
今
　
物
　
語
　
の
　
位
　
置

L
　
は
じ
め
に

現
存
す
る
系
統
の
今
物
語
は
、
五
十
三
話
を
収
載
す
る
。
全
段
は
、
話
の
内

容
と
い
く
つ
か
の
童
段
に
見
ら
れ
る
説
話
評
言
に
導
か
れ
て
、
「
や
さ
し
」
（
王

朝
的
風
雅
）
・
「
ふ
し
ぎ
」
（
神
仏
霊
験
）
・
「
を
か
し
」
（
滑
稽
卑
俗
）
の

三
世
界
を
話
警
す
る
三
説
話
群
に
類
別
・
分
警
柾
そ
の
話
群
の
展
開
に

は
、
王
朝
的
情
趣
と
中
世
的
興
趣
と
の
双
方
に
心
惹
か
れ
な
が
ら
揺
れ
動
く
編

著
者
の
志
向
の
あ
。
方
が
読
み
と
ら
れ
て
い
〈
牢
東
山
御
文
庫
蔵
「
平
兵
部
記
」

（
藤
原
定
家
写
）
紙
背
の
容
筒
が
そ
の
存
在
を
伝
え
て
い
る
四
冊
本
系
統
の
今

軋
賢
、
い
か
な
る
姿
を
も
ち
、
現
存
本
系
統
の
も
の
と
ど
の
よ
う
な
関
係
に

あ
っ
た
も
の
か
、
い
ま
明
ら
か
で
な
い
け
れ
ど
も
、
少
な
く
と
も
私
た
ち
の
手

に
残
さ
れ
て
い
る
今
物
語
は
、
一
編
著
者
に
よ
る
意
図
的
な
語
群
構
成
を
窺
い

う
る
と
い
う
意
味
で
、
一
個
の
作
品
と
し
て
認
め
て
よ
い
よ
う
に
見
受
け
ら
れ

る
。
そ
し
て
、
そ
の
話
群
構
成
の
あ
り
方
か
ら
、
こ
の
作
品
の
位
置
を
は
か
る

こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
も
見
え
る
。

し
か
し
、
一
つ
の
説
話
集
が
文
芸
史
の
展
開
の
中
で
文
芸
作
品
と
し
て
ど
の

よ
う
な
位
置
を
占
め
る
か
は
、
集
め
ら
れ
た
話
の
種
類
や
そ
の
排
列
・
構
成
に

よ
っ
て
の
み
見
極
め
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
そ
れ
ら
は
編
著
者
の
興

味
の
所
在
と
生
き
て
い
る
世
界
に
対
す
る
認
識
の
む
か
い
方
を
伝
え
る
が
、
作

竹
　
村
　
信
　
治

品
の
文
芸
と
し
て
の
位
置
は
、
収
め
ら
れ
た
話
が
ど
う
理
解
さ
れ
、
ど
の
よ
う

な
叙
述
を
得
て
い
る
か
、
ま
ず
こ
れ
を
問
う
と
こ
ろ
か
ら
求
め
ら
れ
な
く
て
は

な
る
ま
い
。
話
に
対
し
て
、
編
著
者
の
主
体
が
ど
の
よ
う
に
か
か
わ
り
、
叙
述

を
ど
の
よ
う
に
与
え
た
か
。
そ
し
て
、
こ
の
説
話
行
為
・
表
現
行
為
が
、
話
題

選
択
・
排
列
・
構
成
を
中
心
と
す
る
編
纂
行
為
の
あ
り
方
を
、
ど
の
よ
う
な
意

義
を
担
う
も
の
と
し
て
規
定
す
る
か
。
説
話
作
品
の
文
芸
と
し
て
の
位
置
は
、

こ
の
検
討
を
と
お
し
て
測
定
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

今
物
語
（
現
存
本
系
統
。
琴
、
特
に
。
と
わ
ら
な
い
か
ぎ
。
、
同
じ
。
）
の

場
合
、
そ
の
収
載
話
は
、
前
稿
で
検
討
の
対
象
と
し
た
第
二
・
四
段
の
叙
述
の

あ
り
方
に
よ
る
か
ぎ
り
、
話
に
対
す
る
理
解
の
質
、
そ
の
理
解
に
基
づ
く
叙
述

の
達
成
度
に
お
い
て
、
他
の
作
品
に
採
録
さ
れ
た
各
類
話
の
そ
れ
を
圧
し
て
い

る
。
両
話
の
語
る
「
や
さ
乱
）
」
（
説
話
評
言
）
の
世
界
は
、
古
今
著
聞
集
流
の

形
骸
化
し
た
王
朝
文
化
志
向
と
は
無
縁
で
、
登
場
人
物
た
ち
の
王
朝
的
・
和
歌

的
情
趣
に
つ
ら
な
る
心
の
用
い
方
や
発
想
の
あ
り
方
を
、
彫
壊
さ
れ
た
叙
述
に

よ
っ
て
描
き
出
す
と
こ
ろ
に
形
成
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
、
王
朝
文
芸
世
界
に

対
す
る
先
鋭
に
し
て
深
長
な
る
理
解
力
・
表
現
力
を
身
に
つ
け
た
語
り
手
主
体

の
説
話
行
為
・
表
現
行
為
を
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。
両
話
は
と
も
に
王
朝
的
風

雅
を
話
題
と
す
る
今
物
語
第
一
語
群
に
排
さ
れ
る
が
、
こ
の
説
話
行
為
・
表
現

行
為
は
、
編
纂
行
為
を
そ
の
王
朝
文
化
志
向
の
質
の
高
さ
に
お
い
て
規
定
し
、
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今
物
語
と
い
う
作
品
全
体
の
文
芸
的
位
置
を
測
定
す
る
目
安
を
提
供
し
て
い
る

よ
う
に
も
見
え
る
の
だ
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
予
見
に
は
、
疑
問
を
挟
む
余
地
が
な
い
わ
け
で
は
な

い
。今

物
語
第
四
段
に
は
、
一
語
を
語
り
お
え
た
後
、
話
中
で
人
々
が
口
ず
さ
ん

だ
詩
歌
句
に
つ
い
て
、
注
記
が
付
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
当
該
話
を
読
む
上

で
の
参
考
に
供
さ
れ
た
も
の
で
、
他
の
作
品
に
見
出
さ
れ
る
類
語
に
も
、
今
物

語
話
が
記
す
も
の
の
内
の
い
く
つ
か
が
示
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
詩
歌
の
示
し

方
は
、
説
話
叙
述
か
ら
窺
わ
れ
る
一
語
へ
の
理
解
の
む
か
い
方
と
即
応
し
て
い

る
。
注
記
は
、
語
ら
れ
る
話
と
と
も
に
享
受
さ
れ
、
受
容
者
の
説
話
行
為
の
あ

り
方
に
応
じ
て
、
叙
述
と
と
も
に
変
容
す
る
。
こ
の
意
味
で
、
今
物
語
話
の
注
記

は
、
今
物
語
の
編
著
者
の
、
一
話
を
受
容
す
る
際
の
理
解
の
あ
り
方
を
垣
間
見

さ
せ
る
。
第
四
段
に
収
め
ら
れ
た
話
の
場
合
、
前
稿
で
の
解
釈
に
よ
れ
ば
、
話

中
に
語
ら
れ
る
殿
上
人
の
「
ね
ず
な
き
」
は
㌻
そ
の
真
意
を
読
み
と
る
上
で
、

源
氏
物
語
螢
巻
の
兵
部
卿
宮
・
玉
髪
の
贈
答
歌
が
想
起
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な

い
。
こ
の
源
氏
歌
を
背
景
と
す
る
殿
上
人
の
真
意
が
理
解
さ
れ
て
、
一
語
は
、

は
じ
め
て
、
登
場
人
物
た
ち
が
そ
の
吟
詠
や
行
為
に
托
さ
れ
た
真
意
を
互
い
に

推
察
し
合
い
、
そ
こ
に
心
中
の
会
話
を
成
立
さ
せ
た
こ
と
を
語
る
「
や
さ
し
」

説
話
と
し
て
完
結
す
る
。
し
か
し
、
今
物
語
話
の
注
記
に
、
こ
の
源
氏
歌
に
関

す
る
指
摘
は
な
い
。
編
著
者
の
理
解
は
、
「
ね
ず
な
き
」
の
真
意
に
、
従
っ
て

本
話
題
が
語
ろ
う
と
し
た
「
や
さ
し
」
世
界
の
情
趣
に
、
向
っ
て
い
な
い
こ
と

に
な
ろ
う
。

こ
の
こ
と
は
、
説
話
叙
述
が
用
意
し
た
話
の
読
ま
れ
方
と
、
そ
の
叙
述
を
採

録
し
た
編
著
者
の
理
解
と
の
問
に
、
懸
隔
が
生
じ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

ヽ

ヽ

　

ヽ

話
に
か
か
わ
り
叙
述
を
与
え
た
語
り
手
主
体
は
、
今
物
語
の
編
著
者
と
は
別
も

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

の
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
い
い
か
え
れ
ば
、
そ
の
説
話
叙
述
は
、
編
著
者
主

体
の
説
話
行
為
・
表
現
行
為
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
と
考
え

ら
れ
る
の
だ
。
つ
ま
り
、
第
四
段
の
話
の
あ
り
方
は
、
こ
の
話
の
個
別
的
な
位

置
を
窺
わ
せ
る
も
の
で
は
あ
り
え
て
も
、
今
物
語
と
い
う
作
品
の
位
置
を
教
え

る
も
の
で
は
な
い
。

本
稿
は
、
今
物
語
と
い
う
作
品
の
文
芸
と
し
て
の
位
置
を
、
作
品
形
成
に
参

加
し
た
所
収
話
の
叙
述
の
あ
り
方
の
検
討
を
と
お
し
て
見
定
め
る
こ
と
を
目
的

と
す
る
。
し
か
し
、
本
作
品
に
収
め
ら
れ
た
話
に
見
る
、
か
よ
う
な
、
叙
述
の

表
現
す
る
話
の
意
味
と
編
著
者
の
理
解
と
の
懸
隔
の
実
情
を
勘
案
す
る
な
ら
ば
、

そ
れ
は
、
ま
ず
、
今
物
語
の
編
著
者
主
体
の
説
話
行
為
・
表
現
行
為
が
ど
こ
に

発
現
し
、
ど
の
よ
う
な
質
と
達
成
度
を
示
し
て
い
る
か
を
見
極
め
る
と
こ
ろ
か

ら
始
め
ら
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
こ
と
に
な
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
れ
が
、
第
四

段
に
代
表
さ
れ
る
、
編
著
者
主
体
と
の
か
か
わ
り
を
経
ず
に
形
成
さ
れ
た
話
の

叙
述
の
あ
り
方
が
教
え
る
説
話
行
為
・
表
現
行
為
と
ど
の
よ
う
に
違
っ
て
い
る

の
か
が
問
わ
れ
、
こ
の
違
い
が
担
う
話
の
個
別
的
な
位
置
の
相
違
と
、
そ
の
相

違
を
保
ち
な
が
ら
一
つ
の
作
品
に
共
存
し
て
い
る
事
実
と
が
、
編
某
行
為
の
あ

り
方
を
ど
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
規
定
す
る
こ
と
に
な
る
の
か
が
考
察
さ
れ
な

く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
、
こ
の
作
品
の
成
立
事
情
と
関
連
す
る
問
題
で
も

あ
る
は
ず
だ
。

と
こ
ろ
で
、
今
物
語
の
編
著
者
に
つ
い
て
は
、
従
来
、
本
朝
書
籍
目
録
（
建

治
三
年
一
。
七
戸
水
仁
二
生
五
㌦
の
成
聖
の
「
今
物
語
髪
削
臣
ご
、
代
集

（
正
応
五
年
差
。
十
二
月
～
嘉
元
元
年
l
三
。
三
十
二
月
間
の
成
宜
の
「
信

謂
臣
今
物
語
」
、
さ
ら
に
は
神
宮
文
芸
今
瑠
・
賢
享
保
八
年
一
七

三
）
の
「
右
之
一
帖
者
左
京
大
夫
信
実
朝
臣
之
抄
也
、
号
今
物
語
」
な
ど
を
基

本
資
料
と
し
て
、
藤
原
信
実
（
治
承
元
年
一
三
七
～
文
永
一
二
六
1
i
）
説
の
吟
味
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と
い
っ
た
形
で
検
討
が
進
め
ら
れ
て
き
た
。
こ
れ
ら
の
記
事
が
今
物
語
に
四
冊

∵
㍉
㍉
「
．
∵
∵
∵
∵
∴
∴
∴

現
存
本
系
統
の
今
物
語
罪
三
七
段
に
見
え
る

物
語
に
も
か
き
い
だ
せ
り
」
と
注
記
し
て
い

題
歌
を
引
き
、
「
信
実
朝
臣
今

や
、
所
収
各
話
の
時
間
設
定

と
信
実
の
生
存
時
期
と
の
関
係
、
信
実
の
人
物
像
（
家
系
を
中
心
と
す
る
人
間

関
係
・
歌
人
と
し
て
の
側
面
・
「
似
せ
絵
名
人
」
と
し
て
の
側
面
・
念
仏
宗
と

の
関
係
・
人
柄
）
と
収
め
ら
れ
た
話
の
内
容
か
ら
推
測
さ
れ
る
編
著
者
像
と
の

関
連
と
い
っ
た
内
部
軋
㌍
ら
推
し
て
、
い
ま
伝
え
ら
れ
て
い
る
形
の
今
物
語

は
信
実
の
編
著
に
か
か
る
も
の
と
、
現
在
で
は
考
え
ら
れ
て
い
る
。
本
稿
は
、

こ
の
研
究
史
の
成
果
に
従
い
、
ま
ず
、
今
物
語
編
著
者
主
体
の
説
話
行
為
・
表

現
行
為
に
つ
い
て
の

め
得
た
と
認
め
ら
れ

こ
う
と
巴
，
つ
。

信
実
が
直
接
に
見
聞
し
得
た
、
あ
る
い
は
確
か

か
ら
、
第
一
二
段
を
と
り
あ
げ
て
進
め
て
い

乞
　
橘
長
政
の
〝
述
懐
〟
歌
－
第
二
段
考
－

今
物
語
罪
二
段
は
、
歌
人
橘
長
政
に
つ
い
て
の
話
題
で
あ
る
。
人
物
紹
介

の
役
割
り
を
担
う
冒
頭
第
－
話
材
に
は
、

川
　
能
登
前
司
橘
長
政
と
い
ひ
し
は
、
い
ま
は
世
を
そ
む
き
て
、
法
名
寂
縁

と
か
や
申
な
ん
め
り
。
和
苛
の
道
を
た
し
な
み
て
、
そ
の
名
き
こ
ゆ
る
人

也
。
新
勅
技
え
ら
ば
れ
し
時
、
三
首
と
か
や
入
た
り
け
る
を
、
す
く
な
し

と
て
、
き
り
て
い
で
た
り
け
る
。
す
こ
し
は
げ
も
卓
に
は
似
た
れ
共
、
み

ち
を
た
て
た
る
ほ
ど
は
、
い
と
や
さ
し
く
こ
そ

篭
）

と
あ
り
、
こ
れ
は
、
明
月
記
・
天
福
元
年
一
二
一
二
月
六
日
条
の
、

0

0

0

0

　

　

　

ヽ

（
腰
病
に
よ
り
）
苦
痛
無
レ
術
之
間
、
午
時
許
平
臥
、
長
政
朝
臣
来
。
予

0

0

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

去
年
有
レ
所
レ
遺
レ
恨
、
久
不
二
音
信
】
。
年
来
好
士
依
レ
不
レ
可
レ
乗
、
昨
日

0
0

緋
拍
車
華
。
閲
レ
之
所
レ
来
也
。
隔
レ
物
相
逢
、
言
談
経
レ

を
説
明
す
る
記
述
と
見
ら
れ
て
い
（
鸞
同
記
の
前
日
条
に
は
「
巳
時
許
、
左
京

権
大
夫
来
臨
」
と
あ
る
。
「
京
兆
」
、
す
な
わ
ち
左
京
権
大
夫
と
は
、
藤
原
信

実
を
い
う
。

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
信
実
は
、
新
勅
撰
和
歌
集
へ
の
入
集
歌
数
を
め
ぐ
る
長
政

と
定
家
と
の
ト
ラ
ブ
ル
を
直
接
見
聞
し
、
そ
の
和
解
の
折
に
は
定
家
の
意
を
長

政
に
伝
え
る
役
目
を
果
た
す
な
ど
、
本
話
材
の
語
る
事
件
に
極
め
て
近
い
場
所

に
い
た
こ
と
に
な
ろ
う
。
恐
ら
く
は
、
定
家
が
新
勅
撰
集
を
撰
集
す
る
際
、
三

首
の
入
集
を
自
ら
の
詠
作
に
対
す
る
過
小
評
価
で
あ
る
と
し
て
三
首
と
も
切
り

棄
て
さ
せ
、
非
礼
を
顧
み
ず
和
歌
詠
作
の
道
を
第
一
義
に
立
て
た
長
政
の
ふ
る

ま
い
を
、
「
や
さ
し
」
と
評
価
し
っ
つ
今
物
語
に
定
着
さ
せ
た
人
物
が
、
そ
の

編
著
者
信
実
自
身
で
あ
っ
た
と
考
え
て
誤
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

第
一
一
段
は
、
こ
の
人
物
解
説
に
続
い
て
、
次
の
逸
事
を
罪
Ⅱ
話
材
と
し
て

語
っ
て
い
る
。

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

　

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

㈲
そ
の
人
こ
の
こ
ろ
、
あ
る
や
む
ご
と
な
き
大
臣
家
に
、
和
苛
の
会
せ
ら
れ

け
る
に
、
述
懐
の
寄
よ
み
た
り
け
る
。

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

あ
ふ
け
共
我
身
た
す
く
る
神
無
月

ヽ

　

ヽ

ヽ

さ
て
や
は
っ
か
の
空
を
な
が
め
む

と
よ
み
た
り
け
れ
ば
、
満
座
感
歎
し
て
、
こ
の
冒
よ
み
た
め
て
、
主
も
称

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

　

　

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

美
の
あ
ま
り
に
、
国
の
所
ひ
と
つ
、
た
ま
は
せ
た
り
け
り
。
州
道
の
面
目
、

世
の
繁
昌
、
ふ
し
ぎ
の
事
な
り
。
軸
末
代
に
も
さ
す
が
、
か
1
る
や
さ
し

さ
こ
と
の
の
こ
り
た
る
に
こ
そ
。

こ
の
逸
話
の
は
じ
め
に
い
う
「
こ
の
こ
ろ
」
は
、
第
－
話
材
で
語
ら
れ
た
事
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件
の
あ
っ
た
頃
の
意
で
、
上
椙
の
明
月
記
の
記
事
に
従
え
ば
天
福
元
年
の
「
去

年
」
、
貞
永
元
年
三
三
で
あ
る
。
述
懐
歌
句
に
は
「
神
無
月
」
「
は
つ
か
」

と
あ
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
、
歌
会
が
貞
永
元
年
十
月
二
十
日
に
催
さ
れ
た
こ
と

を
知
る
。

と
こ
ろ
で
、
述
懐
歌
の
詠
歌
内
容
の
変
遷
に
つ
い
て
は
、
久
保
田
淳
氏
に
言

及
が
あ
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
平
安
以
降
、
述
懐
歌
の
大
部
分
は
愚
痴
や
不
満

の
表
明
に
終
始
し
、
そ
の
訴
え
は
明
確
に
対
象
を
意
識
し
た
も
の
と
駐
車
長

政
の
述
懐
歌
は
「
あ
る
や
む
ご
と
な
き
大
臣
宏
」
で
の
歌
会
で
詠
ま
れ
た
も
の

だ
が
、
そ
の
愁
訴
の
対
象
は
、
主
催
者
か
そ
の
場
に
居
あ
わ
せ
た
賀
田
で
あ
っ

た
に
相
違
な
い
。

述
懐
歌
句
に
見
え
る
「
は
つ
か
」
に
は
、
「
わ
ず
か
」
と
「
二
十
日
」
の
外
、

「
幕
下
」
の
意
が
か
か
る
と
考
え
ら
れ
る
。
幕
下
は
大
将
の
店
名
。
「
あ
る
や

む
ご
と
な
き
大
臣
」
は
西
園
寺
実
氏
を
い
う
か
と
の
指
摘
が
転
機
が
、
実
氏
は
、

寛
喜
三
年
三
三
四
月
二
十
六
日
に
右
大
将
を
兼
ね
た
ま
ま
で
内
大
臣
に
任
ぜ

ら
れ
、
翌
貞
永
元
年
十
月
二
十
由
日
に
大
将
を
辞
し
て
誌
ご
は
つ
か
」
、

す
な
わ
ち
幕
下
は
、
歌
会
の
主
催
者
で
あ
っ
た
実
氏
を
指
す
と
見
ら
れ
る
。
述

懐
歌
下
旬
「
さ
て
や
は
っ
か
の
空
を
な
が
め
む
」
と
は
、
「
な
お
、
こ
の
十
月

の
空
に
か
す
か
に
浮
ぶ
、
二
十
日
月
を
眺
め
て
祈
り
た
く
な
る
」
切
な
さ
や
つ

ら
さ
だ
け
で
な
く
、
実
氏
に
む
け
て
そ
の
恩
沢
を
期
待
す
る
長
政
の
心
情
を
表

明
し
た
も
の
と
見
る
べ
き
だ
ろ
う
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
述
懐
歌
の
愁
訴
の
対
象
は
、
西
園
寺
実
氏
だ
け
で
は

な
か
っ
た
よ
う
だ
。
百
鋏
抄
に
次
の
記
事
が
見
出
さ
れ
、
そ
れ
は
、
長
政
が
意

識
し
た
も
う
一
人
の
人
物
と
、
彼
が
詠
歌
に
托
し
た
嘆
き
の
中
味
と
を
示
唆
し

て
い
る
。（

貞
永
元
年
十
月
）
〇
四
日
。
有
二
譲
位
事
一
。
依
二
彗
星
之
変
為
一
遍
也
。

十
月
之
例
無
二
先
規
一
敗
。

今

始
也
。
上
皇
猶
御
二
禁
裏
－
。
〇
十
四
日
。

今
夜
。
上

官
同
以
行

闇
ニ
禁
省
一
御
二
幸
冷
泉
富
小
路
亭
一
。
大
臣
巳
下
供
奉
。
中

「
上
皇
」
は
後
堀
河
院
、
「
冷
泉
富
小
路
亭
」
と
は
実
氏
の
邸
で
あ
る
。
古
今

著
聞
集
讐
後
城
河
院
の
御
時
給
づ
く
の
月
お
ほ
ひ
の
事
」
の
冒
頭
に
は
、

後
堀
川
院
御
位
す
べ
ら
せ
捨
て
、
内
大
臣
の
冷
泉
富
小
路
亭
に
わ
た
ら
せ

結
け
る
に
、
天
福
元
年
の
春
の
比
、
院
・
藻
壁
門
院
（
注
、
後
拗
河
院
中

宮
）
、
方
を
わ
か
ち
て
、
絵
づ
く
の
且
お
ほ
ひ
あ
り
軋
撃

と
あ
り
、
「
御
幸
」
は
院
の
遷
幸
の
意
と
考
え
ら
れ
る
。
院
を
迎
え
た
実
氏
邸

で
は
、
興
趣
あ
る
催
し
が
度
々
営
ま
れ
た
よ
う
だ
が
、
こ
れ
に
よ
り
、
貞
永
元

年
十
月
二
十
日
、
西
園
寺
実
氏
の
邸
で
開
か
れ
た
歌
会
に
は
、
後
堀
河
院
、
藻

壁
門
院
、
そ
の
他
、
院
の
近
臣
も
列
席
し
て
い
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。
述
懐

歌
の
上
旬
「
あ
ふ
け
共
我
身
た
す
く
る
神
無
月
」
に
は
、
院
の
譲
位
を
嘆
く
意

も
、
わ
ず
か
な
が
ら
読
み
と
れ
る
。

さ
て
、
衆
知
の
よ
う
に
、
後
掘
河
院
は
、
新
勅
撰
集
の
撰
進
を
定
家
に
下
命

し
た
人
物
で
あ
る
。
そ
の
奏
覧
ま
で
の
経
緯
に
つ
い
て
は
石
田
富
貞
氏
の
軋
鞄

に
詳
し
い
が
、
奉
勅
の
日
と
さ
れ
る
貞
永
元
年
六
月
十
三
日
の
明
月
記
に
は
、

「
古
へ
今
の
歌
撰
比
進
良
之
女
与
」
の
勅
に
、
定
家
は
「
正
レ
方
承
レ
之
、
称
レ

唯
、
笠
」
と
応
じ
、
退
去
の
後
「
染
レ
筆
寧
首
巻
之
草
案
之
端
一
」
と
あ
亀

彼
の
興
奮
ぶ
り
が
窺
え
る
が
、
勅
命
を
う
け
た
定
家
は
、
ま
も
な
く
当
時
の
歌

（封）

人
た
ち
に
歌
を
見
せ
て
く
れ
る
よ
う
に
依
頼
し
た
ら
し
い
。
「
多
年
仔
堰
」
で

あ
っ
た
長
政
の
も
と
に
も
こ
の
申
し
出
は
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
実
氏
家
歌
会
の
催

さ
れ
た
貞
永
元
年
十
月
二
十
日
以
前
の
出
来
事
と
見
ら
れ
る
定
家
と
長
政
と
の

ト
ラ
ブ
ル
は
、
こ
の
依
頼
に
応
じ
て
送
ら
れ
た
長
政
の
象
集
等
に
対
す
る
扱
い

を
め
ぐ
る
事
件
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
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新
勅
撰
集
接
進
の
経
緯
を
見
る
と
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
定
家
が
い
か
に

院
の
動
向
に
注
意
を
払
っ
て
い
た
か
が
わ
か
る
。
貞
永
元
年
十
月
二
日
の
形
式

的
奏
覧
は
、
定
家
自
身
も
議
定
に
加
わ
っ
て
院
の
護
を
決
定
し
た
（
昭
の
こ
と

で
あ
る
。
彼
は
、
譲
位
前
の
奏
覧
を
意
図
し
て
、
「
雄
二
撰
歌
末
P
調
、
仮
名
序

並
二
十
巻
部
目
録
」
を
「
注
二
一
紙
一
鵠
加
」
（
明
月
記
同
日
条
）
と
、
形

だ
け
の
奏
覧
を
果
し
て
い
る
。
又
、
院
の
崩
御
（
天
福
二
年
・
・
・
文
暦
元
年
し

．
一
両
八
月
六
日
）
に
遭
っ
た
定
家
は
、
そ
の
翌
針
、
悲
嘆
の
あ
ま
り
ま
た
不
運

】伽凸

を
嘆
く
あ
ま
り
、
家
に
残
し
て
あ
っ
た
草
稿
本
を
焼
却
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

勿
論
、
こ
れ
ら
を
、
単
独
撰
者
に
よ
る
勅
撰
集
授
進
の
名
誉
を
思
う
あ
ま
り
の

功
名
心
が
と
ら
せ
た
行
動
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
わ
け
で
は
な
い
け
れ
ど

も
、
院
か
ら
御
製
五
首
を
賜
わ
っ
た
時
の
喜
び
を
伝
え
る
明
月
記
の
む
欝
ど

を
参
考
に
す
れ
ば
、
や
は
り
、
こ
の
栄
誉
を
与
え
た
院
の
恩
顧
に
報
い
ん
が
為

の
形
式
的
奏
覧
、
報
恩
の
機
を
逸
し
た
こ
と
へ
の
悲
嘆
に
よ
る
焼
却
で
あ
っ
た

と
考
え
る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
こ
に
窺
え
る
定
家
の
心
情
に
、

周
囲
の
人
々
が
院
の
定
家
に
対
す
る
発
言
力
の
有
効
性
を
予
測
す
る
心
理
の
背

景
を
見
出
し
う
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

長
政
は
、
こ
の
後
堀
河
院
を
迎
え
た
実
氏
家
歌
会
で
、
述
懐
歌
を
詠
出
し
た

の
で
あ
る
。
述
懐
は
、
言
外
に
院
へ
の
愁
訴
の
恵
を
こ
め
て
、
定
家
と
の
新
勅

撰
入
集
歌
数
を
め
ぐ
る
ト
ラ
ブ
ル
に
直
結
す
る
嘆
き
を
表
明
し
た
も
の
と
い
う

べ
き
だ
ろ
う
。
幕
下
実
氏
は
定
家
の
妻
の
甥
。
院
の
帝
時
代
に
東
宮
侍
を
つ
と

め
て
当
代
の
四
条
帝
に
も
発
言
力
の
あ
る
存
在
で
あ
り
、
又
、
新
勅
撰
の
撰
歌

に
際
し
て
種
々
配
慮
が
め
ぐ
ら
さ
れ
た
鎌
倉
方
と
も
か
か
わ
り
あ
る
人
物
で
あ

る
。
長
政
は
、
表
向
き
、
自
ら
の
主
筋
で
も
あ
る
歌
会
主
催
者
実
氏
へ
の
愁
訴

と
い
う
形
を
と
り
な
が
ら
、
院
の
同
席
を
強
く
意
識
し
て
い
た
に
ち
が
い
な
い
。

長
政
の
こ
の
述
懐
歌
に
接
し
て
の
、
満
座
の
感
歎
と
主
（
実
氏
）
に
よ
る
領

地
の
下
賜
は
、
長
政
の
悲
嘆
に
同
惜
し
、
そ
の
表
明
の
仕
方
を
称
揚
す
る
こ
と

で
長
政
の
心
情
に
与
し
、
以
っ
て
院
に
、
定
家
に
対
す
る
長
政
歌
人
集
の
指
示

を
迫
っ
た
も
の
か
。
院
は
苦
笑
し
て
そ
の
場
を
か
わ
し
た
の
だ
ろ
う
。
新
勅
撰

集
に
長
政
歌
は
見
出
せ
な
い
。

と
こ
ろ
で
、
今
物
語
男
二
段
は
、
こ
の
歌
会
で
の
一
件
を
伝
え
聞
い
た
藤

原
隆
祐
（
寿
永
三
年
l
∵
八
川
乃
至
文
治
二
年
二
八
六
～
建
長
三
年
一
二
と
乃
至

弘
長
二
年
∵
て
ハ
頚
）
が
長
政
に
和
歌
を
贈
っ
た
こ
と
を
紹
介
し
て
結
ば
れ
る
。

価
此
事
を
き
1
て
　
隆
祐
侍
従
い
ひ
や
り
け
る
苛
、

み
が
さ
け
る
君
に
あ
ひ
て
ぞ
和
苛
の
浦
の

玉
も
光
を
い
と
ゞ
そ
ふ
ら
ん

明
月
記
に
よ
れ
ば
、
隆
祐
は
、
天
福
元
年
正
月
二
十
九
日
に
侍
従
職
を
と
ど
め

ら
れ
て
い
（
細
ご
隆
祐
侍
従
」
と
あ
る
本
話
材
は
、
そ
の
前
年
で
あ
る
貞
永
元

年
十
月
二
十
日
の
歌
会
に
関
連
す
る
記
事
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
。
今
物
語
罪
一

一
段
に
お
い
て
は
、
罪
Ⅱ
話
材
末
尾
に
付
さ
れ
る
説
話
評
言
初
回
に
よ
っ
て
二

話
材
に
分
断
さ
れ
る
が
、
も
と
は
一
連
の
出
来
事
を
語
る
話
の
姿
を
と
っ
て
い

た
と
考
え
ら
れ
る
。

二
百
は
、
俊
秘
抄
，
奥
義
抄
そ
の
唾
に
も
引
か
れ
る
下
和
璧
説
話
を
下
敷
に

し
た
も
の
。
従
来
は
、
「
君
」
を
長
政
の
こ
と
と
解
し
て
一
首
を
長
政
賛
美
の

歌
と
す
る
が
、
下
和
璧
説
話
で
は
、
下
和
の
壁
も
賢
主
を
得
て
は
じ
め
て
そ
の

璧
た
る
真
価
が
見
出
さ
れ
た
こ
と
が
語
ら
れ
る
の
だ
か
ら
、
こ
れ
を
踏
ま
え
た

「
み
が
さ
け
る
」
歌
も
、
下
和
璧
説
話
に
即
し
て
解
さ
れ
る
べ
き
だ
ろ
う
。
す

な
わ
ち
、
「
君
」
は
歌
会
で
長
政
歌
を
称
美
し
た
実
氏
、
あ
る
い
は
院
を
い
い
、

こ
の
君
を
得
て
、
「
和
歌
の
浦
の
玉
」
た
る
長
政
の
歌
才
も
そ
の
買
価
（
「
光
」
）

が
発
揮
さ
れ
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

隆
祐
は
、
そ
の
家
集
・
秋
風
抄
（
序
）
・
正
徹
物
語
下
巻
に
記
す
と
こ
ろ
に
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∴
∵
∵
∴
∵
一
十
十
∵
∴
二
．
．
1

す
る
長
政
が
実
氏
家
歌
会
で
同
情
と
称
賛
を
得
た
こ
と
を
わ
が
事
の
よ
う
に
喜

び
、
そ
し
て
そ
の
場
を
称
美
し
、
以
っ
て
長
政
歌
へ
の
返
歌
に
擬
し
た
も
の
で

あ
ろ
う
。
わ
ず
か
な
が
ら
、
な
お
不
遇
を
託
つ
自
ら
の
身
の
上
へ
の
同
情
を
求

め
る
気
味
も
窺
え
な
い
で
は
な
い
が
、
こ
の
隆
柘
の
贈
歌
に
つ
い
て
の
話
材
を

得
て
、
第
一
一
段
に
語
ら
れ
る
三
話
材
は
、
新
勅
茂
人
集
を
め
ぐ
っ
て
の
橘
長

政
に
か
か
わ
る
一
連
の
逸
話
と
し
て
完
結
す
べ
き
も
の
の
よ
う
に
、
観
察
さ
れ

る
。

3
．
信
実
の
説
話
行
為
・
表
現
行
為

さ
て
、
今
物
語
弟
二
段
に
収
め
ら
れ
た
三
話
材
は
、
そ
の
背
後
に
あ
る
事

実
を
考
慮
に
入
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
前
節
の
よ
う
に
読
み
と
ら
れ
る
が
、
各

話
材
に
お
け
る
人
物
に
つ
い
て
の
記
述
に
着
目
す
る
と
、
そ
こ
に
話
の
形
成
時

期
の
相
違
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
三
話
材
の
内
、
第
－
話
材
に
は
長
政
の

出
誘
）
。
と
が
紹
介
さ
れ
る
。
長
政
の
出
家
は
志
元
年
三
七
前
後
の
。
と

と
さ
れ
、
従
っ
て
本
話
材
の
形
成
は
そ
れ
以
後
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
一
方
、

第
Ⅲ
・
Ⅲ
話
材
は
、
上
述
の
と
お
り
本
来
一
つ
ゞ
き
の
話
を
形
を
と
っ
た
も
の

と
見
ら
れ
る
が
、
隆
柘
を
「
侍
従
」
と
す
る
と
と
ろ
か
ら
、
そ
の
形
成
は
貞
永

元
年
十
月
二
十
日
以
降
の
あ
ま
り
問
を
お
か
な
い
頃
と
考
え
ら
れ
る
。
第
－
話

材
は
、
上
椙
の
明
月
記
の
記
事
と
の
関
連
か
ら
、
今
物
語
編
著
者
信
実
の
手
に

か
か
る
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
第
Ⅱ
・
Ⅲ
話
材
に
は
、
こ
の
人
物
記
載
に
窺
わ

れ
る
形
成
時
期
か
ら
見
て
、
何
ら
か
の
資
料
が
す
で
に
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。

た
だ
、
信
実
の
家
集
に
よ
れ
嘩
彼
に
は
西
園
寺
家
，
隆
祐
と
の
接
触
が
あ
っ

た
と
考
え
ら
れ
、
こ
の
出
来
事
自
体
は
、
彼
に
と
っ
て
身
近
な
話
題
で
あ
っ
た

と
判
断
さ
れ
る
。
信
実
は
、
身
近
な
人
々
の
話
題
で
あ
る
第
Ⅱ
・
Ⅲ
話
材
に
つ

い
て
の
資
料
を
入
手
し
、
こ
れ
に
人
物
紹
介
の
為
の
第
－
話
材
を
自
ら
の
手
で

付
し
て
、
今
物
語
第
一
一
段
を
形
成
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
な
が
ら
、
身
近
な
話
題
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
必
ず
し
も
、
信
実

が
こ
れ
ら
の
話
を
そ
の
背
後
に
あ
る
事
実
と
と
も
に
受
容
し
再
生
し
た
こ
と
を

意
味
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
身
近
な
話
題
で
あ
っ
て
も
、
受
け
と
る
側
の

受
け
と
り
方
に
よ
っ
て
話
の
担
う
意
味
は
変
容
す
る
。
こ
こ
で
は
、
前
節
の
読

み
方
を
男
Ⅱ
・
Ⅲ
話
材
が
事
実
と
と
も
に
語
っ
て
い
た
話
の
意
味
で
あ
る
と
ひ

と
ま
ず
考
え
て
、
そ
れ
と
今
物
語
第
二
段
に
定
着
さ
れ
た
第
Ⅲ
・
Ⅲ
話
材
が

担
っ
て
い
る
意
味
と
の
相
違
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
そ
こ
に
、
編
著
者
信
実

の
説
話
行
為
・
表
現
行
為
の
あ
り
方
を
窺
お
う
と
思
う
。

界
Ⅱ
・
Ⅲ
話
材
は
、
本
来
一
連
の
出
来
事
を
語
る
話
の
姿
を
と
っ
て
い
た
と

見
ら
れ
、
背
後
に
あ
る
事
実
と
と
も
に
読
む
な
ら
ば
、
長
政
が
新
勅
撰
集
の
下

命
者
で
あ
る
後
堀
河
院
を
迎
え
た
実
氏
家
歌
会
で
新
勅
撰
入
集
歌
数
を
め
ぐ
っ

て
の
述
懐
歌
を
出
詠
し
、
そ
の
表
明
の
仕
方
と
嘆
き
の
中
味
に
よ
っ
て
称
賛
と

同
情
を
得
、
こ
れ
を
聞
い
た
隆
祐
が
そ
れ
を
喜
ぶ
歌
を
贈
っ
た
こ
と
を
語
る
話

題
で
あ
る
。
信
実
は
、
こ
の
話
題
を
伝
え
る
資
料
を
入
手
し
、
こ
れ
に
人
物
紹

介
の
為
の
第
－
話
材
を
用
意
す
る
な
ど
の
手
を
加
え
て
今
物
語
第
二
段
を
形

成
し
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
の
際
、
説
話
評
言
（
前
節
㈱
引
用
文
の
の
伺
）

を
第
Ⅱ
話
材
の
末
尾
に
記
し
て
話
を
二
分
し
、
第
m
話
材
を
後
日
語
と
し
て
の

付
載
話
材
的
意
味
合
い
を
も
つ
も
の
と
し
た
。
こ
の
説
話
評
言
の
位
置
は
、
信

実
の
説
話
行
為
の
中
心
が
ど
こ
に
か
か
わ
る
も
の
で
あ
っ
た
か
を
示
唆
し
て
い

る
。
そ
し
て
、
そ
の
内
容
は
、
信
実
が
、
本
段
の
中
心
詰
材
と
し
た
第
Ⅱ
話
材

に
ど
の
よ
う
に
か
か
わ
っ
た
か
を
教
え
る
。

説
話
評
言
の
用
は
、
第
Ⅲ
話
材
の
語
る
話
の
内
容
を
直
接
に
う
け
た
も
の
で
、
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和
歌
詠
作
が
「
国
の
所
ひ
と
つ
、
た
ま
は
せ
た
り
け
り
」
と
い
う
実
利
を
も
親

ら
し
た
こ
と
へ
の
驚
き
を
表
明
し
て
い
る
。
そ
こ
に
は
、
長
政
の
述
懐
歌
が
表

明
す
る
嘆
き
の
中
味
や
そ
の
表
明
の
仕
方
に
向
か
う
信
実
の
視
点
を
見
出
す
こ

と
は
で
き
な
い
。

何
は
、
本
段
直
前
の
第
一
〇
段
が
語
る
後
徳
大
寺
左
大
臣
実
定
の
時
代
と
の

対
比
に
お
い
て
今
が
意
識
さ
れ
、
そ
の
「
末
代
」
に
第
一
〇
段
の
語
る
事
実
を

等
価
な
「
や
さ
し
」
き
出
来
事
が
お
こ
り
得
た
こ
と
へ
の
驚
き
を
表
明
し
た
も

の
で
あ
る
。
第
一
〇
段
は
、
主
人
（
実
定
）
の
命
に
よ
り
、
後
朝
の
歌
を
、
女
（
小

侍
従
）
が
か
つ
て
詠
じ
た
歌
を
ふ
ま
え
て
代
作
し
、
そ
の
功
に
よ
っ
て
主
人
か

ら
所
領
の
分
与
を
受
け
た
「
や
さ
し
蔵
人
」
の
話
。
蔵
人
の
心
も
ち
い
の
「
や

さ
し
」
さ
を
語
る
話
だ
が
、
和
歌
詠
作
に
よ
る
領
地
下
賜
鮎
）
い
う
歌
徳
説
話
の

形
を
と
っ
て
い
る
点
に
、
第
二
段
第
Ⅱ
話
材
と
の
共
通
性
が
見
出
さ
れ
る
。

す
な
わ
ち
、
榊
の
表
明
す
る
驚
き
は
、
初
の
驚
き
を
導
い
た
第
Ⅱ
話
材
へ
の
む

か
い
方
と
同
じ
と
こ
ろ
に
瑞
を
発
す
る
驚
き
で
あ
っ
た
。

か
く
し
て
、
信
実
は
、
第
Ⅱ
・
Ⅲ
話
材
を
、
和
歌
詠
作
に
よ
る
領
地
下
賜
を

語
る
話
と
し
て
受
容
し
た
と
認
め
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
説
話
理
解
に
基
づ

い
て
、
叙
述
を
与
え
話
材
を
付
加
し
て
一
話
を
形
成
し
、
弟
一
〇
段
に
続
く
位

置
に
排
列
・
収
載
し
た
。
し
か
し
、
こ
の
受
容
の
あ
り
方
は
、
第
二
段
に
語

ら
れ
る
話
題
が
背
後
に
あ
る
事
実
と
と
も
に
担
っ
て
い
た
意
味
か
ら
は
遠
い
。

勿
論
、
第
Ⅱ
・
Ⅲ
話
材
に
第
－
話
材
を
自
ら
の
手
で
付
加
し
た
信
実
は
、
こ
の

話
題
が
、
新
勅
撰
入
集
歌
数
を
め
ぐ
っ
て
の
長
政
の
嘆
き
に
か
か
わ
る
逸
事
を

か
た
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
知
ら
な
い
わ
け
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
知
っ
て

い
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
れ
は
彼
の
説
話
行
為
・
表
現
行
為
を
導
く
契
機
と

は
な
ら
な
か
っ
た
の
だ
。
信
実
の
説
話
行
為
は
、
長
政
の
述
懐
歌
が
表
明
す
る

嘆
き
の
中
味
や
そ
の
表
明
の
仕
方
に
は
向
わ
ず
、
歌
が
実
利
を
も
た
ら
し
た
と

い
う
事
実
に
だ
け
向
っ
て
い
る
。
語
ら
れ
る
出
来
事
の
あ
り
方
そ
の
も
の
が
も

つ
情
趣
に
惹
か
れ
る
の
で
は
な
く
、
事
件
の
形
式
が
も
た
ら
す
直
接
的
即
物
的

な
感
興
に
、
説
話
行
為
の
端
を
発
し
て
い
る
の
だ
。

前
節
で
の
読
み
方
に
従
え
ば
、
述
懐
歌
句
の
「
は
つ
か
」
に
は
、
幕
下
の
意

が
か
か
る
。
一
首
は
、
「
は
つ
か
」
を
大
将
と
読
み
と
り
、
こ
れ
が
出
詠
の
場

を
ふ
ま
え
た
愁
訴
の
対
象
を
示
す
と
解
さ
れ
る
こ
と
で
述
懐
歌
と
し
て
の
意
義

を
担
う
。
か
く
し
て
、
歌
会
の
場
の
感
興
を
惹
き
起
こ
し
た
事
実
に
呼
応
す
る

詠
歌
と
な
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
今
物
語
第
二
段
の
説
話
叙
述
に
、
こ
の
理

解
を
導
く
、
あ
る
い
は
た
す
け
る
叙
述
は
用
意
さ
れ
て
い
な
い
。
「
あ
る
や
む

ご
と
な
き
大
臣
家
」
は
、
そ
の
記
し
方
に
弟
三
九
段
の
「
あ
る
苛
よ
み
」
に
近

い
も
の
が
あ
り
、
本
段
の
享
受
者
と
の
共
通
理
解
を
背
景
と
す
る
臆
化
で
あ
る

と
考
え
ら
れ
な
い
わ
け
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
そ
の
胱
化
は
、
実
氏
と
い
う
個

人
の
脱
化
で
は
あ
っ
て
も
、
四
日
後
に
は
辞
す
こ
と
に
な
る
大
将
を
兼
ね
、
大

将
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
長
政
の
愁
訴
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
実
氏
を
臆
化
し

た
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
こ
れ
は
、
長
政
の
歌
に
つ
い
て
、
歌
会
の
状
況
を

ふ
ま
え
た
述
懐
歌
と
し
て
の
理
解
を
導
か
な
い
。
信
実
は
、
こ
の
理
解
を
導
く

叙
述
を
用
意
し
な
か
っ
た
の
だ
。
さ
ら
に
い
え
ば
、
述
懐
歌
の
内
容
、
つ
ま
り

は
出
来
事
の
あ
り
方
そ
の
も
の
に
は
か
か
わ
ら
な
い
と
こ
ろ
で
、
本
段
の
語
る

話
題
と
の
関
係
を
結
ん
で
い
た
の
だ
。
こ
こ
に
お
い
て
、
今
物
語
編
著
者
信
実

の
説
話
行
為
・
表
現
行
為
の
内
実
は
顕
現
し
て
い
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。さ

て
、
信
実
は
、
こ
の
よ
う
な
説
話
行
為
・
表
現
行
為
に
よ
っ
て
受
容
・
定

着
し
た
本
段
に
、
「
か
1
る
や
さ
し
さ
こ
と
」
（
㈲
）
の
評
言
を
記
し
て
い
る
。

こ
れ
は
、
前
稿
に
見
た
、
王
朝
的
・
和
歌
的
情
趣
に
つ
ら
な
る
登
場
人
物
た
ち

の
心
の
用
い
方
や
発
想
の
あ
り
方
そ
の
も
の
を
彫
壊
さ
れ
た
叙
述
に
よ
っ
て
括
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き
出
し
、
そ
こ
に
「
や
さ
し
」
の
評
言
を
与
え
た
第
二
・
四
段
の
場
合
と
は
、

「
や
さ
し
」
の
語
が
担
う
内
実
に
お
い
て
、
対
照
的
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、
信

実
と
の
か
か
わ
り
を
経
ず
に
形
成
さ
れ
た
話
と
考
え
ら
れ
る
が
、
で
は
、
同
じ

「
や
さ
し
」
の
評
言
を
も
ち
な
が
ら
、
そ
の
内
実
に
お
い
て
、
信
実
の
説
話
行

為
・
表
現
行
為
が
発
現
す
る
罪
二
段
に
相
違
す
る
あ
り
様
を
示
す
男
二
・
四

段
と
は
、
ど
の
よ
う
な
説
話
主
体
に
よ
る
ど
の
よ
う
な
説
話
行
為
・
表
現
行
為

に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
な
の
か
。
こ
れ
を
、
第
二
・
四
段
に
類
同
す
る

あ
り
様
を
見
せ
る
第
一
九
段
を
と
り
あ
げ
て
、
次
節
以
下
に
考
察
す
る
。

－
．
「
左
馬
権
頭
」
藤
原
隆
信
の
短
連
歌
－
第
一
九
段
考
－

今
物
語
第
一
九
段
は
、
「
左
馬
権
頭
な
り
け
る
人
」
に
関
す
る
二
つ
の
話
題

で
構
成
さ
れ
る
。
そ
の
第
－
話
材
は
、
後
白
河
院
の
日
吉
御
幸
の
折
の
話
題
で
、

御
下
向
途
次
の
雨
を
詠
じ
た
上
達
部
の
句
、

咋
日
日
よ
し
と
思
ひ
し
も
の
を

に
対
し
て
、
「
左
馬
権
頭
」
が
、
院
の
召
し
に
よ
り
、
即
座
に

け
ふ
は
み
な
雨
ふ
る
さ
と
へ
か
へ
る
か
な

と
付
け
、
付
け
案
じ
た
人
々
を
悔
し
が
ら
せ
た
話
。
男
Ⅲ
話
材
は
、
賀
茂
臨
時

祭
の
「
か
へ
り
だ
ち
」
途
次
で
の
話
題
で
、
舞
人
で
あ
っ
た
「
左
馬
権
頭
」
が
、

「
雪
い
た
う
ふ
り
て
、
袖
に
た
ま
り
た
り
け
る
を
み
て

あ
を
ず
り
の
竹
に
も
雪
は
つ
も
り
け
り
」

と
詠
じ
、
同
遺
し
た
祭
使
に
付
句
を
求
め
た
が
か
な
わ
ず
、
人
長
と
し
て
そ
の

場
に
い
た
秦
兼
任
が
、

色
は
か
ざ
し
の
花
に
ま
が
ひ
て

と
付
け
た
話
。
語
末
評
言
は
、
第
Ⅱ
話
材
を
う
け
て
、

ま
こ
と
に
か
ね
ひ
さ
、
か
ね
か
た
な
ど
が
子
孫
と
お
ぼ
え
て
、
い
と
や
さ

し
か
り
け
る
。

と
あ
る
。

あ
喝

第
Ⅱ
話
材
に
登
場
す
る
秦
兼
任
は
、
仁
平
～
承
安
年
間
の
「
御
随
身
」
で

本
話
材
の
設
定
に
即
し
て
、
後
白
河
院
譲
位
後
の
保
元
三
年
一
二
九
八
～

承
安
四
年
一
一
七
四
間
の
諸
記
録
を
検
索
す
る
と
、
こ
の
間
、
「
左
馬
権
頭
」
で

莞
臨
時
祭
の
舞
人
を
つ
と
め
た
人
物
と
し
て
は
、
平
島
（
久
安
年
間
議
∽

…
‥
㍉
㍉
－
㍉
＋
㍉
∵
二

二
l
㍉
。
∵
「
．
＼
㍉
二
∴
∴
二

め
た
嘉
応
元
年
の
賀
茂
臨
時
祭
で
の
話
題
を
語
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
に
な
ろ

0

う
。
保
元
三
年
～
承
安
四
年
間
に
、
左
馬
権
頭
で
賀
茂
臨
時
祭
の
舞
人
を
つ
と

0

め
た
人
物
は
、
こ
の
経
正
以
外
に
は
未
だ
管
見
に
入
ら
な
い
。
だ
が
、
右
馬
権

頭
で
こ
の
舞
人
を
つ
と
め
た
人
物
で
あ
れ
ば
、
信
実
の
父
、
藤
原
隆
信
（
康
治

元
年
一
西
一
～
元
久
二
年
一
二
。
五
）
が
い
る
。
私
は
、
本
段
の
「
左
馬
権
頭
な

り
け
る
人
」
を
こ
の
隆
信
の
こ
と
と
考
え
る
。
左
と
右
と
の
違
い
は
、
伝
写
に

生
じ
た
異
文
と
い
う
よ
り
、
編
著
者
信
実
の
腿
化
を
意
図
し
た
改
変
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
は
、
父
を
「
あ
る
苛
よ
み
」
と
記
し
た
第
三
九
段
に
お
け
る
信
実
の
行
為

と
、
着
想
と
方
法
の
点
で
類
似
す
る
。
こ
の
類
似
性
は
、
逆
に
い
え
ば
、
第
一

九
段
の
「
左
馬
権
頭
」
が
隆
信
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
よ
う
に
も
思
わ

れ
る
の
だ
。

藤
原
隆
信
の
行
跡
に
関
し
て
は
、
井
上
宗
雄
氏
に
詳
細
な
考
察
が
毎
そ

れ
握
実
れ
ば
、
彼
は
、
保
元
元
年
l
一
二
九
⊥
ハ
九
月
十
七
日
に
右
馬
権
頭
に
任
ぜ
ら

30

れ
事
承
安
四
年
頃
に
は
こ
の
職
を
辞
し
た
よ
う
だ
が
、
こ
の
間
、
永
暦
元
年



∵
ハ
。
・
仁
安
二
年
一
∴
ハ
L
・
嘉
応
元
年
の
、
少
な
く
と
も
三
回
は
賀
茂
臨
時

祭
の
舞
人
を
つ
と
め
た
こ
と
が
、
山
塊
記
・
兵
範
記
に
よ
っ
て
確
認
で
き
る
。

こ
の
他
、
石
清
水
臨
時
祭
な
ど
で
も
た
び
た
び
舞
人
に
選
ば
れ
て
お
り
、
そ
の

舞
人
と
し
て
の
評
価
の
高
さ
を
こ
こ
に
窺
う
な
ら
ば
、
現
在
記
録
の
残
ら
な
い

賀
茂
臨
時
祭
で
も
舞
人
を
つ
と
め
る
こ
と
が
あ
っ
た
と
想
像
さ
れ
響
本
誌
材

の
「
左
馬
権
頭
」
を
隆
信
の
こ
と
と
考
え
る
所
以
で
あ
る
。
隆
信
の
右
馬
権
頭

時
代
に
、
永
暦
元
年
三
月
二
十
五
日
を
は
じ
め
と
韓
、
数
回
に
わ
た
る
後
白

∴
∵
∵
　
予
㍉
二
㍉
∴
∵
㍉
∵

し
て
、
秦
兼
任
は
、
隆
信
と
交
渉
が
あ
っ
た
と
見
ら
れ
る
人
物
。
後
白
河
院
の

時
代
に
召
次
長
に
任
用
か
、
信
実
画
と
さ
れ
る
「
随
身
庭
騎
絵
巻
」
に
収
め

ら
れ
た
彼
の
騎
馬
姿
の
、
そ
の
原
画
を
描
い
た
ら
し
い
人
物
と
し
て
隆
信
が
考

（47）

え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
今
物
語
第
四
四
段
に
も
見
う
け
ら
れ
る
、
秦
一
族

に
対
す
る
立
ち
入
っ
た
記
述
や
好
意
的
な
扱
い
を
も
勘
案
す
る
な
ら
ば
、
兼
任

は
、
後
白
河
院
の
も
と
に
仕
え
、
隆
信
と
も
気
脈
を
通
ず
る
仲
に
あ
っ
た
人
物

で
あ
り
、
第
Ⅲ
話
材
に
見
る
よ
う
な
即
興
の
や
り
と
り
も
こ
の
二
人
で
あ
っ
て

こ
そ
成
立
し
た
、
と
考
え
ら
れ
な
い
わ
け
で
は
な
い
。

さ
て
、
こ
れ
ら
の
状
況
証
拠
に
よ
る
臆
断
が
ゆ
る
さ
れ
る
な
ら
ば
、
第
一
九

段
の
「
左
馬
柱
頭
」
は
右
馬
権
頭
隆
信
の
こ
と
と
な
る
。
今
物
語
所
載
話
と
隆

信
と
の
関
係
の
深
さ
は
、
従
来
の
指
摘
に
よ
れ
ば
、
そ
の
家
集
と
今
物
語
と
で

登
場
人
物
が
多
く
一
致
す
る
点
、
第
三
八
段
に
語
ら
れ
る
源
氏
供
養
と
家
集
に

見
え
る
隆
信
母
の
源
氏
二
品
経
供
養
と
の
艶
、
節
三
九
段
と
同
義
話
題
が

家
集
た
見
出
さ
れ
る
噂
な
ど
に
明
ら
か
だ
が
、
こ
の
よ
う
に
し
て
窮
二
九
段

が
隆
信
の
逸
事
を
語
る
話
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
、
こ
れ
ら
の
諸
段
と
と

も
に
、
信
実
が
父
隆
信
の
伝
え
た
話
題
に
取
材
し
た
と
い
う
今
物
語
の
成
立
事

情
に
関
す
る
想
定
を
促
す
有
力
な
材
料
と
な
る
。
こ
こ
に
信
実
編
著
者
説
も
補

強
さ
れ
、
又
、
そ
の
取
材
の
あ
り
方
を
、
直
接
伝
聞
、
あ
る
い
は
簡
単
な
メ
モ

程
度
の
資
料
に
基
づ
い
て
、
信
実
自
身
が
説
話
形
成
を
果
た
し
た
も
の
と
考
え

る
な
ら
ば
、
信
実
の
説
話
行
為
・
表
現
行
為
の
実
際
を
窺
う
手
が
か
h
ソ
を
得
る

こ
と
に
も
な
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
私
は
、
こ
れ
を
信
実
の
手
に
よ
っ
て
説

話
形
成
さ
れ
た
も
の
と
は
考
え
な
い
。
今
物
語
の
成
立
事
情
を
想
定
す
る
材
料

で
あ
る
こ
と
に
か
わ
り
は
な
い
が
、
第
一
九
段
に
採
録
さ
れ
た
話
は
、
そ
の
説

話
形
成
が
、
信
実
で
は
な
く
、
話
題
の
主
人
公
で
あ
る
隆
信
自
身
に
よ
っ
て
果

た
さ
れ
た
も
の
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
だ
。

第
一
九
段
第
－
話
材
は
、
上
に
示
す
よ
う
に
、
後
白
河
院
の
日
吉
社
御
幸
の

折
の
「
左
馬
権
頭
」
（
右
馬
権
頭
隆
信
）
付
句
詠
出
の
話
題
。
そ
こ
で
は
、
和

歌
詠
作
に
秀
で
て
い
る
こ
と
で
院
の
一
行
に
連
な
り
、
院
の
命
に
よ
っ
て
召
さ

れ
て
即
座
に
付
句
を
案
じ
え
た
姿
が
措
か
れ
る
。
こ
の
右
馬
権
頭
隆
信
の
描
か

れ
方
は
、
伊
勢
物
語
の
第
七
七
・
七
八
段
や
第
八
二
・
八
三
段
に
登
場
す
る
「
右

の
馬
の
頭
」
の
姿
を
想
起
さ
せ
な
い
だ
ろ
う
か
。
特
に
後
者
二
段
は
、
惟
喬
親

王
の
水
無
瀬
行
に
常
に
従
い
、
親
王
の
求
め
る
ま
ま
に
和
歌
を
詠
作
し
た
「
右

の
馬
の
頭
」
を
描
き
、
そ
の
設
定
に
も
本
話
材
に
類
似
す
る
点
が
指
摘
で
き
る

よ
う
に
思
わ
れ
る
。

鷲
と
伊
勢
物
語
と
の
か
か
わ
り
の
深
さ
に
つ
い
て
は
、
樋
口
芳
麻
呂
氏
の

所
論
に
詳
し
く
分
析
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
彼
は
、
女
性
の
も
と
に
お
く
る

歌
の
多
く
に
伊
勢
物
語
歌
を
本
歌
と
し
て
用
い
て
お
り
、
そ
の
内
の
い
く
つ
か

に
は
、
詠
歌
状
況
の
相
似
性
を
見
る
こ
と
も
で
き
る
。
又
、
恋
の
場
で
の
実
際

の
贈
答
歌
を
集
め
た
家
集
恋
四
で
は
、
そ
の
努
頭
に
伊
勢
物
語
初
段
「
か
す
が

野
の
」
歌
の
歌
句
を
利
用
し
た
和
歌
を
置
い
て
お
り
、
自
ら
の
恋
の
遍
歴
を
業

平
の
そ
れ
に
振
そ
う
と
し
た
意
図
が
窺
え
る
。
そ
の
自
意
識
の
源
泉
に
は
「
昔
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か
に
尋
常
で
は
な
い
。

そ
の
よ
う
な
隆
信
が
、
右
馬
権
頭
に
任
ぜ
ら
れ
、
そ
の
在
任
中
の
後
白
河
院

御
幸
で
付
合
い
の
妙
を
称
美
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
彼
の
得
意
さ
加
減
は
想
像
す

る
に
難
く
な
い
。
彼
は
、
こ
の
自
意
識
が
得
た
充
足
感
に
導
か
れ
、
自
ら
の
恋

の
歌
を
そ
の
本
歌
の
詠
出
状
況
に
な
ぞ
ら
え
っ
つ
家
集
に
定
着
さ
せ
た
の
と
同

じ
ょ
う
に
し
て
、
こ
の
日
讃
詔
を
、
伊
勢
物
語
の
「
右
の
馬
の
頭
」
に
自
ら
を

重
ね
合
わ
せ
つ
つ
説
話
化
し
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
「
右
の
馬
の
頭
」
の
姿

を
想
起
さ
せ
る
右
馬
権
頭
を
描
い
た
第
一
九
段
の
第
－
話
材
は
、
こ
の
よ
う
な

隆
信
の
自
意
識
が
か
か
わ
っ
た
説
話
行
為
に
よ
っ
て
そ
の
形
成
を
得
た
も
の
と

見
て
、
は
じ
め
て
一
語
の
興
趣
が
発
現
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

こ
の
点
か
ら
す
れ
ば
、
本
話
材
を
今
物
語
に
採
録
し
た
信
実
が
、
右
馬
権
頭

を
「
左
馬
権
頭
」
と
改
め
て
粍
化
を
企
て
た
こ
と
は
、
一
語
に
業
平
を
重
ね
る

読
み
方
を
導
く
信
号
を
破
壊
し
た
こ
と
を
意
味
し
よ
う
。
そ
れ
は
父
の
真
意
を

解
し
な
い
蛮
行
と
い
っ
て
よ
い
。
こ
こ
に
も
、
前
節
に
指
摘
し
た
、
信
実
の
、

出
来
事
の
あ
り
方
そ
の
も
の
が
も
つ
情
趣
や
興
趣
の
受
容
に
は
向
わ
な
い
説
話

行
為
の
あ
り
様
は
、
朗
現
し
て
い
る
と
い
う
べ
き
だ
ろ
う
。

5
．
信
実
に
と
っ
て
の
父
の
時
代

か
く
し
て
、
第
一
九
段
の
話
を
、
自
ら
に
関
す
る
話
題
を
業
平
に
擬
し
た
「
右

馬
権
頭
」
の
話
と
し
て
隆
信
自
身
が
説
話
化
し
叙
述
を
与
え
た
も
の
と
考
え
る

こ
と
が
ゆ
る
さ
れ
る
な
ら
ば
、
こ
れ
は
、
隆
信
の
説
話
行
為
・
表
現
行
為
の
あ

り
方
を
窺
う
材
料
と
な
る
。
す
で
に
、
第
－
話
材
が
伊
勢
物
語
を
重
ね
読
ま
せ

る
こ
と
で
一
語
の
興
趣
を
導
こ
う
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
3
節
に
見
た
信
実

の
場
合
と
は
異
な
る
隆
信
の
説
話
行
為
の
む
か
い
方
は
明
ら
か
だ
が
、
こ
こ
で

は
、
さ
ら
に
、
語
末
評
言
で
「
や
さ
し
」
と
評
さ
れ
る
第
Ⅱ
話
材
を
と
り
あ
げ

る
。
そ
し
て
、
そ
こ
に
窺
わ
れ
る
隆
信
の
説
話
行
為
・
表
現
行
為
が
第
二
・
四

段
に
代
表
さ
れ
る
そ
の
あ
り
方
に
類
同
す
る
点
を
指
摘
し
、
こ
れ
が
今
物
語
と

い
う
作
品
を
ど
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
規
定
す
る
こ
と
に
な
る
か
に
つ
い
て
卑

見
を
述
べ
、
以
っ
て
本
稿
の
結
び
と
す
る
。

さ
て
、
男
Ⅲ
話
材
に
語
ら
れ
る
舞
人
と
人
長
秦
兼
任
と
の
短
連
歌
は
、
育
摺

り
で
竹
を
措
い
た
自
ら
の
装
束
に
雪
が
ふ
り
か
か
っ
た
の
を
詠
じ
た
舞
人
の
前

句
に
、
「
そ
の
雪
の
色
は
あ
な
た
の
挿
頭
の
桜
花
と
同
じ
。
私
に
は
、
そ
の
桜

の
花
片
が
散
り
か
か
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
ま
す
。
美
し
い
舞
人
姿
で
す
ね
。
」

と
応
じ
た
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
付
句
の
「
か
ざ
し
の
花
」
は
舞
人
・
隆

（3）

信
の
桜
の
挿
頭
を
さ
す
。
桜
花
と
雪
と
の
色
の
相
似
は
、
古
今
集
6
0
・
3
6
3
番
歌

等
に
も
詠
ま
れ
る
発
想
。
兼
任
は
、
付
句
に
、
春
を
ま
つ
心
を
托
し
つ
つ
、
雪

が
ふ
り
か
か
っ
た
舞
人
姿
の
美
し
さ
を
称
揚
し
た
の
で
あ
る
。

た
だ
し
、
こ
の
付
句
、
恐
ら
く
は
伝
統
的
詠
歌
発
想
に
よ
っ
て
の
み
詠
出
さ

れ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
そ
れ
だ
け
で
「
や
さ
し
」
の
評
言
が
与
え
ら

れ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
舞
人
の
句
が
踏
ま
え
た
枕
草
子
第
二
二
鎚
の
次
の

記
事
を
想
起
し
、
こ
れ
を
詠
作
発
想
の
起
点
に
据
え
、
伝
統
的
和
歌
発
想
を
用

い
つ
つ
前
句
の
詠
者
で
あ
る
舞
人
の
姿
を
称
美
す
る
付
句
を
案
じ
得
た
と
こ
ろ

に
、
「
や
さ
し
」
の
歎
息
は
も
ら
さ
れ
た
と
見
る
べ
き
で
あ
る
。

0

賀
茂
の
臨
時
の
祭
、
空
の
曇
り
、
さ
む
け
な
る
に
、
雪
す
こ
し
う
ち
散
り

°

°

0

0

　

　

0

0

て
、
挿
頭
の
花
、
青
摺
な
ど
に
か
か
り
た
る
、
え
も
い
は
ず
を
か
し
。

舞
人
の
句
は
、
自
ら
の
遭
遇
し
た
状
況
を
、
こ
の
清
女
が
見
出
し
た
美
的
価
値

に
よ
り
か
か
り
な
が
ら
詠
出
し
た
も
の
。
場
の
情
景
に
つ
い
て
の
叙
述
と
句
中

の
「
あ
を
ず
り
」
の
語
は
、
こ
の
詠
作
の
背
景
を
本
話
材
の
享
受
者
に
想
起
さ

32



せ
る
信
号
で
あ
る
。
そ
の
場
に
い
て
こ
れ
を
受
信
し
得
た
兼
任
は
、
領
解
の
意

を
、
「
か
ざ
し
の
花
」
を
詠
み
込
む
こ
と
で
伝
え
、
活
女
の
美
的
評
価
に
添
う

形
で
、
そ
の
挿
頭
の
桜
花
に
見
ま
が
う
雪
が
ふ
り
か
か
っ
た
舞
人
の
「
を
か
し
」

き
姿
を
称
賛
し
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
、
秦
兼
任
の
、
王
朝
的
・
和
歌
的
情
趣

に
つ
ら
な
る
心
の
用
い
方
や
発
想
の
あ
り
方
を
見
て
と
る
こ
と
が
で
き
る
。
「
や

さ
し
」
と
は
、
こ
の
兼
任
の
心
の
用
い
方
や
発
想
の
あ
り
方
そ
の
も
の
に
向
け

ら
れ
た
こ
と
ば
で
あ
り
、
そ
の
「
や
さ
し
」
の
語
の
担
う
内
実
は
、
今
物
語
第

二
・
四
段
の
場
合
と
等
し
い
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
な
男
一
九
段
第
u
話
材
の
あ
り
様
は
、
そ
れ
が
付
合

の
妙
趣
そ
の
も
の
を
話
題
に
し
、
妙
趣
の
内
実
へ
の
理
解
を
導
く
叙
述
を
備
え

て
い
る
点
で
、
3
節
に
検
討
を
加
え
た
第
二
段
第
Ⅱ
話
材
が
、
「
は
つ
か
」

に
幕
下
の
意
が
か
か
る
こ
と
へ
の
理
解
を
導
く
叙
述
を
用
意
せ
ず
、
そ
れ
故
橘

長
政
の
述
懐
歌
の
真
意
を
領
解
す
る
と
こ
ろ
に
成
立
す
る
情
趣
を
話
題
と
す
る

話
と
な
ら
な
か
っ
た
の
と
、
鋭
く
対
立
し
て
い
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
対
立
は
、
語
り
手
主
体
の
話
材
へ
の
か
か
わ
り
方
、
話
の
世
界
に
対
す
る

興
味
・
理
解
の
む
か
い
方
の
違
い
に
基
づ
く
も
の
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
本

稿
の
考
証
・
推
断
に
誤
り
が
な
け
れ
ば
、
こ
こ
に
、
隆
信
の
説
話
行
為
・
表
現

行
為
と
信
実
の
そ
れ
と
の
質
的
相
違
は
朗
現
す
る
。
隆
信
は
、
話
材
の
語
る
出

来
事
の
、
そ
の
あ
り
方
そ
の
も
の
が
も
つ
情
趣
・
興
趣
に
惹
か
れ
る
と
こ
ろ
に

説
話
行
為
の
契
機
を
有
し
、
こ
の
情
趣
・
興
趣
の
表
現
を
め
ざ
し
て
叙
述
を
用

意
す
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
信
実
は
、
話
材
の
語
る
出
来
事
の
、
そ
の
事
件
の

形
式
が
も
た
ら
す
直
接
的
即
物
的
な
感
興
に
説
話
行
為
の
契
機
を
有
し
、
話
題

の
中
味
に
立
ち
入
ら
ず
、
こ
の
形
式
の
記
述
を
め
ざ
し
て
叙
述
を
与
え
て
い
る
。

検
証
の
詳
細
は
臥
喝
に
譲
る
が
、
第
二
九
段
の
評
言
「
や
さ
し
」
が
担
う
内
実

が
第
二
・
四
段
の
そ
れ
と
等
し
い
点
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
今
物
語
は
、
こ
の

二
様
の
説
話
行
為
・
表
現
行
為
に
基
づ
く
話
を
－
勿
論
、
隆
信
の
説
話
行
為
・

表
現
行
為
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
話
は
、
1
節
に
示
し
た
第
四
段
の
場
合
の
よ

う
に
、
信
実
の
説
話
行
為
に
基
づ
く
意
味
を
担
っ
て
今
物
語
に
収
載
さ
れ
て
い

る
が
ー
共
存
さ
せ
て
い
る
と
見
ら
れ
る
。

藤
原
隆
信
は
、
衆
知
の
と
お
り
、
歴
史
物
語
「
弥
世
継
」
作
り
物
語
「
う
き

な
み
」
（
い
ず
れ
も
散
侠
）
の
作
者
と
さ
れ
る
人
物
。
そ
し
て
、
建
礼
門
院
右

京
大
夫
（
世
等
寺
伊
行
女
）
の
恋
人
の
一
人
と
し
て
も
著
名
で
あ
る
。
こ
の
古

歌
・
物
語
に
通
暁
し
た
後
宮
女
房
と
の
問
に
、
彼
が
古
典
的
な
も
の
を
幾
重
に

も
塗
り
こ
め
た
歌
を
交
換
し
た
こ
と
は
、
二
人
の
家
集
に
詳
し
い
。
知
的
会
話

を
と
お
し
て
王
朝
文
芸
世
界
に
観
念
的
に
投
入
す
る
こ
と
で
満
足
す
る
こ
の
「
色

こ
の
む
と
聞
く
人
」
の
女
へ
の
か
か
わ
り
方
は
、
や
が
て
、
そ
の
思
い
の
あ
か

し
と
し
て
の
行
為
を
求
め
る
女
と
の
問
に
心
の
ゆ
き
ち
が
い
を
も
た
ら
す
こ
と

に
な
る
の
だ
が
、
王
朝
人
の
恋
の
悩
み
を
悩
む
こ
と
を
目
的
化
し
た
こ
の
隆
信

の
姿
に
、
彼
の
王
朝
志
向
と
王
朝
文
芸
を
享
受
す
る
姿
勢
の
あ
り
方
が
窺
え
よ

う
。
前
節
に
紹
介
し
た
よ
う
に
、
彼
は
自
身
を
「
昔
男
」
に
擬
し
て
自
ら
の
恋

の
遍
歴
を
家
集
に
定
着
さ
せ
た
人
物
で
も
あ
る
。
そ
し
て
、
今
物
語
第
l
二
四

段
の
話
な
ど
に
描
か
れ
る
世
界
は
、
こ
の
よ
う
な
隆
信
の
興
趣
を
そ
そ
り
、
彼

の
説
話
行
為
・
表
現
行
為
を
導
い
た
世
界
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
。
隆
信
に
は
、

こ
れ
ら
の
話
や
自
ら
の
体
験
談
、
さ
ら
に
は
彼
に
か
か
わ
り
深
い
人
物
に
つ
い

て
の
情
趣
や
興
趣
に
富
ん
だ
話
題
な
ど
を
内
容
と
す
る
、
何
ら
か
の
編
著
が
あ

っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
が
彼
の
著
作
と
さ
れ
る
上
掲
作
品
や
今
は

伝
わ
ら
な
い
四
冊
本
系
統
の
今
物
語
と
関
連
す
る
も
の
か
ど
う
か
は
わ
か
ら
な

い
が
、
信
実
は
、
こ
の
父
の
編
著
を
原
資
料
と
し
て
用
い
、
そ
こ
か
ら
叙
述
に

は
あ
ま
り
手
を
加
え
ず
数
話
を
抄
録
し
、
こ
れ
に
直
接
間
接
の
見
聞
や
簡
略
な

資
料
な
ど
に
よ
っ
て
説
話
化
し
た
話
を
加
え
て
、
現
存
す
る
系
統
の
今
物
語
を
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編
集
し
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
1
節
に
示
し
た
本
朝
書
籍
目
録
等
の
今
物
語

0

編
著
者
説
を
伝
え
る
資
料
が
「
信
実
朝
臣
抄
」
と
す
る
の
は
、
こ
の
成
立
の
経

緯
と
か
か
わ
る
も
の
と
解
さ
れ
る
。
そ
の
場
合
、
信
実
が
隆
信
を
話
題
と
す
る

話
で
父
を
脱
化
す
る
の
は
、
原
質
料
に
用
い
た
父
の
編
著
の
面
影
を
払
拭
す
る

企
図
に
よ
る
も
の
と
な
ろ
う
。
本
稿
の
指
摘
す
る
、
今
物
語
が
二
様
の
説
話
行

為
・
表
現
行
為
に
基
づ
く
話
を
共
存
さ
せ
て
い
る
事
実
は
、
こ
の
作
品
に
つ
い

て
の
か
よ
う
な
成
立
事
情
を
想
定
さ
せ
る
。

さ
て
、
こ
の
よ
う
に
し
て
隆
信
の
編
著
の
介
在
を
想
定
で
き
る
と
し
て
、
信

実
は
、
そ
こ
に
収
め
ら
れ
た
父
の
時
代
の
話
に
取
材
し
、
こ
れ
に
自
ら
の
時
代

の
話
を
加
え
て
今
物
語
を
編
慕
す
る
。
こ
の
こ
と
は
、
父
の
時
代
の
話
に
接
す

る
こ
と
で
自
ら
の
生
き
る
時
代
を
相
対
的
に
と
ら
え
、
こ
れ
に
よ
っ
て
そ
の
生

き
る
時
代
の
現
実
を
認
識
す
る
こ
と
を
め
ざ
し
た
信
実
の
編
羞
行
為
の
あ
り
方

を
窺
わ
せ
る
。
第
一
〇
二
一
段
の
場
合
で
い
え
ば
、
第
二
段
の
説
話
評
言

何
に
、
第
一
〇
段
と
の
対
比
で
、
「
末
代
に
も
さ
す
が
、
か
ゝ
る
や
さ
し
さ
こ

と
の
の
こ
り
た
る
に
こ
そ
亡
と
あ
っ
た
（
3
節
参
看
）
の
は
、
そ
の
野
現
。
そ

こ
で
は
、
自
ら
の
時
代
は
父
の
時
代
に
連
な
る
も
の
と
認
識
さ
れ
て
い
る
。
し

か
し
な
が
ら
、
こ
こ
で
、
こ
の
相
対
化
・
認
識
化
が
、
父
の
時
代
の
話
を
自
ら

の
説
話
行
為
の
む
か
う
と
こ
ろ
に
即
し
て
受
容
し
、
そ
れ
を
と
お
し
て
果
た
し

た
相
対
化
・
認
識
化
で
あ
る
点
は
、
注
意
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

弟
一
〇
段
に
語
ら
れ
る
話
は
、
そ
の
叙
述
の
あ
り
方
か
ら
見
て
、
「
や
さ
し
蔵

人
」
の
心
の
用
い
方
の
「
や
さ
し
」
さ
そ
の
も
の
の
も
つ
王
朝
的
・
和
歌
的
情

趣
を
話
題
の
中
心
に
す
え
た
話
で
、
隆
信
の
説
話
行
為
に
類
同
す
る
説
話
行
為

に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
も
の
と
認
め
ら
れ
る
。
し
か
し
信
実
は
、
こ
の
父
の
時

代
の
話
を
、
そ
れ
が
語
る
〃
和
歌
詠
作
に
よ
る
領
地
下
賜
′
と
い
う
出
来
事
の

形
式
に
お
い
て
受
容
し
、
そ
の
説
話
受
容
に
基
づ
い
て
第
二
段
の
評
言
を
発

す
る
。
す
な
わ
ち
、
彼
は
、
王
朝
的
風
雅
世
界
に
対
し
て
そ
の
出
来
事
の
形
式

に
感
興
を
催
す
自
ら
の
説
話
行
為
の
む
か
い
方
、
こ
れ
に
従
っ
て
、
父
の
時
代

の
話
で
あ
る
第
一
〇
段
を
短
小
化
し
て
受
け
と
る
の
だ
。
そ
し
て
、
そ
の
説
話

受
容
に
些
つ
い
て
、
父
の
時
代
に
連
な
る
今
を
、
彼
の
説
話
行
為
に
よ
っ
も
和

歌
詠
作
に
よ
る
領
地
下
賜
″
の
話
題
を
語
る
話
と
し
て
形
成
し
た
節
二
段
と

と
の
一
致
に
、
確
認
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
、
父
の
時
代
の
話
に
取
材
し
て
こ
れ
に
自
ら
の
時
代
の
話
を
加

え
た
信
実
の
編
去
行
為
が
、
真
に
、
自
ら
の
時
代
を
相
対
的
に
と
ら
え
そ
の
生

き
る
時
代
の
現
実
を
認
識
さ
せ
る
意
義
を
担
わ
な
か
っ
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い

る
。
信
実
は
、
自
ら
の
生
き
る
時
代
の
現
実
を
う
つ
し
だ
す
鏡
を
求
め
て
、
彼

が
尊
崇
し
憧
憬
の
思
い
を
抱
い
て
慕
う
父
の
時
代
の
話
に
む
か
う
。
だ
が
、
そ

の
鏡
は
、
す
で
に
信
実
の
説
話
行
為
に
よ
っ
て
歪
め
ら
れ
て
い
る
の
だ
。
信
実

は
、
父
の
時
代
の
話
を
、
彼
の
説
話
行
為
の
む
か
う
と
こ
ろ
に
従
っ
て
、
〝
信

実
に
と
っ
て
の
″
父
の
時
代
の
話
と
し
て
旗
小
化
し
て
受
容
し
、
そ
こ
に
見
出

さ
れ
た
〃
信
実
に
と
っ
て
の
／
父
の
時
代
を
基
準
に
、
彼
の
現
実
を
相
対
的
に

と
ら
え
認
識
す
る
こ
と
に
む
か
う
。
そ
し
て
、
こ
こ
に
、
父
の
時
代
に
連
な
る

今
と
し
て
の
現
実
認
識
が
導
か
れ
る
。
彼
は
、
父
の
時
代
の
話
が
語
る
世
界
に

身
を
お
く
こ
と
（
罪
一
〇
段
の
場
合
で
い
え
ば
、
本
話
題
を
「
や
さ
し
蔵
人
」

の
心
も
ち
い
の
「
や
さ
し
」
さ
を
語
る
話
と
読
み
と
る
こ
と
）
を
と
お
し
て
現

実
を
相
対
的
に
と
ら
え
、
そ
こ
か
ら
自
ら
の
時
代
に
評
価
を
与
え
て
認
識
を
導

く
の
で
は
な
く
、
彼
の
説
話
行
為
に
よ
っ
て
父
の
時
代
の
話
を
嬢
小
化
（
第
一

〇
段
の
場
合
で
い
え
ば
、
本
話
題
を
和
歌
詠
作
に
よ
る
領
地
下
賜
を
語
る
話
と

読
み
と
る
こ
と
）
し
て
受
容
し
、
そ
こ
に
自
身
の
手
で
受
容
形
成
し
た
自
ら
の

時
代
の
話
と
の
一
致
を
見
出
し
て
、
現
実
を
父
の
時
代
に
連
な
る
時
代
と
認
識

す
る
の
だ
。
父
と
信
実
と
の
両
時
代
の
話
に
む
か
う
信
実
の
説
話
行
為
の
あ
り
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方
は
、
王
朝
的
風
雅
世
界
に
対
し
て
そ
の
出
来
事
の
形
成
に
感
興
を
催
す
と
こ

ろ
に
蛸
を
発
し
て
い
る
点
で
、
等
し
い
。
両
時
代
の
話
の
担
う
意
味
の
一
致
は
、

こ
の
両
話
に
む
か
う
説
話
行
為
の
等
質
性
が
そ
の
必
然
と
し
て
予
め
用
意
し
て

い
た
も
の
で
あ
る
。
両
話
の
担
う
意
味
の
一
致
を
見
出
し
て
、
自
ら
の
時
代
が

父
の
時
代
に
連
な
る
こ
と
へ
の
驚
き
を
表
明
し
た
卯
二
段
の
説
話
評
言
何
は
、

こ
の
意
味
で
、
そ
の
両
話
に
む
か
う
説
話
行
為
の
等
質
性
が
、
い
わ
ば
予
定
調

和
と
し
て
も
た
ら
し
た
信
実
の
現
実
認
識
を
示
し
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。
父

の
時
代
の
話
を
も
収
載
す
る
今
物
語
の
〝
今
′
と
は
、
こ
の
予
定
調
和
に
導
か

れ
た
、
自
ら
の
時
代
を
父
の
時
代
に
連
な
る
も
の
と
す
る
現
実
認
識
に
基
づ
く

命
名
で
あ
っ
た
。

か
く
し
て
、
父
と
信
実
と
の
両
時
代
の
話
に
む
か
う
説
話
行
為
の
等
質
性
が

も
た
ら
し
た
、
こ
の
予
定
調
和
と
し
て
の
現
実
認
識
を
導
く
編
慕
行
為
の
内
実

の
故
に
、
信
実
は
、
自
ら
の
生
き
て
か
か
わ
る
現
実
に
対
時
し
、
責
の
現
実
認

識
を
得
る
に
到
ら
な
か
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
、
今
物
語
節
四
六
段

は
、
神
主
経
国
の
命
で
「
す
み
の
江
殿
」
を
掃
除
し
た
使
用
人
が
由
緒
あ
る
人

々
の
書
き
つ
け
た
柱
・
長
押
・
妻
戸
な
ど
の
歌
を
削
り
捨
て
た
事
件
を
語
る
が
、

そ
れ
は
、
文
芸
を
と
り
ま
く
現
実
状
況
の
変
容
を
話
題
と
し
て
い
る
点
で
、
変

容
以
前
と
の
比
較
に
基
づ
く
現
実
の
相
対
化
と
そ
れ
に
よ
る
現
実
認
識
を
導
く

契
機
を
畢
ん
で
い
る
。
し
か
し
、
信
実
は
、
こ
れ
を
と
り
あ
げ
な
が
ら
、
語
末

に
「
こ
れ
は
承
久
の
乱
の
後
の
、
世
中
あ
ら
た
ま
り
け
る
時
の
事
也
亡
と
記
し

て
特
殊
化
し
、
時
代
の
嘆
き
の
形
式
に
判
断
を
ま
か
せ
て
そ
の
現
実
に
対
時
し

な
い
こ
と
で
、
こ
の
契
機
を
見
失
う
。
彼
は
父
の
時
代
に
連
な
っ
て
生
き
、
彼

の
現
実
に
む
か
お
う
と
は
し
な
い
の
だ
。
つ
ま
り
、
今
物
語
の
成
立
に
か
か
わ

っ
た
信
実
の
主
体
的
行
為
は
、
つ
い
に
、
真
の
現
実
認
識
を
導
く
意
義
を
担
わ

な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
今
物
語
は
、
本
稿
の
冒
頭
に
も
紹
介
し
た
よ
う
に
、
「
や
さ
し
」

「
ふ
し
ぎ
」
「
を
か
し
」
の
世
界
を
話
題
と
す
る
三
説
話
群
に
よ
っ
て
構
成
さ

れ
、
そ
の
展
開
に
は
、
王
朝
的
情
趣
と
中
世
的
興
趣
と
の
双
方
に
心
惹
か
れ
な

が
ら
揺
れ
動
く
信
実
の
志
向
の
あ
り
方
が
指
摘
さ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ

れ
ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
王
朝
的
風
雅
を
描
く
今
物
語
の
「
や
さ
し
」
説

話
は
、
信
実
の
説
話
行
為
に
よ
っ
て
受
容
さ
れ
た
内
実
を
備
え
た
も
の
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
そ
れ
は
、
一
話
の
語
る
出
来
事
の
あ
り
方
そ
の
も
の
が
も
つ
王
朝

的
・
和
歌
的
情
趣
に
感
興
を
催
し
、
そ
の
意
味
を
担
う
話
と
し
て
収
載
さ
れ
た

の
で
は
な
く
、
出
来
事
の
形
式
が
も
た
ら
す
直
接
的
即
物
的
感
興
に
基
づ
き
、

受
容
・
採
録
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
神
仏
霊
験
の
世
界
を
描
く
「
ふ
し
ぎ
」

説
話
、
滑
稽
卑
俗
の
世
界
を
描
く
「
を
か
し
」
説
話
は
、
出
来
事
に
対
す
る
即

物
的
感
興
を
そ
の
興
趣
の
す
べ
て
と
す
る
話
題
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
、
今
物

語
の
三
説
話
群
は
、
編
寡
に
際
し
て
各
話
に
む
か
う
信
実
の
説
話
行
為
の
あ
り

方
に
お
い
て
、
均
質
で
あ
る
。
「
や
さ
し
」
「
ふ
し
ぎ
」
「
を
か
し
」
の
三
世

界
に
か
か
わ
る
信
実
に
は
、
王
朝
的
情
趣
と
中
世
的
興
趣
と
の
問
で
の
志
向
の

揺
ら
ぎ
は
な
い
。
三
評
言
が
中
世
初
期
文
芸
作
品
に
頻
出
す
る
語
で
あ
る
点
を

も
勘
案
す
る
な
ら
ば
、
今
物
語
を
構
成
す
る
三
世
界
と
は
、
父
の
時
代
の
話
に

対
す
る
類
小
化
を
と
お
し
て
父
の
時
代
に
連
な
っ
た
信
実
が
、
彼
に
と
っ
て
の

′
今
″
に
む
け
て
開
い
た
で
き
あ
い
の
三
つ
の
窓
口
を
意
味
す
る
に
す
ぎ
な
い

も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

今
物
語
の
位
置
は
、
こ
れ
ら
の
、
信
実
の
説
話
行
為
・
表
現
行
為
と
そ
れ
が

規
定
す
る
編
賽
行
為
の
内
実
に
、
す
で
に
明
ら
か
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
自
ら
の

生
を
規
定
す
る
世
界
を
仏
法
・
王
法
の
理
と
そ
の
来
歴
と
を
問
い
つ
つ
再
構
築

す
る
な
か
で
、
頑
な
ま
で
に
依
拠
説
話
の
意
味
と
叙
述
と
を
墨
守
し
、
そ
の
話

の
語
る
世
界
に
身
を
投
じ
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
ら
の
生
き
る
時
代
に
対
時
し
現
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実
を
検
証
し
続
け
た
今
昔
物
語
集
に
も
、
又
、
出
来
事
の
あ
り
方
そ
の
も
の
が

も
つ
王
朝
的
・
和
歌
的
情
趣
に
心
惹
か
れ
、
そ
の
情
趣
を
表
現
し
体
現
す
る
こ

と
で
王
朝
世
界
に
連
な
っ
た
父
の
時
代
に
も
、
遠
い
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
そ
し
て
、
自
己
の
現
実
を
肯
定
す
る
材
を
求
め
て
出
来
事
の
形
式
に
叙
述

を
与
え
続
け
、
〝
古
〟
の
焙
小
化
に
よ
っ
て
予
定
調
和
的
な
現
実
の
相
対
化
を

果
た
し
つ
つ
、
で
き
あ
い
の
部
立
と
安
直
な
時
間
排
列
に
基
づ
い
て
話
を
収
録

し
た
古
今
著
聞
集
に
は
、
極
め
て
近
い
。
た
だ
、
同
じ
よ
う
に
〝
古
〟
の
嬢
小

化
に
基
づ
く
予
定
調
和
的
な
相
対
化
に
よ
り
つ
つ
も
、
現
実
に
機
能
す
る
〝
古
〃

の
起
源
と
そ
の
来
歴
を
問
う
な
か
で
、
自
ら
の
生
き
る
〝
今
′
を
意
識
化
せ
ざ

る
を
得
な
か
っ
た
橘
成
季
に
対
し
、
信
実
が
、
王
朝
世
界
を
体
現
し
現
出
し
た

父
の
時
代
に
自
ら
も
連
な
っ
て
い
る
と
信
じ
、
そ
の
信
実
に
と
っ
て
の
〝
今
′

に
生
き
て
い
た
と
こ
ろ
ー
つ
ま
り
′
古
今
″
で
は
な
く
′
今
″
物
語
と
し
た

と
こ
ろ
ー
に
注
目
す
る
な
ら
ば
、
今
物
語
と
は
、
父
の
時
代
に
尊
崇
と
憧
憬

の
思
い
を
抱
い
て
一
体
化
し
、
後
向
き
の
ま
ま
著
聞
集
に
近
付
い
て
し
ま
っ
た

作
品
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

（
昭
和
5
9
年
1
月
1
5
日
稿
）

注

（
1
）
河
内
山
清
彦
「
今
物
語
・
世
継
物
語
の
世
界
」
（
日
本
の
説
話
4
、
東
京
美

術
、
昭
和
4
9
年
6
月
刊
）
。
な
お
、
大
島
貴
子
「
今
物
語
の
説
話
配
列
」
（
中

世
の
文
学
『
今
物
語
・
隆
房
集
・
東
斎
随
筆
』
解
説
項
三
、
三
弥
井
書
店
、

昭
和
5
4
年
5
月
刊
）
は
、
説
話
排
列
の
観
点
か
ら
、
次
の
六
群
に
分
類
す
る
。

1
．
古
典
の
知
識
を
主
眼
と
し
た
説
話
群
（
第
一
～
五
段
）
。

2
．
巧
み
な
歌
や
付
句
を
も
の
し
た
人
々
の
説
話
群
（
第
六
～
l
二
段
）
。

3
．
恋
愛
説
話
群
（
第
二
二
～
二
六
段
）
。

4
．
神
仏
関
係
の
説
話
群
（
第
二
七
～
三
六
段
）
。

5
．
和
歌
に
関
す
る
説
話
群
（
第
三
七
～
四
六
段
）
。

6
．
僧
侶
に
関
す
る
説
話
群
（
第
四
七
～
五
三
段
）
。

（
2
）
注
（
1
）
に
示
し
た
論
考
で
、
河
内
山
氏
は
「
こ
の
『
や
さ
し
』
1
『
ふ
し
ぎ
』

1
『
お
か
し
』
の
展
開
の
様
相
に
、
椎
か
ら
俗
へ
の
推
移
を
読
み
と
り
、
そ

れ
を
さ
ら
に
王
朝
か
ら
中
世
へ
の
流
動
に
置
き
か
え
て
み
る
こ
と
も
決
し
て

不
可
能
で
は
な
い
と
と
し
、
大
島
氏
は
、
「
王
朝
的
な
も
の
、
宗
教
的
な
も

の
、
そ
し
て
世
俗
的
な
も
の
、
な
ど
へ
揺
れ
動
き
つ
つ
も
、
そ
の
い
ず
れ
に

も
大
き
く
偏
る
こ
と
の
な
い
作
品
、
そ
れ
が
『
今
物
語
』
で
あ
る
」
と
す
る
。

（
3
）
益
田
勝
実
「
今
物
語
の
成
立
－
平
兵
部
記
紙
背
文
書
を
中
心
と
し
て
l

（
日
本
文
学
史
研
究
1
3
、
昭
和
2
6
年
8
月
発
行
）
。
辻
彦
三
郎
「
藤
原
定
家

写
『
平
兵
部
記
』
紙
背
文
容
の
二
、
三
に
つ
い
て
」
（
「
日
本
史
籍
論
集
上
』

所
収
、
吉
川
弘
文
館
、
昭
和
4
4
年
刊
）
。
同
「
藤
原
定
家
の
『
平
兵
部
記
』

書
写
年
代
考
」
（
『
古
記
録
の
研
究
』
所
収
、
続
群
書
類
従
刊
行
会
、
昭
和

4
5
年
刊
）
。
こ
れ
ら
の
論
考
が
、
仁
治
元
年
l
二
四
〇
夏
頃
に
執
筆
さ
れ
た
と

見
ら
れ
る
「
平
兵
部
記
」
紙
背
の
容
簡
記
事
に
よ
っ
て
、
現
存
本
系
統
の
今

物
語
に
は
な
い
話
を
含
む
、
少
な
く
と
も
四
冊
か
ら
な
る
今
物
語
の
存
在
が

確
認
で
き
る
こ
と
を
紹
介
し
て
い
る
。
本
稿
で
は
、
こ
の
紙
背
書
簡
の
伝
え

る
今
物
語
を
、
四
冊
本
系
統
今
物
語
と
仮
称
す
る
。
な
お
、
尾
崎
椎
嘉
『
群

書
一
覧
』
に
は
「
仁
和
寺
書
目
に
今
物
語
廿
七
冊
存
す
と
あ
り
」
、
こ
れ
に

依
拠
し
た
伴
直
方
『
物
語
書
目
備
考
』
で
は
、
「
今
物
が
た
り
一
巻
　
前

右
京
権
大
夫
信
実
朝
臣
の
作
に
て
、
も
と
は
数
十
巻
の
も
の
也
L
が
、
み
な

ほ
ろ
び
う
せ
て
、
今
の
世
に
、
わ
づ
か
に
残
り
し
な
る
べ
し
亡
と
記
す
（
詳

細
は
、
原
田
行
造
「
『
今
物
語
』
の
編
者
と
そ
の
特
質
－
信
実
の
立
場
と

構
成
を
め
ぐ
っ
て
－
　
」
　
－
　
『
論
慕
・
説
話
と
説
話
文
学
』
所
収
、
笠
間

書
院
、
昭
和
5
4
年
6
月
刊
－
、
参
看
）
。
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（
4
）
　
「
今
物
語
に
関
す
る
基
礎
的
覚
古
畑
」
（
金
沢
美
術
工
芸
大
学
学
報
2
8
、

昭
和
5
9
年
3
月
発
行
）
。
本
稿
は
、
こ
れ
に
続
く
「
今
物
語
に
関
す
る
基
礎

的
覚
書
」
の
第
三
稿
で
あ
る
。

（
5
）
永
積
安
明
「
中
世
説
話
集
序
説
」
、
同
「
中
世
説
話
集
の
系
譜
－
古
今

著
聞
集
覚
え
書
T
I
　
」
（
と
も
に
『
中
世
文
学
論
－
鎌
倉
時
代
篇
－
　
』

所
収
、
日
本
評
論
社
、
昭
和
1
9
年
1
1
月
刊
）
。
な
お
、
こ
の
間
の
事
情
は
、

今
物
語
弟
二
段
と
著
聞
集
と
の
比
較
に
明
ら
か
で
あ
る
。

（
6
）
鳴
く
声
も
聞
え
ぬ
虫
の
お
も
ひ
だ
に
人
の
消
つ
に
は
消
ゆ
る
も
の
か
は

（
兵
部
卿
宮
）

声
は
せ
で
身
を
の
み
こ
が
す
螢
こ
そ
い
ふ
よ
h
ソ
ま
さ
る
思
ひ
な
る
ら
め

（
玉
髪
）

（
日
本
古
典
文
学
大
系
－
岩
波
書
店
－
本
文
に
よ
る
J

（
7
）
和
田
英
松
『
本
朝
書
籍
目
録
考
証
』
（
明
治
書
院
、
昭
和
1
1
年
刊
）
。

（
8
）
佐
佐
木
信
綱
「
侠
名
抄
」
、
同
「
伏
名
抄
補
説
」
（
と
も
に
『
国
文
秘
籍

解
説
』
所
収
、
養
徳
杜
、
昭
和
1
9
年
刊
）
、
河
内
山
清
彦
注
（
1
）
論
考
。

（
9
）
増
淵
勝
一
「
『
今
物
語
』
の
作
者
と
成
立
年
代
」
（
説
話
文
学
研
究
1
1
、

昭
和
5
1
年
6
月
発
行
）
。

（
1
0
）
　
日
本
歌
学
大
系
・
第
四
巷
・
久
曽
神
昇
「
解
題
」
（
風
間
書
房
、
昭
和
3
1

年
1
月
刊
）
。

（
1
1
）
原
田
行
造
注
（
3
）
論
考
、
大
島
昌
子
「
作
者
・
成
立
・
書
名
」
（
注
目
中
世

の
文
学
・
解
説
項
一
）
。

（
1
2
）
大
島
貴
子
注
（
1
1
）
論
考
が
、
諸
論
文
の
指
摘
を
整
理
し
て
い
る
。

（
1
3
）
従
来
、
増
淵
氏
に
よ
っ
て
第
三
七
段
（
注
（
9
）
）
が
、
原
田
氏
に
よ
っ
て
第

四
六
・
四
八
段
（
注
（
3
）
）
が
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。

（
1
4
）
引
用
は
、
中
世
の
文
学
『
今
物
語
・
隆
房
集
・
東
斎
随
筆
』
（
注
目
、
久

保
田
淳
校
定
）
本
文
に
よ
る
。
傍
点
等
は
私
に
付
し
た
。
以
下
同
じ
。

（
1
5
）
引
用
は
、
『
明
月
記
第
三
』
（
国
書
刊
行
会
、
昭
和
4
5
年
7
月
刊
）
本
文

に
よ
る
。
返
点
・
傍
点
は
私
に
付
し
た
。
以
下
同
じ
。

（
1
6
）
久
保
田
淳
「
藤
原
隆
柘
に
つ
い
て
」
（
中
世
文
学
1
0
、
昭
和
4
0
年
5
月
発

行
）
。

（
1
7
）
　
『
新
古
今
歌
人
の
研
究
』
（
東
京
大
学
出
版
会
、
昭
和
4
8
年
3
月
刊
）
。

早
い
例
に
は
大
江
千
里
の
句
題
和
歌
「
自
詠
十
首
隷
懐
」
が
あ
り
、
藤
原
俊

成
も
「
堀
川
院
御
時
の
百
首
題
を
述
懐
に
よ
せ
て
よ
み
け
る
歌
」
（
長
秋
詠

藻
上
。
所
謂
「
述
懐
首
首
」
）
で
「
貴
朗
へ
の
愁
訴
」
を
当
面
の
目
的
と
し

た
と
い
う
（
同
書
、
2
5
4
～
2
5
7
貢
）
。

（
1
8
）
久
保
田
淳
注
（
1
6
）
論
考
、
中
世
の
文
学
（
注
（
1
3
）
補
注
2
8
。
前
者
は
「
或
い

は
長
政
の
主
筋
に
当
る
西
園
寺
家
あ
た
り
を
指
す
か
」
と
し
、
後
者
は
「
定

家
と
長
政
の
和
解
後
、
同
年
（
注
、
天
福
元
年
）
一
〇
月
頃
ま
で
長
政
は
月

に
一
～
三
回
定
家
を
訪
問
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
実
氏
の
使
者
と
し
て
で
あ

る
こ
と
が
多
い
亡
と
す
る
。

（
1
9
）
公
卿
補
任
に
よ
る
。

（
2
0
）
　
角
津
典
子
「
現
代
語
訳
『
今
物
語
』
の
」
（
並
木
の
里
5
、
昭
和
4
6
年
1
2

月
発
行
）
。

（
2
1
）
新
訂
増
補
国
史
大
系
本
文
に
よ
る
。
傍
点
等
は
私
に
付
し
た
。
以
下
同
じ
。

（
2
2
）
　
日
本
古
典
文
学
大
系
（
岩
波
書
店
）
本
文
に
よ
る
。
傍
線
は
私
に
付
し
た
。

（
2
3
）
　
『
新
古
今
世
界
と
中
世
文
学
』
田
（
北
沢
図
書
出
版
、
昭
和
4
7
年
6
月
刊
）
。

（
2
4
）
石
田
吉
貞
注
（
2
3
）
論
考
に
よ
る
。
石
田
氏
は
、
浣
後
撰
集
雑
歌
申
所
載
の
浄

7

意
法
師
歌
1
4
詞
容
を
例
証
と
し
て
引
き
、
又
俊
成
卿
女
集
の
一
部
分
も
こ
の

l

折
に
定
家
の
も
と
に
送
っ
た
も
の
と
す
る
。

（
2
5
）
明
月
記
・
嘉
禄
二
年
∵
二
二
六
年
九
月
二
十
六
日
条
に
「
早
旦
能
州
来
談
。
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令
レ
見
二
佃
首
歌
一
。
事
外
尋
常
之
由
相
示
。
悦
喜
退
帰
。
多
年
好
士
也
ピ
と

あ
る
。

（
空
　
「
〇
十
月
二
日
。
於
こ
前
関
白
里
第
一
被
レ
定
t
一
議
位
事
一
。
依
二
応
徳
例
一

也
。
権
中
納
言
定
家
注
〓
出
寛
平
国
史
一
。
今
度
依
レ
可
レ
迫
二
彼
例
二
二
々
」

（
百
錬
抄
）

（
2
7
）
　
「
辰
時
許
、
勅
撰
愚
草
廿
巻
、
鯵
二
置
南
庭
一
焼
レ
之
。
巳
為
こ
灰
成
一
。
奉
レ

勅
未
レ
調
ェ
巻
軸
一
以
前
準
】
如
レ
此
事
一
、
更
無
二
前
縦
一
。
無
二
冥
助
一
無
二
機

縁
一
之
条
、
巳
以
露
田
。
徒
可
レ
蒙
二
誹
誘
罵
辱
一
、
置
而
無
レ
詮
者
也
と
（
明

月
記
、
文
麿
元
年
八
月
七
日
条
）
。
又
、
後
の
補
記
と
さ
れ
る
同
記
文
麿
元

年
六
月
三
日
条
に
も
ふ
れ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。

（
空
　
「
（
日
欠
ク
）
密
々
下
二
給
御
製
五
百
一
。
詔
柳
瀾
望
欣
感
之
問
、
廿
巻
草

案
片
時
可
二
進
入
一
、
御
一
見
之
後
即
可
レ
被
二
返
下
】
之
由
被
レ
仰
レ
之
。
雄
二

末
レ
定
狼
藷
一
、
倉
卒
注
二
出
之
一
ピ
（
文
暦
元
年
五
月
条
）
。

（
2
9
）
久
保
田
淳
注
（
1
6
）
論
考
の
推
定
に
よ
る
。

（
3
0
）
　
「
正
五
位
下
隆
福
田
待
」
（
天
福
元
年
正
月
二
十
九
日
条
）
。
因
み
に
秋

0

風
抄
（
建
長
二
年
一
二
九
〇
成
立
。
）
の
序
に
は
「
前
侍
従
隆
祐
」
と
あ
る
。

（
3
1
）
小
峯
和
明
「
『
俊
頼
髄
脳
』
と
中
国
故
事
」
（
中
世
文
学
研
究
8
、
昭
和

5
7
年
8
月
発
行
）
が
、
「
血
の
涙
」
「
紅
の
涙
」
の
語
と
の
関
連
で
受
容
さ

れ
る
下
和
璧
説
話
の
伝
承
に
つ
い
て
精
査
し
て
い
る
。

（
3
2
）
久
保
田
淳
注
（
1
6
）
論
考
。

（
3
3
）
増
淵
勝
一
注
（
9
）
論
考
。
明
月
記
・
嘉
禎
元
年
三
月
三
日
条
「
寂
延
入
道
送

こ
相
子
下
枝
一
亡
に
基
づ
く
推
定
。
な
お
、
隆
祐
が
侍
従
職
を
止
め
ら
れ
た
後

の
天
福
元
年
十
月
十
四
日
条
に
「
長
政
朝
臣
為
二
内
府
御
使
一
束
亡
と
あ
り
、

出
家
し
て
い
な
い
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
る
。

（
3
4
）
家
集
に
は
、
「
西
園
寺
骨
首
」
で
の
出
詠
歌
が
見
出
さ
れ
、
又
、
隆
柘
の

家
集
に
記
さ
れ
る
歌
会
と
同
名
の
歌
会
で
の
出
詠
歌
も
多
い
。

（
3
5
）
今
物
語
の
五
十
三
話
は
、
レ
ベ
ル
の
異
な
る
頬
衆
。
連
想
の
契
機
に
よ
っ

て
隣
接
す
る
話
と
の
連
絡
を
保
っ
て
い
る
。
こ
の
排
列
に
つ
い
て
は
稿
を
改

め
て
考
え
た
い
が
、
こ
こ
の
「
共
通
性
」
は
そ
の
意
味
で
顆
果
性
と
い
っ
て

も
よ
い
。
因
み
に
、
今
物
語
で
は
、
勅
撰
入
集
に
関
す
る
話
題
は
第
四
一
・

四
二
段
に
見
出
さ
れ
、
こ
の
点
か
ら
も
、
第
二
段
を
形
成
し
た
信
実
の
説

話
行
為
が
男
Ⅱ
話
材
の
本
来
語
る
意
味
に
直
接
し
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。

（
空
梅
津
次
郎
「
随
身
庭
騎
絵
巻
雑
記
」
（
美
術
研
究
墜
昭
和
1
9
年
3
月
発

行
）
。

（
3
7
）
平
経
正
の
閲
歴
・
和
歌
活
動
に
つ
い
て
は
、
井
上
宗
雄
『
平
安
後
期
歌
人

伝
の
研
究
』
（
笠
間
書
院
、
昭
和
5
3
年
1
0
月
刊
）
に
詳
し
い
。

（
3
8
）
公
卿
補
任
に
よ
る
。

（
3
9
）
承
安
元
年
－
妄
】
に
も
舞
人
を
つ
と
め
る
が
、
兵
範
記
・
同
年
十
一
月
二

十
七
日
条
に
は
「
兵
衛
佐
経
正
」
と
あ
る
。

（
4
0
）
今
物
語
の
誤
伝
と
考
え
ら
れ
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
、
語
末
評
言
に
そ
の

系
譜
を
記
し
て
い
る
点
や
後
述
の
今
物
語
と
秦
一
族
と
の
特
別
な
関
係
、
さ

ら
に
信
実
が
秦
家
の
数
人
の
肖
像
を
描
い
て
い
る
点
（
梅
津
次
郎
注
（
3
6
）
論

考
）
な
ど
か
ら
見
て
、
そ
の
可
能
性
は
少
な
い
。

（
4
1
）
注
（
3
7
）
書
。

（
4
2
）
兵
範
記
・
同
日
条
。
な
お
、
承
安
二
年
三
月
十
九
日
の
「
和
歌
の
尚
歯
全
」

の
話
題
で
あ
る
古
今
著
聞
集
2
0
3
に
「
左
馬
権
頭
隆
信
」
と
あ
る
が
、
玉
葉
承

安
四
年
二
月
十
九
日
条
に
は
「
右
馬
権
頭
隆
信
」
と
あ
っ
て
、
著
聞
集
の
記

載
が
誤
り
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

（
埠
）
賀
茂
臨
時
祭
に
関
連
す
る
歌
は
家
集
（
群
書
類
従
本
。
私
家
集
大
成
3
、

「
隆
信
Ⅱ
」
）
の
聖
7
6
7
～
7
7
2
　
8
2
1
～
8
2
3
に
見
え
る
。
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（
4
4
）
　
永
暦
元
年
は
平
経
正
が
左
馬
権
頭
に
な
る
以
前
の
こ
と
だ
が
、
こ
の
後
白

河
院
日
吉
社
御
幸
を
、
史
料
総
覧
は
今
物
語
第
一
九
段
第
－
話
材
に
関
連
す

る
と
し
て
い
る
。

（
4
5
）
家
集
（
注
（
聖
に
同
じ
）
7
3
0
の
詞
書
に
は
、
「
後
白
河
院
の
御
と
も
に
、
日

吉
に
ま
い
り
こ
も
り
て
み
や
こ
な
る
女
の
も
と
へ
い
ひ
を
く
り
し
」
と
あ
る
。

（
4
6
）
古
今
著
聞
集
璧

（
4
7
）
　
梅
津
次
郎
注
（
3
6
）
論
考
。

（
4
8
）
　
角
津
典
子
「
『
今
物
語
』
の
世
界
－
人
物
を
め
ぐ
っ
て
ー
　
」
（
立
正

女
子
大
学
短
期
大
学
部
研
究
紀
要
1
5
、
昭
和
4
7
年
1
2
月
発
行
）
、
河
内
山
清

彦
注
（
1
）
論
考
、
増
淵
勝
一
注
（
9
）
論
考
。

（
4
9
）
　
注
（
1
4
）
中
世
の
文
学
・
補
注
7
8
。

（
5
0
）
家
集
（
注
（
聖
に
同
じ
）
聖
注
（
望
中
世
の
文
学
・
補
注
聖

（
5
1
）
　
「
藤
原
隆
信
の
恋
」
（
国
語
と
国
文
学
、
昭
和
5
0
年
2
月
発
行
）
。

（
5
2
）
　
三
木
紀
人
「
遅
く
来
た
色
好
み
ー
隆
信
」
（
国
文
学
、
昭
和
5
1
年
9
月

発
行
）
。

（
鬱
　
「
挿
頭
花
事
。
臨
時
祭
之
時
、
使
藤
、
舞
人
桜
、
陪
従
人
長
禁
、
ピ
「
青

摺
事
。
臨
時
祭
舞
入
着
レ
之
。
文
桐
竹
也
ピ
（
と
も
に
、
物
具
装
束
抄
）
。

（
5
4
）
　
日
本
古
典
文
学
大
系
（
岩
波
書
店
）
の
段
数
に
よ
る
。
引
用
本
文
も
同
書

に
よ
る
。
傍
点
は
私
に
付
し
た
。

（
笠
　
「
藤
原
信
実
の
説
話
受
容
－
今
物
語
に
関
す
る
基
礎
的
覚
書
用
－
　
」

（
説
話
・
物
語
論
集
1
1
、
昭
和
5
9
年
6
月
発
行
予
定
）
。

（
付
記
）中

川
徳
之
助
・
野
地
潤
家
両
先
生
の
ご
退
官
に
際
し
て
、
年
来
の
学
風
を

謝
し
、
心
よ
り
の
お
祝
い
を
申
し
上
げ
ま
す
。
又
、
か
よ
う
な
論
文
発
表
の

場
を
与
え
ら
れ
た
こ
と
に
厚
く
お
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

ー
金
沢
美
術
工
芸
大
学
講
師
　
－
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