
版
に
至
る
ま
で
︑﹁
ひ
ね
く
れ
た
か
わ
い
げ
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「あいだちなし」考

の
な
い
女
だ
と
思
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
の
は
︙
﹂︵
岩
波
文
庫　

二
〇
一
九
年
︶
と
い
う
﹁
可
愛
げ
が
な
い
﹂
の
意
と
す
る
解
釈
が
主
流

10

*

に
な
っ
て
い
る
︒

　

た
だ
︑﹁
私
を
気
に
入
ら
ず
奥
ゆ
か
し
さ
の
な
い
者
と
思
っ
て
い
ら
っ

し
ゃ
る
が
︙
﹂︵
中
野
幸
一
﹃
正
訳
源
氏
物
語
﹄
勉
誠
出
版　

二
〇
一
六

年
︶
と
︑﹁
遠
慮
が
な
い
﹂
か
ら
派
生
し
た
意
で
解
釈
す
る
も
の
も
あ
り
︑

そ
れ
で
問
題
な
く
解
釈
で
き
て
い
る

11

*

の
で
あ
る
︒

　

夕
霧
は
常
に
父
光
源
氏
の
妻
妾
た
ち
で
あ
る
﹁
六
条
の
院
の
人
び
と
﹂

を
︑﹁
め
で
た
き
た
め
し
﹂
と
し
て
挙
げ
︑
そ
れ
に
対
し
て
雲
居
雁
を

﹁
心
よ
か
ら
ず
あ
い
だ
ち
な
き
も
の
﹂
と
思
っ
て
い
る
と
い
う
︒
夕
霧
は
︑

六
条
院
の
女
性
た
ち
が
︑
光
源
氏
の
女
性
関
係
に
つ
い
て
と
が
め
立
て
を

せ
ず
︑
互
い
に
波
風
を
立
て
な
い
よ
う
に
過
ご
し
て
い
る
態
度
を
賞
賛
し

て
い
る
の
だ
が
︑
雲
居
雁
は
浮
気
を
す
る
夫
に
は
っ
き
り
と
文
句
を
言
う

人
で
あ
る
︒
ほ
ぼ
身
寄
り
が
な
い
か
︑
あ
っ
て
も
圧
倒
的
に
身
分
が
低

く
︑
光
源
氏
の
愛
情
に
頼
る
よ
り
ほ
か
な
い
六
条
院
の
女
性
た
ち
に
対
し

て
︑
雲
居
雁
に
は
太
政
大
臣
の
父
と
い
う
盤
石
な
後
ろ
盾
が
あ
る
︒
六
条

院
の
女
性
た
ち
が
必
然
的
に
光
源
氏
に
対
し
て
遠
慮
せ
ざ
る
を
得
な
い
立

場
な
の
に
対
し
︑
雲
居
雁
は
夫
に
遠
慮
す
る
必
要
の
な
い
立
場
に
い
る
の

で
あ
る
︒
だ
か
ら
こ
そ
︑
彼
女
は
夕
霧
に
真
っ
正
面
か
ら
不
満
を
ぶ
つ
け

る
︒
文
句
も
言
う
し
態
度
に
も
表
す
︒
そ
の
態
度
を
﹁
あ
い
だ
ち
な
き
﹂

と
言
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
︑
こ
こ
も
や
は
り
遠
慮
が
な
い
の
意
で
取
る
べ

き
で
あ
ろ
う
︒

「
宿
木
」
巻

　

最
後
の
用
例
は
宇
治
十
帖
の
﹁
宿
木
﹂
で
あ
る
︒
宇
治
の
姉
妹
の
う

ち
︑
薫
が
思
い
を
懸
け
て
い
た
大
君
は
亡
く
な
り
︑
中
の
君
は
匂
宮
に
引

き
取
ら
れ
る
︒
亡
き
大
君
の
面
影
を
忘
れ
ら
れ
な
い
薫
は
︑
中
の
君
に
大

君
の
面
影
を
見
出
し
て
懸
想
し
て
し
ま
う
︒
中
の
君
は
匂
宮
の
初
め
て
の

子
を
懐
妊
し
て
お
り
︑
ま
も
な
く
出
産
を
迎
え
る
︒
そ
の
五
十
日
の
祝
い

が
済
ん
だ
頃
︑
匂
宮
の
留
守
を
狙
っ
て
薫
が
中
の
君
を
訪
れ
る
場
面
で
あ

る
︒

　
　

 

︙
み
づ
か
ら
も
︑
れ
い
の
︑
宮
の
お
は
し
ま
さ
ぬ
ひ
ま
に
︑
お
は
し

た
り
︒
心
の
な
し
に
や
あ
ら
む
︑﹁
今
す
こ
し
お
も
〳
〵
し
く
︑
や

ん
ご
と
な
げ
な
る
け
し
き
さ
へ
︑
そ
ひ
に
け
り
﹂
と
み
ゆ
︒﹁
い
ま

は
︑
さ
り
と
も
︑
む
つ
か
し
か
り
し
す
ゞ
ろ
事
な
ど
は
︑
思
ひ
ま
ぎ

れ
給
ひ
に
た
ら
む
﹂
と
︑
思
ふ
に
︑
心
や
す
く
て
︑
た
い
め
し
給
へ

り
︒
さ
れ
ど
︑
あ
り
し
な
が
ら
の
け
し
き
に
︑
ま
づ
涙
ぐ
み
て
︑

﹁﹁
心
に
も
あ
ら
ぬ
ま
じ
ら
ひ
︑
い
と
ゞ
︑
思
ひ
の
ほ
か
な
る
物
に
こ

そ
﹂
と
︑
世
を
思
ひ
給
へ
み
だ
る
ゞ
事
の
み
な
む
︑
ま
さ
り
に
た

る
﹂
と
︑
あ
い
だ
ち
な
く
ぞ
愁
へ
た
ま
ふ
︒

　
﹃
紹
巴
抄
﹄
で
は
﹁
あ
ひ
た
ち
な
く　

こ
と
の
外
な
る
事
也
﹂
と
あ
っ

て
︑
薫
が
中
の
君
に
愚
痴
を
こ
ぼ
す
態
度
に
つ
い
て
︑
程
度
が
甚
だ
し
い

さ
ま
と
取
っ
て
い
る
︒

　
﹃
湖
月
抄
﹄
で
は
﹁
あ
い
だ
て
な
く
な
り
あ
ぢ
き
な
し
と
お
な
じ
﹂
と

本
文
の
右
に
傍
書
し
て
あ
る
が
︑﹁
あ
ぢ
き
な
し
﹂
と
同
様
と
し
て
い
る
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渡　瀬　淳　子

と
こ
ろ
を
み
る
と
︑﹁
風
情
が
な
い
﹂﹁
苦
々
し
い
︑
不
快
で
あ
る
﹂
と
い

う
よ
う
な
理
解
か
と
思
う
︒

　

賀
茂
真
淵
は
﹃
源
氏
物
語
新
釈
﹄︵
続
群
書
類
従
完
成
会　

賀
茂
真
淵

全
集
一
三
・
一
四
巻
︶
で

　
　

 
あ
い
だ
ち
な
く　

俗
に
心
も
せ
で
人
に
頻
に
物
を
い
ひ
付
な
ど
す
る

を
あ
ひ
た
て
な
し
と
い
へ
る
︒
即
是
に
て
こ
ゝ
は
薫
の
今
は
前
の
心

も
ま
ぎ
れ
つ
ら
ん
と
思
ふ
に
猶
頻
に
う
れ
へ
の
み
の
給
へ
ば
い
ふ
な

り
︒
然
ら
ば
此
語
は
間
へ
だ
て
な
く
の
意
か
︒
又
愛
だ
つ
事
な
き
て

ふ
意
か
︒
今
は
仮
字
の
み
だ
り
に
な
り
た
れ
ば
う
た
が
は
し
︒
愛
は

あ
い
︑
間
は
あ
ひ
だ
な
り
︒
猶
其
意
を
考
て
定
む
べ
し
︵
や
ど
り

木
︶

と
言
っ
て
い
る
が
︑
冒
頭
に
﹁
俗
に
心
も
せ
で
人
に
頻
に
物
を
い
ひ
付
け

な
ど
す
る
を
あ
ひ
た
て
な
し
と
い
へ
る
︒︵
一
般
的
に
︑
気
配
り
も
せ
ず

人
に
頻
繁
に
用
事
を
言
い
付
け
た
り
す
る
の
を
﹁
あ
ひ
た
て
な
し
﹂
と

言
っ
て
い
る
︶﹂
と
あ
る
部
分
に
注
目
し
た
い
︒﹁
あ
い
だ
て
な
し
﹂
の
意

味
は
﹁
①
度
が
過
ぎ
る
さ
ま
︒
む
や
み
や
た
ら
だ
︒
途
方
も
な
い
︒
②
わ

き
ま
え
が
な
い
︒
無
分
別
だ
︒
無
遠
慮
だ
︒
無
思
慮
だ
︒
考
え
が
な
い
︒

③
遠
慮
が
な
い
︒
ぶ
し
つ
け
だ
︒
④
わ
が
ま
ま
だ
︒
勝
手
気
ま
ま
だ
︒
⑤

盲
目
的
に
か
わ
い
が
る
さ
ま
︒
猫
か
わ
い
が
り
だ
︒﹂
の
五
つ
が
挙
げ
ら

れ
て
い
る
が
︑
こ
こ
で
は
相
手
の
状
況
も
考
え
ず
に
用
事
を
頼
む
態
度
を

言
っ
て
い
る
の
で
︑﹁
わ
き
ま
え
が
な
い
﹂﹁
遠
慮
が
な
い
﹂
の
意
で
あ
ろ

う
︒
一
般
的
に
は
そ
の
よ
う
に
使
用
さ
れ
る
は
ず
の
語
が
︑
こ
の
場
面
で

は
︑
中
の
君
が
薫
に
つ
い
て
﹁
前
の
心
﹂
つ
ま
り
︑
以
前
か
ら
の
懸
想
も

女
二
宮
と
結
婚
し
た
今
と
な
っ
て
は
解
消
さ
れ
た
だ
ろ
う
と
思
っ
て
い
た

と
こ
ろ
︑
薫
が
何
の
憚
り
も
な
く
愚
痴
を
こ
ぼ
す
態
度
を
︑﹁
あ
い
だ
ち

な
く
﹂
と
言
う
の
で
あ
る
︑
と
し
て
い
る
︒﹁
然
ら
ば
此
語
は
間
へ
だ
て

な
く
の
意
か
︒
又
愛
だ
つ
事
な
き
て
ふ
意
か
︵
そ
う
す
る
と
︑
こ
の
語
は

﹁
間
へ
だ
て
な
く
﹂
の
意
味
だ
ろ
う
か
︑
そ
れ
と
も
愛
ら
し
さ
の
な
い
こ

と
を
言
う
意
だ
ろ
う
か
︶﹂
と
あ
る
の
で
︑
真
淵
の
解
釈
は
現
行
の
辞
書

の
よ
う
に
︑﹁
隔
て
が
な
い
︵
遠
慮
が
な
い
︶﹂
の
か
﹁
愛
想
が
な
い
﹂
の

か
を
め
ぐ
っ
て
揺
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
︒
彼
が
意
味
を
決
定
す
る
拠
り

所
に
し
よ
う
と
し
た
の
は
語
源
で
︑﹁
間
︵
あ
ひ
︶﹂
と
﹁
愛
︵
あ
い
︶﹂

で
は
本
来
仮
名
遣
い
が
違
う
の
だ
が
︑
現
在
で
は
仮
名
遣
い
が
乱
れ
て
い

る
の
で
そ
れ
も
疑
わ
し
い
と
嘆
い
て
い
る
︒

　

現
在
で
は
︑
岩
波
文
庫
版
に
﹁
身
も
蓋
も
な
く
愚
痴
を
こ
ぼ
さ
れ
る
︒

﹁
あ
い
だ
ち
な
し
﹂
は
気
兼
ね
し
な
い
さ
ま
︒﹂
と
あ
る
よ
う
に
︑﹁
隔
て

が
な
い
﹂
の
意
で
取
る
の
が
一
般
的

12

*

な
よ
う
で
あ
る
︒
岩
波
文
庫
版
は

参
照
と
し
て
蛍
巻
を
引
く
が
︑
夕
霧
の
用
例
は
例
外
と
し
て
い
る
よ
う

だ
︒︵
岩
波
文
庫　

二
〇
二
〇
年
︶

　

こ
の
場
面
を
も
う
一
度
見
て
み
よ
う
︒
宇
治
の
大
君
亡
き
後
︑
薫
は
残

さ
れ
た
妹
の
中
の
君
に
亡
き
大
君
の
面
影
を
見
て
懸
想
し
始
め
る
︒
匂
宮

の
妻
と
な
っ
て
初
め
て
の
子
を
懐
妊
中
の
中
の
君
に
は
︑
薫
の
愛
情
は
迷

惑
な
ば
か
り
で
あ
る
︒
そ
の
う
ち
薫
に
も
縁
談
が
持
ち
上
が
り
︑
今
上
帝

の
女
二
宮
と
結
婚
す
る
︒
一
方
︑
無
事
に
出
産
を
終
え
た
中
の
君
は
︑
祝

い
に
来
た
薫
を
見
て
︑
家
庭
を
得
て
安
定
し
た
今
は
以
前
の
よ
う
に
懸
想

を
仕
掛
け
て
く
る
こ
と
も
な
い
だ
ろ
う
と
安
心
し
︑
昔
な
じ
み
の
気
安
さ
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「あいだちなし」考

か
ら
対
面
す
る
︒
そ
う
す
る
と
︑
薫
は
相
変
わ
ら
ず
大
君
を
忘
れ
ら
れ
ず

世
を
憂
え
て
い
る
様
子
で
︑
皇
女
と
の
め
で
た
い
結
婚
に
対
し
て
も
﹁
心

に
も
あ
ら
ぬ
ま
じ
ら
ひ
︵
気
に
染
ま
な
い
結
婚
︶﹂
と
言
う
始
末
︒
そ
の

薫
の
態
度
が
﹁
あ
い
だ
ち
な
く
ぞ
愁
へ
た
ま
ふ
﹂
と
さ
れ
て
い
る
の
で
︑

昔
な
じ
み
で
あ
り
︑
亡
き
大
君
の
思
い
出
を
共
有
す
る
中
の
君
へ
の
親
し

み
か
ら
︑
薫
が
遠
慮
な
し
に
悩
み
を
打
ち
明
け
た
も
の
と
取
れ
る
︒
や
は

り
﹁
こ
こ
ろ
の
隔
て
が
な
い
﹂﹁
遠
慮
が
な
い
﹂
の
意
で
取
っ
て
不
都
合

は
な
さ
そ
う
だ
︒

　

以
上
︑﹃
源
氏
物
語
﹄
の
用
例
は
︑
全
て
﹁
隔
て
が
な
い
﹂
か
ら
発
す

る
﹁
遠
慮
が
な
い
﹂
の
意
味
で
解
釈
で
き
る
の
で
あ
る
︒

『
増
鏡
』
の
用
例

　

次
に
﹁
あ
い
だ
ち
な
し
﹂
の
使
用
が
確
認
で
き
る
の
は
︑﹃
源
氏
物
語
﹄

か
ら
三
百
年
以
上
が
経
過
し
た
一
四
世
紀
後
半
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
る
︒

﹃
増
鏡
﹄
第
二
﹁
新
島
守
﹂
を
見
て
み
よ
う
︒

　
　

 

建
久
の
初
め
つ
か
た
︑
宮
こ
に
の
ぼ
る
︒
そ
の
勢
ひ
の
い
か
め
し
き

事
︑
い
へ
ば
さ
ら
な
り
︒
道
す
が
ら
遊
び
も
の
ど
も
ま
い
る
︒
遠
江

の
国
橋
本
の
宿
に
著
き
た
る
に
︑
例
の
遊
女
︑
多
く
え
も
い
は
ず
装

束
き
て
ま
い
れ
り
︒
頼
朝
う
ち
ほ
ほ
ゑ
み
︑

　
　
　
　

橋
本
の
君
に
な
に
を
か
渡
す
べ
き

　
　

と
い
へ
ば
︑
梶
原
平
三
影
時
と
い
ふ
武
士
︑
と
り
あ
へ
ず
︑

　
　
　
　

た
だ
杣
山
の
く
れ
で
あ
ら
ば
や

　
　

 

い
と
あ
い
だ
ち
な
し
や
︒
馬
鞍
こ
ん
く
く
り
物
な
ど
運
び
出
で
て
ひ

け
ば
︑
喜
び
さ
わ
ぐ
事
か
ぎ
り
な
し
︒

こ
こ
も
従
来
解
釈
が
揺
れ
て
い
る
︒﹃
増
鏡
﹄
の
早
い
注
釈
は
明
治
三
〇

︵
一
八
九
八
︶
年
刊
の
和
田
英
松
・
佐
藤
球
﹃
増
鏡
詳
解
﹄︵
明
治
書
院
︶

で
あ
る
︒
こ
こ
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
︒

　
　

 

○
あ
い
だ
て
な
し
や
は
︒　

無
間
隔
に
て
︑
差
別
な
き
を
い
ふ
︒
源

氏
物
語
宿
木
巻
に
︑
世
を
思
ひ
た
ま
へ
思
ひ
乱
る
ゝ
事
の
み
な
ん
ま

さ
り
に
た
る
と
︑
あ
い
だ
ち
な
く
ぞ
う
れ
へ
た
ま
ふ
︑
と
あ
る
詞
に

同
じ
く
︑
や
は
歎
辞
也
︒
頼
朝
景
時
主
従
の
間
︑
隔
心
な
き
意
な
る

べ
し
︒︵
明
治
三
一
年
五
月
刊
の
訂
正
再
版
も
同
様
︶

﹁
無
間
隔
﹂
つ
ま
り
隔
て
の
な
い
さ
ま
を
表
す
言
葉
と
し
て
解
釈
し
て
お

り
︑
参
照
す
べ
き
用
例
と
し
て
は
先
に
見
た
﹃
源
氏
﹄
の
﹁
宿
木
﹂
を
引

い
て
い
る
︒
宇
治
の
中
の
君
と
薫
の
間
柄
が
心
理
的
に
遠
慮
の
い
ら
な
い

も
の
だ
っ
た
よ
う
に
︑
頼
朝
と
梶
原
景
時
の
間
柄
も
ま
た
︑
心
に
隔
て
の

な
い
親
密
な
関
係
だ
っ
た
と
い
う
理
解
で
あ
る
︒

　

と
こ
ろ
が
︑
同
じ
校
注
者
に
よ
る
﹃
増
鏡
校
注
﹄︵
和
田
英
松
﹃
増
鏡

校
注
﹄
明
治
書
院　

大
正
一
四
年
︶
で
は
以
下
の
よ
う
に
解
釈
が
変
わ
っ

て
い
る
︒﹁
○
あ
い
だ
て
な
し
や
│
あ
い
そ
げ
な
し
の
意
︒
や
は
歎
辞
︒﹂

ま
た
︑
同
じ
和
田
英
松
・
佐
藤
球
﹃
重
修
増
鏡
詳
解
﹄
で
も
︑

　
　

 

○
あ
い
だ
て
な
し
や　

愛
想
げ
な
き
こ
と
よ
の
意
︒
源
氏
物
語
宿
木

巻
に
﹁
世
を
思
ひ
た
ま
へ
乱
る
ゝ
事
の
み
な
ん
ま
さ
り
に
た
る
と
︑

あ
い
だ
ち
な
く
ぞ
う
れ
へ
た
ま
ふ
︑﹂
と
あ
る
詞
に
同
じ
︒
や
は
歎

辞
也
︒
景
時
の
附
句
の
︑
く
れ
ず
し
て
あ
ら
ば
や
と
い
へ
る
が
︑
い
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渡　瀬　淳　子

か
に
も
ソ
ッ
ケ
な
き
を
い
へ
る
な
り
︒
但
し
︑
景
時
も
︑
も
と
よ

り
︑
さ
る
心
に
あ
ら
ね
ど
︑
唯
か
く
反
対
に
い
へ
る
に
︑
歌
の
興
は

あ
る
な
れ
ど
︑
そ
の
歌
の
み
の
評
語
に
︑
か
く
い
へ
る
な
り
︒︵
和

田
英
松
・
佐
藤
球
﹃
増
鏡
詳
解
﹄
重
修
六
版　

明
治
書
院　

昭
和
三

︵
一
九
二
八
︶
年
︶

と
な
っ
て
い
る
︒
景
時
の
付
句
の
評
価
が
﹁
い
か
に
も
ソ
ッ
ケ
な
き
﹂
と

変
化
し
て
お
り
︑
頼
朝
と
景
時
の
関
係
性
も
捉
え
方
が
変
わ
っ
て
い
る
こ

と
が
分
か
る
︒
し
か
し
︑﹃
源
氏
物
語
﹄
の
用
例
は
以
前
の
ま
ま
で
あ
り
︑

こ
の
解
釈
に
つ
い
て
は
何
も
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
︒
加
え
て
﹁
但
し
︑
景

時
も
︑
も
と
よ
り
︑
さ
る
心
に
あ
ら
ね
ど
︙
︙
﹂
と
解
説
の
歯
切
れ
も
悪

い
︒﹁
愛
想
が
な
い
︑
素
っ
気
な
い
﹂
の
意
味
で
解
釈
す
る
の
は
無
理
が

あ
る
の
で
は
な
い
か
︒
調
査
の
都
合
上
第
六
版
ま
で
し
か
遡
れ
な
か
っ
た

の
だ
が
︑
重
修
版
の
初
版
は
大
正
一
四
年
に
刊
行
さ
れ
て
お
り
︑
こ
の
段

階
で
﹁
あ
い
だ
て
な
し
﹂
の
意
味
が
真
逆
に
修
正
さ
れ
て
い
た
可
能
性
が

高
い
︒
な
お
︑
六
版
と
同
じ
年
に
刊
行
さ
れ
た
和
田
英
松
・
石
川
佐
久
太

郎
に
よ
る
﹃
増
鏡
通
解
﹄︵
昭
和
三
︵
一
九
二
八
︶
年
︶
も
︑﹁
あ
い
だ
て

な
し
や
│
愛
想
の
な
い
事
よ
﹂
と
し
て
い
る
︒

　

こ
の
変
化
は
い
つ
か
ら
起
こ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
︒
他
の
注
釈
も
見
て
み

る
と
︑
武
笠
三
の
校
訂
に
よ
る
﹃
水
鏡
・
大
鏡
・
増
鏡
﹄︵
有
朋
堂
文
庫

　

大
正
元
年
刊
︶
で
は
﹁
あ
い
だ
て
な
し　

主
従
の
隔
な
し
﹂
と
な
っ
て

い
る
︒
有
朋
堂
文
庫
の
序
文
で
武
笠
三
自
身
が
﹁
増
鏡
は
関
根
正
直
氏
校

訂
本
及
び
和
田
英
松
佐
藤
球
両
氏
の
増
鏡
詳
解
を
参
照
せ
り
︒﹂
と
書
い

て
い
る
か
ら
︑
こ
の
時
点
ま
で
は
﹃
増
鏡
詳
解
﹄
も
﹁
隔
て
が
な
い
﹂
の

意
味
で
解
釈
し
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
︒
池
辺
義
象
﹃
水
鏡
・
大

鏡
・
今
鏡
・
増
鏡
﹄︵
校
註
国
文
叢
書
第
九
冊
︑
博
文
館
︑
大
正
三

︵
一
九
一
四
︶
年
刊
︶
は
﹁
あ
い
た
て
な
し
や　

主
従
の
間
隔
な
く
打
解

け
た
る
を
い
ふ
︑
や
は
歎
辞
也
﹂
と
な
っ
て
お
り
︑
物
集
高
量
の
校
註
に

よ
る
﹃
今
鏡
・
増
鏡
﹄︵
新
釈
日
本
文
学
叢
書
第
八
巻
︑
日
本
文
学
叢
書

刊
行
会
︑
大
正
一
二
︵
一
九
二
三
︶
年
刊
︶
で
は
﹁
あ
い
だ
て
な
し
や　

主
従
の
隔
て
な
く
打
解
け
た
る
を
い
ふ
︑﹁
や
﹂
は
歎
辞
也
﹂
と
な
っ
て

い
て
︑
こ
こ
ま
で
は
﹁
隔
て
が
な
い
﹂
の
意
が
主
流
の
よ
う
で
あ
る
︒
和

田
英
松
が
解
釈
を
変
え
る
の
が
大
正
一
四
年
な
の
で
︑
ど
う
も
大
正
の
末

頃
に
解
釈
の
転
換
点
が
来
る
よ
う
な
の
で
あ
る
︒

　

そ
の
後
は
﹁
愛
想
が
な
い
︑
素
っ
気
な
い
﹂
の
解
釈
が
定
着
し
︑
佐
成

謙
太
郎
﹃
新
訂
要
注　

増
鏡
﹄︵
三
省
堂
︑
昭
和
九
︵
一
九
三
四
︶
年
︶

で
は
﹁
○
あ
い
だ
ち
な
し
│
愛
想
が
な
い
︒﹂
と
な
っ
て
い
る
︒
佐
成
謙

太
郎
は
星
野
書
店
か
ら
も
﹃
増
鏡
通
釈
﹄︵
昭
和
一
三
︵
一
九
三
八
︶
年
︶

を
刊
行
し
て
い
る
が
︑
や
は
り
﹁
◇
あ
い
だ
ち
な
し
や
│
愛
想
の
な
い
こ

と
だ
︒﹁
や
﹂
は
感
動
の
助
詞
︒﹂
と
し
て
い
て
︑
訳
は
﹁
そ
れ
で
は
︑
実

に
愛
想
の
な
い
こ
と
で
あ
る
︒﹂
と
な
っ
て
い
る
︒
大
正
元
年
に
は
﹁
隔

て
が
な
い
﹂
派
で
あ
っ
た
有
朋
堂
の
注
釈
も
︑
校
注
者
が
変
わ
っ
て
塚
本

哲
三
﹃
通
解
増
鏡
要
抄
﹄︵
有
朋
堂　

昭
和
一
〇
︵
一
九
三
五
︶
年
︶
に

な
る
と
﹁
○
あ
い
だ
て
な
し
や　

愛
想
の
な
い
事
よ
の
意
︒﹁
あ
い
だ
ち

な
し
﹂
と
も
い
ふ
︒
分
別
な
し
︑
愛
想
な
し
等
の
意
の
語
︒﹂
と
な
っ
て

い
る
︒
た
だ
︑
ど
う
し
て
大
正
の
末
頃
に
解
釈
が
変
化
し
︑
昭
和
以
降
は

﹁
愛
想
が
な
い
︑
素
っ
気
な
い
﹂
の
意
で
解
釈
す
る
の
が
定
着
し
て
し
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「あいだちなし」考

ま
っ
た
の
か
に
つ
い
て
︑
原
因
と
い
え
る
も
の
は
現
時
点
で
は
見
い
だ
せ

な
か
っ
た
︒

　

だ
が
︑
こ
の
場
面
の
﹁
あ
い
だ
ち
な
し
﹂
を
﹁
隔
て
が
な
い
﹂
の
意
で

解
釈
す
る
の
は
間
違
い
な
の
だ
ろ
う
か
︒
源
頼
朝
は
建
久
元
年
に
後
白
河

上
皇
の
招
き
に
よ
っ
て
都
へ
上
る
こ
と
に
な
っ
た
︒
鎌
倉
か
ら
家
来
た
ち

を
率
い
て
上
京
の
途
中
︑
橋
本
の
宿
ま
で
来
る
と
︑
美
し
く
装
っ
た
遊
女

た
ち
が
大
勢
集
ま
っ
て
頼
朝
ら
一
行
を
出
迎
え
る
︒
そ
こ
で
頼
朝
の
発
句

に
対
し
て
︑
側
近
の
梶
原
景
時
が
即
座
に
脇
句
を
付
け
た
と
い
う
エ
ピ

ソ
ー
ド
だ
が
︑
現
行
の
解
釈
は
ほ
ぼ
﹁
愛
想
が
な
い
﹂
と
し
て
い
る
︒

﹁
橋
本
の
君
に
な
に
を
か
渡
す
べ
き
︵
橋
本
の
遊
君
た
ち
に
は
何
を
贈
っ

た
ら
い
い
か
な
︶﹂
と
い
う
句
に
対
し
て
︑﹁
た
だ
杣
山
の
く
れ
で
あ
ら
ば

や
︵
杣
山
か
ら
切
り
出
し
た
﹁
榑
﹂
で
は
な
い
け
ど
︑
何
も
﹁
く
れ
﹂
な

い
で
﹁
暮
れ
﹂
な
い
う
ち
に
出
発
し
た
い
も
の
で
す
︶﹂
と
正
反
対
の
句

で
切
り
返
し
た
と
こ
ろ
が
︑﹁
愛
想
が
な
い
﹂
と
さ
れ
る
所
以
だ
ろ
う
か
︒

﹃
吾
妻
鏡
﹄
に
い
く
つ
か
の
女
性
関
係
の
ト
ラ
ブ
ル
が
記
さ
れ
る
よ
う
に
︑

頼
朝
が
女
好
き
で
あ
っ
た
こ
と
や
︑
景
時
の
付
句
を
無
視
す
る
よ
う
に
実

際
に
は
高
価
な
贈
り
物
が
あ
っ
た
こ
と
も
解
釈
を
補
強
し
て
い
る
よ
う
に

思
う
︒
し
か
し
︑
和
歌
の
贈
答
や
連
歌
で
は
︑
相
手
の
句
を
巧
み
に
切
り

返
す
の
は
テ
ク
ニ
ッ
ク
の
一
つ
で
あ
り
︑
失
礼
な
こ
と
で
も
非
難
さ
れ
る

こ
と
で
も
な
い
︒
加
え
て
︑
頼
朝
の
句
と
景
時
の
句
は
言
葉
の
上
で
見
事

に
対
応
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒
頼
朝
の
句
で
は
﹁
橋
﹂
と
﹁
渡
す
﹂
が
縁

語
の
関
係
︑
景
時
の
句
は
﹁
杣
山
﹂
と
﹁
く
れ
︵
榑
︶﹂
が
頼
朝
の
句
の

﹁
橋
﹂
と
縁
語
の
関
係
に
な
っ
て
お
り
︑
言
葉
の
縁
で
前
句
に
ぴ
っ
た
り

付
い
て
い
る
︒
し
か
も
縁
語
や
掛
詞
を
駆
使
し
た
句
を
﹁
と
り
あ
へ
ず

︵
即
座
に
︶﹂
付
け
て
見
せ
る
と
こ
ろ
は
景
時
の
機
知
や
頼
朝
と
の
息
の

合
っ
た
親
し
さ
を
感
じ
さ
せ
る
︒

　

こ
れ
は
頼
朝
の
奢
侈
を
景
時
が
諫
め
た
の
だ
と
い
う
評
も
あ
る
が
︑
こ

の
よ
う
な
遊
女
の
出
迎
え
に
対
し
て
は
気
前
よ
く
贈
り
物
を
す
る
の
が
権

力
者
と
し
て
の
ス
マ
ー
ト
な
振
る
舞
い
で
あ
る
︒
頼
朝
は
鎌
倉
殿
と
い
う

坂
東
の
統
括
者
と
い
う
の
み
な
ら
ず
︑
平
家
を
滅
ぼ
し
奥
州
を
制
圧
し
て

日
本
の
武
士
の
統
括
者
と
い
う
べ
き
立
場
を
手
に
入
れ
た
︒
今
回
は
後
白

河
上
皇
の
度
重
な
る
要
請
に
応
じ
る
形
で
上
京
す
る
の
で
あ
り
︑
道
中
を

含
め
︑
そ
の
振
る
舞
い
に
は
当
然
世
間
の
注
目
が
集
ま
っ
て
い
る
は
ず
で

あ
る
︒
こ
こ
で
贈
り
物
を
ケ
チ
っ
て
主
君
の
男
を
下
げ
さ
せ
る
よ
う
な
諫

言
を
家
来
が
す
る
だ
ろ
う
か
︒
頼
朝
一
行
は
︑
主
な
宿
駅
で
歓
待
さ
れ
る

こ
と
を
前
提
に
︑
相
応
の
贈
り
物
を
用
意
し
て
い
る
は
ず
だ
か
ら
︑
こ
こ

で
は
豪
華
な
贈
り
物
を
前
に
洒
落
の
効
い
た
や
り
と
り
を
し
て
い
る
と
み

る
べ
き
で
あ
る
︒
で
あ
れ
ば
︑﹁
あ
い
だ
ち
な
し
﹂
の
解
釈
は
﹁
遠
慮
が

な
い
﹂
で
問
題
な
い
だ
ろ
う
︒
即
興
で
付
け
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
言
葉
の

縁
で
前
句
に
見
事
に
対
応
し
て
い
る
う
え
︑
主
君
の
発
言
に
阿
る
よ
う
な

と
こ
ろ
の
な
い
景
時
の
付
句
に
︑
語
り
手
は
主
従
の
隔
た
り
の
な
い
親
密

さ
を
見
て
取
っ
た
の
だ
ろ
う
︒
解
釈
は
﹁
隔
て
が
な
い
﹂
と
す
る
の
が
適

切
だ
っ
た
の
で
あ
る
︒

　

こ
の
よ
う
に
解
釈
が
変
化
し
た
原
因
に
つ
い
て
︑
明
確
な
理
由
は
分
か

ら
な
い
ま
ま
で
あ
る
︒
た
だ
︑
頼
朝
が
冷
徹
な
支
配
者
と
み
な
さ
れ
て
き

た
こ
と
︑
梶
原
景
時
が
讒
言
に
よ
っ
て
人
を
陥
れ
る
佞
臣
と
し
て
評
価
さ
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れ
て
き
た
こ
と
の
︑
解
釈
に
与
え
た
影
響
は
大
き
い
の
で
は
な
い
か
︒
こ

の
や
り
と
り
か
ら
読
み
取
れ
る
の
は
主
従
の
隔
て
を
越
え
た
︑
気
心
の
知

れ
た
仲
間
同
士
の
親
密
さ
で
あ
る
︒
頼
朝
と
景
時
の
間
に
そ
の
よ
う
な
交

流
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
理
解
で
き
な
く
な
っ
た
こ
と
も
︑﹁
愛
想
が

な
い
﹂
の
解
釈
を
強
固
な
も
の
に
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
︒
従
来
の
解
釈
に

戻
す
こ
と
に
よ
っ
て
︑
こ
の
二
人
の
間
に
も
︑
冷
徹
な
主
君
と
そ
の
影
で

人
を
陥
れ
て
回
っ
た
佞
臣
の
関
係
で
は
な
く
︑
血
の
通
っ
た
温
か
い
人
間

関
係
が
見
え
て
く
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
言
葉
の
解
釈
は
内
容
の
理

解
に
大
き
く
影
響
を
与
え
る
の
で
あ
る
︒

「
あ
い
だ
ち
な
し
」
と
は
何
が
な
い
の
か

　
﹁
あ
い
だ
ち
な
し
﹂
は
︑
先
に
紹
介
し
た
と
お
り
︑﹃
日
本
国
語
大
辞

典
﹄
で
は
意
味
が
二
つ
に
割
れ
て
い
た
が
︑﹃
古
語
大
観
﹄
で
は
﹁
あ
い

た
ち　

な
・
し
︻
間
立
無
︼﹂
と
し
︑﹁
あ
ひ
│
︵
形
・
ク
活
︶﹂
と
し
て
︑

歴
史
的
仮
名
遣
い
で
は
﹁
あ
ひ
た
ち
な
し
﹂
が
妥
当
と
い
う
説
を
採
っ
て

い
る
よ
う
だ
︒﹃
源
氏
﹄
の
古
写
本
が
概
ね
﹁
あ
い
た
ち
な
し
﹂
と
表
記

し
て
い
る
こ
と
が
︑
語
源
を
﹁
愛
立
無
﹂
に
求
め
る
﹁
愛
想
が
な
い
﹂
説

の
有
力
な
根
拠
に
な
っ
て
い
る
よ
う
に
も
思
う
の
だ
が
︑
そ
の
点
に
つ
い

て
は
﹁
補
説
﹂
で
﹁
語
源
を
﹁
愛
立
無
﹂︵
歴
史
的
仮
名
遣
は
﹁
ア
イ
│
﹂︶

と
す
る
説
も
あ
る
が
疑
わ
し
い
﹂
と
し
て
い
る
︒﹃
古
語
大
観
﹄
は
︑
意

味
と
し
て
﹁
①
こ
こ
ろ
の
隔
て
が
な
い
︒
率
直
で
あ
る
﹂﹁
②
あ
か
ら
さ

ま
す
ぎ
て
奥
ゆ
か
し
さ
が
無
い
︒
無
遠
慮
で
あ
る
﹂
の
二
つ
の
解
釈
を
載

せ
て
い
る
︒
ど
ち
ら
も
遠
慮
の
な
い
様
子
か
ら
派
生
し
た
意
味
と
な
っ
て

い
て
︑
矛
盾
が
な
い
︒
原
義
は
﹁
こ
こ
ろ
の
隔
て
が
な
い
﹂
と
こ
ろ
に
あ

る
と
捉
え
て
い
る
よ
う
だ
︒
ち
な
み
に
︑
①
の
用
例
と
し
て
は
源
氏
の
蛍

巻
を
︑
②
の
用
例
と
し
て
同
じ
く
宿
木
巻
を
引
い
て
い
る
︒

　

そ
う
す
る
と
︑
意
味
の
上
か
ら
は
︑﹁
間
立
・
間
隔
﹂
に
由
来
す
る

﹁
心
の
隔
て
の
な
さ
﹂
を
表
す
言
葉
と
考
え
る
の
が
よ
さ
そ
う
だ
︒
し
か

し
︑
問
題
は
﹃
源
氏
物
語
﹄
の
主
な
諸
本
が
軒
並
み
﹁
あ
い
た
ち
な
し
﹂

と
表
記
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る

13

*

︒﹃
日
・
国
﹄
の
﹁
あ
い
だ
ち
な
し
﹂
の

項
の
﹁
語
誌
﹂
の
二
番
目
に
は
︑

　
　

 

語
源
に
つ
い
て
は
︑﹁
愛
立
つ
こ
と
な
し
﹂
の
意
か
と
い
わ
れ
る

︹
和
訓
栞
・
大
言
海
︺︒
し
か
し
︑
中
古
に
お
い
て
は
﹁
愛
﹂
と
い
う

漢
語
が
仮
名
文
で
一
般
化
し
て
い
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
︑
従
い
が
た

い
︒﹁
あ
い
だ
ち
﹂
は
﹁
間
立
ち
・
間
隔
﹂
の
意
と
す
る
説
︹
大
日

本
国
語
辞
典
︺
が
妥
当
か
︒
そ
う
と
す
れ
ば
歴
史
的
か
な
づ
か
い
は

﹁
あ
ひ
た
ち
﹂
と
な
る
︒

と
あ
る
︒

　

十
世
紀
の
後
半
頃
か
ら
語
頭
以
外
の
ハ
行
は
ワ
行
子
音
に
合
流
し
た
と

考
え
ら
れ
て
お
り
︑﹃
源
氏
物
語
﹄
成
立
時
に
は
す
で
に
﹁
あ
い
た
ち
な

し
﹂
と
発
音
さ
れ
て
い
た
も
の
が
表
記
に
も
反
映
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
か
︒

だ
が
︑
表
記
は
表
記
上
の
規
範
に
縛
ら
れ
る
側
面
が
あ
り
︑
保
守
的
な
も

の
で
あ
る
︒
発
音
が
変
化
し
て
も
表
記
に
は
古
形
が
残
る
こ
と
も
多
い
︒

賀
茂
真
淵
も
指
摘
し
て
い
た
よ
う
に
︑
伝
統
的
に
﹁
間
﹂
は
﹁
あ
ひ
﹂
で

﹁
愛
﹂
は
﹁
あ
い
﹂
と
書
か
れ
て
い
た
の
で
あ
る
︒
一
四
世
紀
に
成
立
し
︑
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中
世
の
あ
い
だ
仮
名
遣
い
の
規
範
と
な
っ
た
行
阿
の
﹃
仮
名
文
字
遣
﹄

︵
京
都
大
学
図
書
館
本
︶
で
は
︑﹁
間
﹂
は
﹁
あ
ひ
た
﹂
と
な
っ
て
お
り
︑

﹁
間
﹂
に
由
来
す
る
語
で
あ
れ
ば
︑
こ
の
頃
ま
で
の
規
範
的
な
表
記
で
は

﹁
あ
ひ
﹂
と
書
か
れ
た
可
能
性
が
高
い
︒
ま
た
︑
物
と
物
の
間
を
意
味
す

る
﹁
あ
い
﹂
に
は
︑
間
と
も
合
と
も
漢
字
を
当
て
る
が
︑
ど
ち
ら
も
表
記

は
長
い
間
﹁
あ
ひ
﹂
と
書
か
れ
る
も
の
で
あ
っ
た

14

*

︒

　

そ
し
て
︑
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
︑
平
安
時
代
の
仮
名
文
で
は
愛

情
を
表
現
す
る
と
き
に
﹁
愛
﹂
と
い
う
語
を
使
う
こ
と
は
ま
ず
な
い
︒
愛

が
使
わ
れ
る
の
は
漢
文
訓
読
な
ど
の
外
来
語
の
文
脈
が
多
く
︑﹁
愛
敬
﹂

や
﹁
恩
愛
﹂
な
ど
漢
文
か
仏
典
由
来
の
言
葉
︑
し
か
も
﹁
愛
﹂
単
独
で
は

な
く
︑
複
合
語
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
︒
愛
情
を
表
す

﹁
愛
﹂
の
使
用
は
歴
史
が
浅
く

15

*

︑﹁
愛
﹂
を
語
源
と
し
て
取
ら
な
く
て
も

よ
い
の
で
は
な
い
か
と
思
う
︒

　
﹃
増
鏡
﹄
の
﹁
あ
い
だ
ち
な
し
﹂
の
部
分
は
︑
諸
本
に
よ
っ
て
は
﹁
あ

い
だ
て
な
し
﹂
と
な
っ
て
い
る
も
の
も
あ
り
︑﹃
日
・
国
﹄﹁
あ
い
だ
ち
な

し
﹂
の
語
誌
に
﹁
⑶
近
世
︑
用
い
ら
れ
る
﹁
あ
い
だ
て
な
い
﹂
は
︑
こ
の

語
の
変
化
し
た
語
か
︒﹂
と
あ
る
︒﹃
日
・
国
﹄
で
﹁
あ
い
だ
て
な
い
﹂
を

引
く
と
︑
先
に
紹
介
し
た
よ
う
に
﹁
①
度
が
過
ぎ
る
さ
ま
︒
む
や
み
や
た

ら
だ
︒
途
方
も
な
い
︒
②
わ
き
ま
え
が
な
い
︒
無
分
別
だ
︒
無
遠
慮
だ
︒

無
思
慮
だ
︒
考
え
が
な
い
︒
③
遠
慮
が
な
い
︒
ぶ
し
つ
け
だ
︒
④
わ
が
ま

ま
だ
︒
勝
手
気
ま
ま
だ
︒
⑤
盲
目
的
に
か
わ
い
が
る
さ
ま
︒
猫
か
わ
い
が

り
だ
︒﹂
の
五
つ
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
︒
い
ず
れ
も
﹁
間
隔
が
な
い
﹂
か

ら
派
生
し
た
意
味
と
み
て
矛
盾
が
な
く
︑
や
は
り
﹁
あ
い
だ
て
な
し
﹂
は

﹁
隔
て
が
な
い
﹂
が
根
幹
の
意
味
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
︒

　

な
お
︑
中
世
の
後
半
に
は
﹁
あ
い
だ
て
な
い
﹂
の
形
に
変
化
し
て
い
た

よ
う
で
︑
室
町
時
代
の
抄
物
の
中
に
用
例
が
確
認
で
き
る
︒
桃
源
瑞
仙

﹃
史
記
抄
﹄︵
文
明
九
年　

京
都
大
学
蔵
本
︶
巻
十
四
﹁
汲
鄭
列
伝
﹂﹁
或

父
子
相
食
﹂
の
注
に
は
︑

　
　

 

日
本
ニ
ヱ
セ
ヌ
事
ソ
︒
唐
土
ハ
人
ノ
気
カ
大
テ
︑
易
子
食
ナ
ン
ト
ヽ

云
テ
︑
我
カ
子
ヲ
食
ヘ
ハ
ア
マ
リ
ア
イ
タ
テ
ナ
サ
ニ
︑
人
ノ
子
ニ
換

テ
食
ソ
︒

と
あ
る
︒
皇
帝
の
命
を
受
け
て
任
地
へ
赴
く
途
中
︑
飢
餓
に
苦
し
む
農
村

を
見
た
汲
鄭
は
︑
緊
急
時
用
の
蓄
え
を
放
出
し
て
民
衆
を
救
う
の
だ
が
︑

そ
の
村
が
ど
れ
ほ
ど
ひ
ど
い
有
様
に
な
っ
て
い
た
か
を
示
す
の
が
﹁
父
子

相
食
﹂
で
あ
る
︒
そ
の
解
説
と
し
て
﹁︵
親
子
が
互
い
を
食
べ
る
と
い
う

こ
と
は
︶
日
本
で
は
行
わ
な
い
こ
と
で
あ
る
︒
中
国
の
人
々
は
気
が
大
き

い
の
で
︑
簡
単
に
子
を
食
べ
る
な
ど
と
言
っ
て
︑
さ
す
が
に
自
分
の
子
を

食
べ
る
の
は
あ
ま
り
に
分
別
が
な
い
と
い
う
の
で
︑
他
人
の
子
と
取
り
替

え
て
喰
う
の
で
あ
る
﹂
と
書
い
て
い
る

16

*

︒
こ
の
﹁
あ
い
だ
て
な
し
﹂
は

﹁
無
分
別
﹂
で
よ
い
だ
ろ
う
︒
こ
れ
は
講
義
を
書
き
取
っ
た
ノ
ー
ト
の
よ

う
な
も
の
で
︑
こ
こ
に
は
当
時
の
口
語
表
現
が
随
所
に
み
ら
れ
る
︒﹁
あ

い
だ
て
な
し
﹂
は
口
語
的
表
現
で
あ
っ
た
可
能
性
が
あ
り
︑
そ
の
た
め
作

り
物
語
や
記
録
な
ど
に
は
あ
ま
り
出
て
こ
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
︒

　

慶
安
二
︵
一
六
四
九
︶
年
刊
の
木
下
勝
俊
﹃
挙
白
集
﹄

17

*

に
は

　
　

 

五
日
の
つ
と
め
て
︑
小
田
原
と
い
ふ
所
の
宿
に
と
ま
る
︒
あ
く
れ

ハ
︑
た
ま
た
れ
の
こ
か
め
に
酒
す
こ
し
入
れ
て
︑
ち
ま
き
め
く
も
の
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御
前
に
と
て
さ
し
い
つ
︒
あ
る
し
の
お
と
こ
に
や
あ
ら
ん
︒
け
ふ
は

め
て
た
き
せ
ち
に
候
︒
一
盃
け
し
め
さ
れ
候
へ
か
し
と
︒
あ
い
た
ち

な
く
い
ふ
も
か
ほ
ま
ほ
ら
れ
ぬ
へ
し
︒
し
ど
け
な
き
こ
と
う
ち
か
た

り
て
︒
い
ま
し
は
し
ね
ま
り
申
へ
い
を
︒
某
か
た
む
な
の
え
ら
ま
か

ら
ん
と
て
た
ち
ぬ
︒
か
れ
か
ふ
る
ま
ひ
に
つ
け
て
も
︙

と
あ
る
︒
小
田
原
に
宿
を
取
っ
た
と
き
︑
そ
こ
の
主
が
木
下
勝
俊
に
め
で

た
い
五
月
五
日
の
節
句
だ
か
ら
と
﹁
あ
い
だ
ち
な
く
﹂
酒
を
勧
め
︑﹁
し

ど
け
な
き
﹂
事
を
語
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
︒
こ
の
﹁
あ
る
し
の
お
と

こ
﹂
は
︑
当
時
︑
文
化
的
に
遅
れ
た
地
域
と
見
做
さ
れ
た
東
国
の
人
で
あ

る
︒
方
言
丸
出
し
の
主
の
言
葉
遣
い
と
い
い
︑
全
体
的
に
洗
練
さ
れ
て
お

ら
ず
︑
相
応
の
人
物
に
対
す
る
礼
儀
も
分
か
っ
て
い
な
い
︵
あ
る
い
は
も

て
な
し
の
心
が
空
回
り
し
て
い
る
︶
よ
う
で
あ
る
︒
こ
れ
も
﹁
わ
き
ま
え

が
な
い
﹂
と
か
﹁
ぶ
し
つ
け
で
あ
る
﹂
と
い
う
意
味
で
取
っ
て
よ
い
だ
ろ

う
︒

　

狂
言
﹁
荷
文
﹂︵
絵
入
続
狂
言
記　

元
禄
十
三
年
刊
本
︶

18

*

に
も
︑
こ
の

よ
う
に
出
て
く
る

　
　

 

︙
ま
だ
有
は
︑﹁
海
な
ら
ば
滄
溟
海
︑
山
な
ら
ば
須
弥
山
﹂︑
是
を
聞

け
︑
扨
も
〳
〵
あ
い
だ
て
な
い
こ
と
を
書
き
入
て
を
か
れ
た
は
︒

主
人
に
恋
文
を
届
け
る
よ
う
言
わ
れ
た
太
郎
冠
者
と
次
郎
冠
者
が
途
中
で

手
紙
を
開
い
て
見
る
場
面
で
あ
る
︒
主
人
の
大
げ
さ
な
口
説
き
文
句
を
あ

げ
つ
ら
っ
て
い
く
と
こ
ろ
で
﹁
あ
い
だ
て
な
し
﹂
が
用
い
ら
れ
て
い
る
︒

須
弥
山
ま
で
持
ち
出
す
と
は
︑
随
分
と
お
お
げ
さ
で
途
方
も
な
い
口
説
き

文
句
だ
︑
と
い
う
意
味
だ
ろ
う
︒

　

つ
ま
り
︑﹁
あ
い
だ
ち
な
し
﹂
は
隔
て
や
区
別
の
な
い
有
様
を
原
義
と

す
る
語
で
︑﹁
あ
い
だ
て
な
し
﹂
に
語
形
が
変
化
し
て
も
根
源
的
な
意
味

は
失
わ
れ
て
お
ら
ず
︑﹁
間
立
無
し
﹂
と
理
解
し
て
お
い
て
よ
い
も
の
と

思
わ
れ
る
の
で
あ
る
︒

お
わ
り
に

　
﹁
あ
い
だ
ち
な
し
﹂
を
め
ぐ
っ
て
揚
げ
足
取
り
の
よ
う
な
論
を
展
開
し

て
み
た
︒
古
い
時
代
に
用
例
が
少
な
く
︑
解
釈
に
よ
っ
て
意
味
が
揺
れ
た

た
め
︑
後
世
に
語
義
が
分
か
ら
な
く
な
っ
て
い
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
︒

﹃
増
鏡
﹄
解
釈
で
は
大
正
一
四
年
を
境
に
解
釈
が
変
わ
る
こ
と
が
確
認
で

き
た
が
︑
そ
の
原
因
は
つ
い
に
分
か
ら
な
か
っ
た
︒
そ
こ
で
︑
最
後
に
こ

の
あ
た
り
で
﹁
あ
い
だ
ち
な
し
﹂
の
意
味
解
釈
に
画
期
と
な
る
何
か
が

あ
っ
た
の
か
︑
辞
書
類
を
参
照
し
て
み
た
い
︒

　

大
槻
文
彦
﹃
言
海
﹄

19

*

が
明
治
二
二
年
か
ら
二
四
年
に
か
け
て
刊
行
さ
れ

た
︒﹁
あ
い
だ
ち
な
し
︵
あ
い
だ
て
な
し
︶﹂
を
引
く
と
︑﹁
あ
い
だ
ち
な

し
︵
形
︶
あ
ひ
だ
ち
な
し
ノ
音
便
﹂﹁
あ
い
だ
て
な
し
︵
形
︶
あ
い
だ
ち

な
し
の
転
︑
あ
ひ
だ
ち
な
し
ニ
同
ジ
︒﹂
と
な
っ
て
い
る
︒﹁
あ
ひ
だ
ち
な

し
﹂
を
見
て
み
る
と
︑

　
　

 

あ
ひ
−
だ
ち
−
な
・
し
・
キ
・
ケ
レ
・
ク
・
ク
︵
形
︶︹
間
断
無
シ

ノ
義
ナ
ラ
ム
︺
分
ケ
隔
テ
無
シ
︒
分
別
ナ
シ
︒
ア
イ
ダ
テ
ナ
シ
︒

︵
此
語
︑
多
ク
ハ
︑
音
便
ニ
︑
あ
い
だ
ち
な
し
ト
記
セ
リ
︶

と
な
っ
て
お
り
︑﹁
間
断
無
し
﹂
を
語
源
と
し
︑﹁
隔
て
が
な
い
﹂
の
を
根
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幹
の
意
味
と
し
て
捉
え
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
︒
ま
た
︑﹁
あ
い
だ
て
な

い
﹂
が
生
き
た
言
葉
と
し
て
こ
の
頃
ま
で
用
い
ら
れ
て
い
た
こ
と
も
分
か

る
︒

　

そ
の
後
︑
大
正
四
︵
一
九
一
五
︶
年
か
ら
八
︵
一
九
一
九
︶
年
に
か
け

て
︑
上
田
万
年
・
松
井
簡
治 

に
よ
る
﹃
大
日
本
国
語
辞
典
﹄︵
冨
山
房
︶

が
刊
行
さ
れ
た

　
　

 

あ
い
だ
て
−
な
し
︵
形
︶︹
前
条
の
転
︺
①
あ
ひ
だ
ち
な
し
に
同
じ
︒

②
分
別
な
し
︒
す
じ
み
ち
な
し
︒
と
は
う
も
な
し
︒
理
に
は
づ
れ
た

り
︒
狂
言
荷
文
﹁
海
な
ら
ば
蒼
冥
海
︑
山
な
ら
ば
須
弥
山
︒
是
れ
を

聞
け
︒
扨
も
扨
も
︑
あ
い
だ
て
な
い
こ
と
を
書
き
入
れ
て
お
か
れ
た

は
﹂︵
諺
︶
あ
い
だ
て
な
い
は
ば
ば
育
ち　

祖
母
に
育
て
ら
れ
た
る

子
は
︑
常
に
あ
ま
や
か
さ
る
れ
ば
無
作
法
な
る
こ
と
︒
祖
母
育
ち
は

三
百
や
す
い
の
類
︒

　
　

 

あ
ひ
だ
ち
−
な
し
︵
形
︶︹
間
隔
︵
ア
ヒ
ダ
チ
︶
な
き
義
か
︒
一
説
︑

愛
だ
ち
に
て
あ
い
だ
ち
な
り
と
︺
分
け
隔
て
な
し
︒
愛
想
な
し
︒
す

げ
も
な
し
︒
わ
け
も
な
し
︒
源
宿
木
﹁
世
を
思
ひ
給
へ
乱
る
る
こ
と

の
み
な
ん
な
り
に
た
る
と
︑
あ
ひ
だ
ち
な
く
ぞ
︑
う
れ
へ
給
ふ
﹂
同

夕
霧
﹁
心
よ
か
ら
ず
あ
ひ
だ
ち
な
き
も
の
に
思
ひ
給
へ
る
︑
わ
り
な

し
や
﹂
増
鏡
上
﹁
例
の
遊
女
え
も
い
は
ず
さ
う
ぞ
き
て
参
れ
り
︒
頼

朝
う
ち
ほ
ほ
ゑ
み
て
︑
橋
本
の
君
に
何
を
か
わ
た
す
べ
き
と
い
へ

ば
︑
梶
原
平
三
景
時
と
り
あ
へ
ず
︑
た
だ
そ
ま
山
の
く
れ
で
あ
ら
ば

や
︒
い
と
あ
ひ
だ
ち
な
し
や
﹂

こ
こ
で
は
﹁
あ
い
だ
ち
な
し
﹂
と
﹁
あ
い
だ
て
な
し
﹂
は
区
別
さ
れ
て
お

り
︑
意
味
も
そ
れ
ぞ
れ
異
な
っ
て
い
る
︒﹁
分
別
な
し
・
す
じ
み
ち
な
し
・

と
は
う
も
な
し
﹂
の
﹁
あ
い
だ
て
な
し
﹂
に
対
し
︑﹁
あ
い
だ
ち
な
し
﹂

は
言
葉
の
意
味
に
一
貫
性
が
な
い
︒﹁
分
け
隔
て
な
し
﹂
と
﹁
愛
想
な
し
﹂

と
﹁
わ
け
も
な
し
﹂
が
並
列
さ
れ
て
い
る
の
に
は
違
和
感
を
感
じ
る
︒
ど

う
し
て
こ
う
な
っ
た
の
か
分
か
ら
な
い
が
︑
用
例
を
見
る
と
︑
源
氏
物
語

の
解
釈
な
ど
が
影
響
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
︒

　

次
に
挙
げ
る
の
は
近
松
門
左
衛
門
の
語
彙
を
集
め
た
辞
書
だ
が
︑﹁
あ

い
だ
て
な
し
﹂
の
項
に
は
こ
の
よ
う
に
あ
る
︒

　
　

 

＊
あ
い
だ
て
な
し　

一
つ
の
我
が
命
二
人
の
子
供
に
引
分
け
て
︑
譲

る
と
思
う
て
死
す
る
身
が
︑
生
き
た
か
ら
う
か
惜
し
か
ら
う
か
︑
あ

い
だ
て
な
し
と
も
狂
気
と
も
︑
笑
は
ば
笑
へ
︵
用
明
天
皇
︶
あ
ひ
だ

ち
な
し
︵
間
断
無
︶
が
音
便
で
﹁
あ
い
だ
ち
な
し
﹂
と
な
り
︑
さ
ら

に
転
じ
て
﹁
あ
い
だ
て
な
し
﹂
と
な
る
︒
分
別
が
な
い
︒
理
に
外
れ

て
あ
る
︒
本
朝
俚
諺
︵
正
徳
四
年
序
︶
に
︑﹁
あ
ひ
だ
て
な
し
︒
今

は
不
相
応
の
事
を
あ
い
だ
て
な
し
と
云
﹂︒︵
上
田
万
年
︑
樋
口
慶
千

代
共
撰
﹃
近
松
語
彙
﹄
富
山
房　

昭
和
五
︵
一
九
三
〇
︶
年
︶

用
例
と
し
て
引
か
れ
て
い
る
﹁
用
明
天
皇
﹂
は
﹁
用
明
天
皇
職
人
鑑
﹂
の

こ
と
で
︑
宝
永
二
︵
一
七
〇
五
︶
年
竹
本
座
初
演
の
浄
瑠
璃
で
あ
る
︒
こ

れ
は
﹁
無
分
別
﹂
と
解
釈
で
き
る
も
の
で
︑
近
世
に
用
い
ら
れ
た
﹁
あ
い

だ
て
な
し
﹂
の
意
味
に
矛
盾
し
な
い
︒
撰
者
は
﹁
間
断
無
﹂
を
語
源
と

し
︑
そ
の
音
便
変
化
し
た
語
と
捉
え
て
い
る
︒
昭
和
に
な
っ
て
も
﹁
あ
い

だ
て
な
し
﹂
は
そ
の
よ
う
な
語
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
た
︒
撰
者
の
一

人
︑
上
田
万
年
は
﹃
大
日
本
国
語
辞
典
﹄
の
編
纂
に
も
関
わ
っ
て
い
る
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が
︑﹃
大
日
本
国
語
辞
典
﹄
は
﹁
あ
い
だ
て
な
し
﹂
を
﹁
あ
い
だ
ち
な
し
﹂

と
同
義
の
語
と
も
し
て
い
る
︒
そ
う
す
る
と
︑﹁
あ
い
だ
て
な
し
﹂
は

﹁
あ
い
だ
ち
な
し
﹂
の
延
長
線
上
に
あ
る
語
と
い
う
こ
と
に
な
り
︑
両
者

と
も
﹁
間
断
無
﹂
を
基
本
に
意
味
を
解
釈
す
る
べ
き
で
は
な
い
の
か
︒
語

形
が
変
化
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
︑
意
味
の
区
別
が
生
じ
た
可
能
性
は
あ
る

が
︑
中
世
の
﹁
あ
い
だ
ち
な
し
﹂
を
﹁
愛
想
が
な
い
﹂
と
解
釈
す
る
積
極

的
理
由
が
や
は
り
見
つ
か
ら
な
い
の
で
あ
る
︒
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後
注

*

1　

第
二
版
︵
二
〇
〇
〇
年
刊
︶
を
使
用
し
た
︒

*

2　

以
下
﹃
源
氏
物
語
﹄
の
引
用
は
岩
波
の
旧
大
系
に
拠
っ
た
︒
本
文
の
質
を
考
え

る
と
︑
三
條
西
実
隆
の
校
訂
本
が
︑
素
性
も
含
め
て
簡
易
に
参
照
で
き
る
青
表
紙

本
系
本
文
と
し
て
は
優
良
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
︒

*

3　

色
好
み
の
老
女
と
し
て
描
か
れ
る
源
典
侍
が
︑
紅
葉
賀
巻
で
光
源
氏
に
﹁
大
荒

木
の
森
の
下
草
老
い
ぬ
れ
ば
駒
も
す
さ
め
ず
刈
る
人
も
な
し
﹂
を
引
用
し
て
呼
び

か
け
る
場
面
が
あ
る
︒﹁
駒
も
す
さ
め
ぬ
﹂
は
男
女
の
性
的
関
係
を
匂
わ
せ
た
露

骨
な
呼
び
か
け
で
あ
る
と
見
て
よ
い
だ
ろ
う
︒

*

4　

日
本
文
学
古
注
釈
大
系
に
拠
っ
た
︒

*

5　

源
氏
物
語
古
注
釈
集
成
に
拠
っ
た
︒

*

6　

も
ち
ろ
ん
︑﹁
こ
の
歌
も
不
愛
想
な
︵
味
も
な
い
つ
ま
ら
ぬ
︶
御
歌
な
ど
で
は

あ
る
よ
︒﹂︵
山
岸
徳
平
︑
岩
波
旧
大
系
︶
と
い
う
解
釈
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
︒

こ
の
や
や
風
雅
さ
を
欠
く
率
直
な
や
り
と
り
の
中
に
は
︑
長
年
連
れ
添
っ
た
夫
婦

の
︑
男
女
の
隔
て
を
超
え
た
信
頼
関
係
を
読
み
取
る
の
が
正
し
い
の
で
は
な
い
か
︒

*

7　

た
だ
し
︑
こ
れ
ま
で
の
解
釈
を
読
ん
で
い
て
︑
紹
巴
抄
が
そ
の
よ
う
に
文
脈
を

理
解
で
き
て
い
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
疑
問
が
残
る
︒
雲
居
雁
が
夕
霧
を
身
勝

手
な
男
だ
と
非
難
し
て
い
る
と
受
け
取
っ
て
い
る
可
能
性
も
充
分
あ
る
︒

*

8　

国
会
図
書
館
本
に
拠
っ
た
︒

*

9　
﹃
湖
月
抄
﹄
で
は
単
に
﹁
抄
﹂
と
し
て
い
る
場
合
︑
特
定
の
注
釈
書
で
は
な
く

季
吟
が
参
照
し
た
諸
注
を
指
す
︒

*

10　

旧
大
系
・
山
岸
徳
平
の
注
も
﹁
気
に
く
わ
な
く
︑
無
愛
想
な
無
作
法
な
者
と
し

て
︑
夕
霧
が
考
え
な
さ
れ
た
の
は
無
理
で
あ
る
よ
︒﹁
あ
ひ
︵
間
︶
だ
ち
︵
立
︶

な
︵
無
︶
し
﹂
又
は
﹁
あ
ひ
立
て
な
し
﹂
と
も
言
う
︒
一
説
に
は
﹁
愛
だ
ち
な
し
﹂

と
も
︒﹂
と
な
っ
て
い
る
︒
語
源
を
挙
げ
て
お
き
な
が
ら
︑﹁
間
立
無
し
﹂
の
意
味

は
あ
ま
り
反
映
さ
れ
て
い
な
い
︒

*

11　

中
野
幸
一
の
﹃
正
訳
源
氏
﹄
の
み
︑﹁
あ
い
だ
ち
な
し
﹂
を
一
貫
し
て
﹁
遠
慮

が
な
い
︑
隔
て
が
な
い
﹂
の
意
で
訳
し
て
い
る
︒
こ
れ
が
正
し
い
の
で
は
な
い
か
︒

*

12　

旧
大
系
・
山
岸
徳
平
の
注
は
﹁
い
か
に
も
不
相
応
に
訴
え
︵
愚
痴
を
こ
ぼ
し
︶

な
さ
れ
る
﹂
と
な
っ
て
い
て
︑﹁
間
立
無
し
﹂
の
意
を
踏
ま
え
て
い
る
の
か
い
な

い
の
か
わ
か
ら
な
い
解
釈
に
な
っ
て
い
る
︒

*

13　
﹃
源
氏
物
語
別
本
集
成
﹄
で
確
認
し
た
と
こ
ろ
︑
表
記
は
﹁
あ
い
だ
ち
﹂
で
統

一
さ
れ
て
い
た
︒
た
だ
し
︑
岩
波
旧
大
系
の
底
本
と
な
っ
た
三
条
西
家
本
は
︑
夕

顔
の
用
例
の
み
﹁
あ
ひ
だ
ち
な
き
﹂
と
な
っ
て
い
る
︒

*

14　

例
え
ば
︑﹃
色
葉
字
類
抄
﹄
で
は
︑
川
合
を
﹁
カ
ハ
ア
ヒ
﹂
と
し
て
い
る
︒

*

15　

院
政
期
頃
か
ら
和
文
で
﹁
愛
す
﹂
の
使
用
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
が
一
般
的

で
は
な
く
︑
現
代
語
と
の
意
味
合
い
も
異
な
る
︒﹁
愛
す
﹂
に
は
人
間
が
ペ
ッ
ト

を
可
愛
が
る
よ
う
な
一
方
的
で
支
配
的
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
あ
り
︑
作
り
物
語
の
口

説
き
文
句
な
ど
に
は
ま
ず
出
て
こ
な
い
︒
仮
名
遣
い
も
﹁
あ
い
﹂
と
﹁
あ
ひ
﹂
で

揺
れ
が
あ
り
︑
規
範
的
表
記
が
定
め
ら
れ
て
い
た
形
跡
が
な
い
︒
中
世
末
期
に
来

日
し
た
キ
リ
ス
ト
教
宣
教
師
が
︑﹁
神
の
愛
﹂
を
伝
え
よ
う
に
も
﹁
愛
﹂
に
相
当

す
る
適
切
な
言
葉
が
日
本
語
に
な
く
︑﹁
御
大
切
﹂
と
訳
し
た
︵﹃
ど
ち
り
な
き
り

し
た
ん
﹄
岩
波
文
庫
︶
の
は
有
名
な
話
で
あ
ろ
う
︒

*

16　

こ
の
解
釈
は
微
妙
に
間
違
っ
て
い
て
︑﹁
父
子
相
食
﹂
は
親
子
が
互
い
に
違
い

を
食
ら
う
よ
う
な
飢
餓
の
極
限
状
態
を
表
現
し
た
語
で
あ
っ
て
︑
実
際
の
食
人
の

様
子
が
ど
う
で
あ
っ
た
か
と
い
う
話
で
は
な
い
︒
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*

17　

調
査
は
版
本
に
拠
っ
た
︒
木
下
勝
俊
は
豊
臣
秀
吉
の
甥
で
あ
り
︑
戦
国
大
名
だ

が
︑
歌
人
の
木
下
長
嘯
子
と
し
て
も
知
ら
れ
て
い
る
︒
中
世
の
末
か
ら
近
世
初
期

に
か
け
て
活
躍
し
た
人
物
で
あ
り
︑
用
い
ら
れ
て
い
る
言
葉
に
は
中
世
ま
で
の
言

葉
遣
い
が
反
映
さ
れ
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
︒

*
18　
﹃
狂
言
記
﹄︵
岩
波
新
日
本
古
典
文
学
大
系
︶
に
拠
っ
た
︒

*

19　

日
本
初
の
近
代
的
国
語
辞
典
で
あ
る
︒
私
費
に
よ
る
出
版
な
の
で
出
版
社
は
不

明
︒﹁
あ
~
お
﹂
掲
載
の
第
一
冊
は
明
治
二
二
年
五
月
刊
行


