
Ⅰ
　
　「
細
殿
に
、
便
な
き
人
な
む
、
暁
に
傘
さ
し
て
出
で
け
る
」
と
い
ひ
出
で
た
る
を
、
よ
く
聞
け

ば
、
わ
が
上
な
り
け
り
。『
地
下
な
ど
い
ひ
て
も
、
目
や
す
く
、
人
に
ゆ
る
さ
る
ば
か
り
の
人
に

も
あ
ら
ざ
な
る
を
、
あ
や
し
の
こ
と
や
』
と
思
ふ
ほ
ど
に
、

Ⅱ
　
上
よ
り
、
御
文
も
て
来
て
、「
返
り
事
、
た
だ
今
」
と
仰
せ
ら
れ
た
り
。『
何
事
に
か
』
と
て
見
れ

ば
、
大
が
さ
の
か
た
を
か
き
て
、
人
は
見
え
ず
。
た
だ
手
の
限
り
を
と
ら
へ
さ
せ
て
、
下
に
、

「
山
の
端
明
け
し
朝
よ
り
」

と
書
か
せ
給
へ
り
。

Ⅲ
　
な
ほ
、
は
か
な
き
こ
と
に
て
も
た
だ
め
で
た
く
の
み
お
ぼ
え
さ
せ
給
ふ
に
、
恥
づ
か
し
く
、『
心

づ
き
な
き
こ
と
は
い
か
で
か
御
覧
ぜ
ら
れ
じ
』
と
思
ふ
に
、
か
か
る
 虚
  言
 の
出
で
来
る
、
苦
し
け

そ
ら
 ご
と

れ
ど
、
を
か
し
く
て
、

Ⅳ
　
 異
 紙
に
、
雨
を
い
み
じ
う
降
ら
せ
て
、
下
に
、

こ
と

「
な
ら
ぬ
名
の
立
ち
に
け
る
か
な

さ
て
や
濡
れ
衣
に
は
な
り
侍
ら
む
」

と
啓
し
た
れ
ば
、
右
近
の
内
侍
な
ど
に
語
ら
せ
給
ひ
て
、
笑
は
せ
給
ひ
け
り
。

＊
和
泉
古
典
叢
書
『
枕
草
子
』
二
二
四
段
。
以
下
『
枕
草
子
』
の
引
用
は
、
特
に
こ

と
わ
ら
な
い
限
り
、
本
叢
書
に
よ
る
。
た
だ
し
、
右
本
文
は
諸
注
釈
書
を
勘
案
し

て
私
に
考
訂
し
た
。
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「細殿に便なき人なむ」段
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平
成
　
年
度
の
附
属
福
山
中
・
高
等
学
校
研
究
大
会
（
　
月
　
日
）
で
は
、
金

２１

１１

２０

尾
茂
樹
氏
の
単
元
「「
こ
と
ば
」
の
力
に
つ
い
て
考
え
る
」（
中
学
校
１
年
）、
金
子

直
樹
氏
の
単
元
「『
枕
草
子
』
を
読
む
―
古
典
に
お
け
る
「
批
評
」
と
「
評
価
」

―
」（
高
校
２
年
）
の
授
業
が
公
開
さ
れ
た
。
い
ず
れ
も
、「
新
学
習
指
導
要
領
」

に
則
っ
た
大
会
研
究
主
題
「
思
考
力
・
判
断
力
・
表
現
力
を
育
む
教
育
課
程
の

創
造
―
ク
リ
テ
ィ
カ
ル
シ
ン
キ
ン
グ
を
柱
と
し
た
「
生
き
る
力
」
の
育 

成
―
」
に
基
づ
く
授
業
提
案
で
あ
る
。

　
金
尾
氏
の
授
業
は
、
鷲
田
清
一
「〈
想
像
〉
の
レ
ッ
ス
ン
」
を
教
材
に
、
世
界

を
分
節
し
名
づ
け
る
〝「
こ
と
ば
」
の
力
〟
へ
の
視
界
を
開
き
、「
こ
と
ば
」
を

対
象
化
し
批
評
す
る
地
点
に
学
習
者
を
誘
お
う
と
す
る
狙
い
を
も
っ
て
構
想
さ

れ
た
も
の
で
、
中
等
教
育
初
年
の
「
こ
と
ば
」
学
び
と
し
て
い
か
に
も
ふ
さ
わ

し
く
思
わ
れ
た
。

　
金
子
氏
の
授
業
は
、
副
題
に
も
あ
る
よ
う
に
、
古
典
に
ク
リ
テ
ィ
カ
ル
シ
ン

キ
ン
グ
の
実
例
を
う
か
が
う
も
の
。「
雪
の
い
と
高
う
降
り
た
る
を
」
段
（
和
泉

古
典
叢
書
〈
底
本
三
巻
本
系
統
、
以
下
「
和
泉 

・
二
八
四
段
）、「
細
殿
に
便
な

き
人
な
む
」
段
（
二
二
四
段
）
の
〝
構
造
〟（「
前
提
（
和
歌
や
漢
詩
文
の
教
養
）」、「
応

答
（
状
況
に
合
わ
せ
た
謎
掛
け
と
応
答
）」、「
評
価
（
満
足
感
の
表
明
）」）
の
分
析
を

も
っ
て
〝『
枕
草
子
』
の
方
法
〟
を
取
り
出
し
て
い
く
授
業
展
開
は
、
一
方
で

『
枕
草
子
』
読
解
テ
ク
ニ
ッ
ク
の
習
得
を
狙
い
、
他
方
で
平
安
中
期
の
実
態
的
な

「
批
評
」「
評
価
」
の
場
と
の
出
会
い
を
仕
組
み
、
加
え
て
、
そ
う
し
た
話
題
を

通
じ
て
テ
キ
ス
ト
に
定
子
な
ら
び
に
中
関
白
家
像
を
か
た
ど
っ
て
い
く
『
枕
草

子
』
の
表
現
位
相
に
も
、
公
開
授
業
以
前
の
『
枕
草
子
』
類
聚
的
章
段
、『
大

鏡
』『
栄
花
物
語
』
中
関
白
家
関
連
記
事
の
学
習
を
想
起
、
参
照
さ
せ
る
こ
と
で

迫
ろ
う
と
し
た
も
の
（
＝
「
批
評
」「
評
価
」）、
と
拝
見
し
た
。

叢
書
」〉

（
注
１
）

　
周
到
に
練
り
上
げ
ら
れ
た
公
開
授
業
は
、
学
習
者
だ
け
で
は
な
く
観
察
者
を

も
、
単
元
を
め
ぐ
る
思
索
へ
と
引
き
込
ん
で
い
く
。
今
年
も
「
こ
と
ば
」、『
枕

草
子
』
に
つ
い
て
考
え
る
心
地
よ
い
時
間
を
過
ご
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
が
、
な

か
で
も
金
子
氏
が
取
り
上
げ
た
『
枕
草
子
』「
細
殿
に
便
な
き
人
な
む
」
段
は
以

前
か
ら
気
に
な
っ
て
い
た
章
段
で
あ
っ
た
の
で
、
授
業
中
、
授
業
後
、
ま
た
そ

の
後
の
数
週
間
、
折
々
に
あ
れ
こ
れ
と
考
え
た
。
本
段
は
岩
波
・
日
本
古
典
文

学
大
系
（
底
本
三
巻
本
系
統
、
以
下
「
旧
大
系
」・
二
三
八
段
）
が
「
中
宮
の
愛
と
才

智
を
語
る
回
想
の
記
」
と
評
し
て
お
り
、
金
子
氏
が
そ
う
さ
れ
た
よ
う
に
「
雪

の
い
と
高
う
降
り
た
る
を
」（
通
称
「
香
炉
峰
の
雪
」「
雪
山
」）
段
と
一
括
し
て
扱
え

る
章
段
で
あ
る
。
以
下
、
高
等
学
校
で
の
「
雪
山
」
段
学
習
の
補
助
教
材
と
し

て
こ
れ
を
用
い
る
場
合
を
想
定
し
、
章
段
解
釈
の
私
案
を
記
し
て
批
正
を
仰
ぎ

た
い
。

＊

　『
枕
草
子
』「
細
殿
に
便
な
き
人
な
む
」
段
は
、
旧
大
系
の
評
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
角
川
文
庫
『
新
版
枕
草
子
』（
底
本
三
巻
本
系
統
、
二
二
四
段
）
で
石
田
穣
二
氏

が
「
細
部
に
な
お
理
解
の
至
ら
ぬ
う
ら
み
を
残
す
」（
現
代
語
訳
「
付
記
」）
と
述
べ

る
よ
う
に
、
諸
本
間
の
本
文
異
同
も
多
く
、
読
み
方
の
難
し
い
章
段
で
あ
る
。

便
宜
上
四
段
（
Ⅰ
～
Ⅳ
）
に
区
切
り
、
諸
注
釈
書
間
で
解
釈
の
分
か
れ
る
点
を
取

り
上
げ
な
が
ら
読
み
進
め
る
こ
と
と
し
よ
う
。

Ⅰ
　「
細
殿
に
、
便
な
き
人
な
む
、
暁
に
傘
さ
し
て
出
で
け
る
」
と
い
ひ
出
で
た

る
を
、
よ
く
聞
け
ば
、
わ
が
上
な
り
け
り
。『
地
下
な
ど
い
ひ
て
も
、
目
や

す
く
、
人
に
ゆ
る
さ
る
ば
か
り
の
人
に
も
あ
ら
ざ
な
る
を
、
あ
や
し
の
こ

と
や
』
と
思
ふ
ほ
ど
に
、

―　　―１１１



　
右
の
校
訂
（
考
訂
）
本
文
の
う
ち
、
冒
頭
「
細
殿
に
」
を
和
泉
叢
書
は
会
話
文

に
含
め
な
い
が
、
こ
れ
が
「
便
な
し
」
の
理
由
を
構
成
し
、
両
者
相
俟
っ
て
下

文
「
地
下
な
ど
い
ひ
て
も
」
以
下
の
思
惟
を
導
く
と
見
て
会
話
文
に
入
れ
た
。

ま
た
、
心
内
語
を
「
あ
や
し
の
こ
と
や
」
の
み
と
す
る
注
釈
書
が
多
い
け
れ
ど

も
（
日
本
古
典
文
学
全
集
〈
底
本
能
因
本
系
統
、
以
下
「
旧
全
集
」・
二
一
五
段
〉、
日
本
古

典
評
釈
全
注
釈
叢
書
〈
底
本
能
因
本
系
統
、
以
下
「
全
注
釈
」・
二
一
五
段
〉、
新
日
本
古
典

文
学
全
集
〈
底
本
三
巻
本
系
統
、
以
下
「
新
全
集
」・
二
二
二
段
〉）、
こ
れ
も
「
地
下
な

ど
い
ひ
て
も
」
以
下
の
伝
聞
（「
～
あ
ら
ざ
な
る
」）
が
「
あ
や
し
の
こ
と
や
」
の
判

断
に
帰
結
す
る
と
み
て
、
日
本
古
典
集
成
（
底
本
三
巻
本
系
統
、
以
下
「
集
成
」・
二

二
一
段
）
の
判
断
に
し
た
が
っ
た
。

　
次
に
異
文
関
係
（
傍
線
部
）
を
見
よ
う
。
こ
こ
で
は
三
巻
本
系
統
本
文
（
以
下

「
三
巻
本
」）
を
底
本
と
し
た
が
、
能
因
本
系
統
本
文
（
以
下
「
能
因
本
」）
で
は
傍

線
部
「
さ
し
て
」
が
「
さ
さ
せ
て
」、「
出
で
け
る
と機

」
は
「
出
で
け
る
を機

」、

「
ゆ
る
さ
る
」
は
「
ゆ
る
さ
れ
ぬ
」
と
あ
る
。「
さ
し
て
」「
さ
さ
せ
て
」
は
、

「
国
宝
源
氏
物
語
絵
巻
」
の
蓬
生
帖
源
氏
末
摘
花
訪
問
図
（
徳
川
美
術
館
蔵
）
や
尾

道
・
浄
土
寺
蔵
「
源
氏
物
語
扇
面
散
屏
風
」
の
同
場
面
扇
面
図
な
ど
か
ら
見
て
、

「
さ
さ
せ
て
」
が
時
代
慣
習
に
近
い
の
だ
ろ
う
が
、
次
の
Ⅱ
段
、
中
宮
定
子
が
遣

わ
し
た
絵
（「
大
が
さ
の
形
を
か
き
て
、
人
は
見
え
ず
。
た
だ
手
の
限
り
を
と
ら
へ
さ
せ

て
」。
な
お
「
た
だ
手
の
限
り
を
と
ら
へ
さ
せ
て
」
は
能
因
本
で
「
手
の
限
り
傘
を
と
ら
へ

さ
せ
て
」）
と
の
関
連
で
は
「
さ
し
て
」
が
よ
い
。「
と
」
と
「
を
」
と
の
異
文
関

係
は
、
そ
の
前
を
会
話
文
と
す
る
か
否
か
の
違
い
。
前
者
の
方
が
風
聞
性
が
よ

く
伝
わ
る
。

　「
ゆ
る
さ
る
」
と
「
ゆ
る
さ
れ
ぬ
」
と
の
異
文
関
係
は
能
因
本
が
わ
か
り
や
す

い
。
新
日
本
古
典
文
学
大
系
（
底
本
三
巻
本
系
統
、
以
下
「
新
大
系
」〉・
二
二
一
段
）

は
能
因
本
に
よ
る
校
訂
を
施
し
て
い
る
。
和
泉
叢
書
は
「 
緩 
さ
る
」
と
表
記
し

ゆ
る

て
「
あ
ま
く
見
ら
れ
る
」
の
訳
を
頭
注
に
記
し
て
い
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、

こ
れ
ら
は
「
細
殿
に
」「
便
な
し
」
と
さ
れ
た
「
地
下
」（
北
村
季
吟
『
枕
草
子
春

曙
抄
』「
地
下
と
は
昇
殿
せ
ざ
る
人
を
い
ふ
也
」、
和
泉
叢
書
頭
注
「
殿
上
を
許
さ
れ
て
い

な
い
五
位
で
あ
ろ
う
」）
を
清
女
が
肯
定
的
に
見
て
い
た
と
し
て
読
む
立
場
だ
が
、

そ
の
延
長
線
上
に
は
、
新
全
集
の
よ
う
な
、「
人
に
ゆ
る
さ
る
る
ば
か
り
」
を

「
泊
ま
っ
た
人
で
は
な
く
「
言
ひ
出
で
た
る
」
人
に
つ
い
て
説
明
し
た
も
の
」
と

見
、「
地
下
と
は
言
っ
て
も
、
そ
の
人
の
言
う
こ
と
を
人
が
ま
と
も
に
受
入
れ
る
、

と
い
っ
た
程
度
の
人
で
も
な
い
の
に
」
と
の
解
も
登
場
し
て
い
る
。

　
さ
て
、
こ
う
し
て
冒
頭
Ⅰ
段
を
ひ
と
ま
ず
は
読
み
通
す
こ
と
で
き
る
が
、
内

容
に
は
な
お
不
審
な
点
が
い
く
つ
か
残
る
。
そ
の
一
つ
は
「
よ
く
聞
け
ば
、
わ

が
上
な
り
け
り
」。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
清
女
は
非
難
が
ま
し
い
噂
を
前
も
っ
て
耳

に
し
て
い
て
、
そ
の
折
に
は
自
分
の
こ
と
と
は
思
わ
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
。

問
題
は
な
ぜ
自
分
の
こ
と
と
思
わ
な
か
っ
た
か
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、

Ａ
　
自
分
も
男
を
泊
め
た
が
そ
れ
は
誰
も
が
し
て
い
る
こ
と
で
見
と
が
め
ら

れ
る
よ
う
な
こ
と
で
は
な
い
、
と
思
っ
て
い
た
か
ら

Ｂ
　
自
分
は
男
を
泊
め
な
か
っ
た
か
ら
関
係
が
な
い
、
と
思
っ
て
い
た
か
ら

の
二
通
り
が
考
え
ら 

諸
注
は
、
明
示
し
な
い
が
、
心
内
語
（『
地
下
な
ど
い

ひ
て
も
、
目
や
す
く
、
人
に
ゆ
る
さ
る
ば
か
り
の
人
に
も
あ
ら
ざ
な
る
を
、
あ
や
し
の
こ

と
や
』）
で
の
肯
定
的
な
評
価
を
根
拠
に
し
て
、
Ａ
説
に
立
っ
て
い
る
よ
う
に
見

う
け
ら
れ
る
。
し
か
し
、
そ
う
解
す
る
と
、
そ
の
心
内
語
の
男
性
評
が
「
あ
ら

ざ
な
る
」
と
伝
聞
で
結
ば
れ
、
男
と
距
離
を
お
く
形
に
な
っ
て
い
る
点
が
や
や

不
可
解
。
こ
れ
が
不
審
の
二
点
目
だ
。
こ
の
点
に
注
意
を
は
ら
う
旧
新
全
集
は

「「
あ
ら
ぬ
を
」
と
言
っ
て
し
か
る
べ
き
な
の
だ
が
、
わ
ざ
と
お
ぼ
ろ
に
「
な
い

れ
る
。

（
注
２
）

―　　―１１２



と
い
う
ふ
う
に
聞
い
て
い
る
」
と
表
現
し
た
も
の
と
す
る
。
だ
が
、
宮
仕
人
を

訪
れ
る
男
に
つ
い
て
「
物
食
ふ
」
こ
と
の
是
非
ま
で
を
問
い
（
一
八
九
段
「
宮
仕

人
の
も
と
に
来
な
ど
す
る
男
の
」）、
雨
中
に
訪
問
す
る
男
の
下
心
を
見
透
か
す
（
二

七
七
段
「
成
信
の
中
将
は
」）
ほ
ど
の
清
女
が
、
通
わ
せ
る
男
の
評
価
を
噂
で
承
知

す
る
、
あ
る
い
は
お
ぼ
め
か
す
な
ど
、
ち
ょ
っ
と
考
え
に
く
い
。
こ
の
あ
た
り

が
「
細
部
に
な
お
理
解
の
至
ら
ぬ
う
ら
み
を
残
す
」
と
こ
ろ
な
の
だ
が
、
さ
ら

に
Ⅲ
段
で
見
る
よ
う
に
、
彼
女
は
「
か
か
る
虚
言
の
出
で
来
る
」
こ
と
を
「
苦

し
」
と
感
じ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
「
虚
言
」
言
明
と
の
齟
齬
も
説
明
し

に
く
い
所
で
あ
る
。

　
こ
れ
ら
の
不
審
を
一
挙
に
解
決
し
て
く
れ
る
の
は
Ｂ
案
で
あ
る
。
男
を
泊
め

な
か
っ
た
の
だ
か
ら
当
然
、
噂
は
当
初
、
耳
に
と
ま
ら
な
い
。「
よ
く
聞
け
ば
」

の
情
報
に
は
男
の
素
性
も
含
ま
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。〝
縁
の
な
い
自
分
へ
の

誤
解
は
や
が
て
解
け
よ
う
が
、
そ
れ
な
り
の
評
判
の
彼
、
暁
ま
で
殿
上
を
徘
徊

し
て
「
細
殿
に
便
な
き
人
」
と
言
い
落
と
さ
れ
る
と
は
「
あ
や
し
の
こ
と
や
」

（
奇
妙
な
こ
と
で
、
お
気
の
毒
）〟、
と
い
っ
た
と
こ
ろ
か
。
し
か
し
誤
解
は
解
け
な

い
ま
ま
噂
だ
け
が
定
子
の
も
と
に
届
い
て
し
ま
う
。「
か
か
る
虚
言
の
出
で
く

る
」
こ
と
を
「
苦
し
」
と
感
じ
る
の
は
そ
の
時
で
あ
る
。

　
そ
れ
に
し
て
も
、
こ
う
し
た
誤
解
を
含
む
噂
が
出
来
し
た
の
は
な
ぜ
だ
ろ
う
。

こ
れ
に
つ
い
て
は
最
後
ま
で
読
ん
で
か
ら
考
え
る
こ
と
に
し
よ
う
。

Ⅱ
　
上
よ
り
、
御
文
も
て
来
て
、「
返
り
事
、
た
だ
今
」
と
仰
せ
ら
れ
た
り
。

『
何
事
に
か
』
と
て
見
れ
ば
、
大
が
さ
の
か
た
を
か
き
て
、
人
は
見
え
ず
。

た
だ
手
の
限
り
を
と
ら
へ
さ
せ
て
、
下
に
、

「
＊
山
の
端
明
け
し
朝
よ
り
」

と
書
か
せ
給
へ
り
。

　「
上
」
は
、
清
女
が
今
い
る
局
（「
細
殿
」）
に
対
し
て
の
語
と
す
れ
ば
、
中
宮

御
在
所
で
あ
る
（
七
七
段
「
頭
の
中
将
の
す
ず
ろ
な
る
虚
言
を
聞
き
て
」、
な
ど
）。
Ⅲ
段

で
、
届
い
た
書
簡
を
見
た
清
女
が
恐
縮
し
て
い
る
と
こ
ろ
、
返
書
を
「
啓
す
」

と
し
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
も
、
そ
れ
が
ふ
さ
わ
し
い
。
た
だ
、『
枕
草
子
』
全
般

の
用
法
で
は
、「
上
」
で
一
条
帝
、
そ
の
在
所
を
い
う
場
合
も
多
い
。
ま
た
、
帝

と
定
子
が
文
を
捏
造
し
て
藤
三
位
繁
子
を
か
ら
か
っ
た
「
円
融
院
の
御
果
て
の

年
」（
一
三
三
段
）
に
は
、「（
藤
三
位
ハ
）
上
も
お
は
し
ま
す
御
前
に
て
、
語
り
申

し
給
ふ
。
宮
（
定
子
）
ぞ
い
と
つ
れ
な
く
御
覧
じ
て
」
と
あ
る
。
章
段
末
尾
に
帝

と
定
子
と
の
取
り
次
ぎ
役
内
裏
女
房
「
右
近
の
内
侍
」
が
登
場
す
る
の
も
意
味

あ
り
げ
で
あ
る
。
金
子
元
臣
氏
『
枕
草
子
評
釈
』（
底
本
能
因
本
系
統
、
以
下
「
金

子
評
釈
」・
一
九
四
段
）
は
、

中
宮
は
昨
夜
御
上
直
の
ま
ゝ
、
清
涼
殿
に
と
ゞ
ま
つ
て
お
出
遊
ば
さ
れ
た

時
で
あ
る
。
細
殿
と
は
懸
離
れ
て
ゐ
る
の
に
、
今
朝
の
話
が
も
う
あ
ち
ら

へ
筒
抜
だ
。
こ
れ
は
お
夜
詰
の
人
と
交
代
の
為
、
細
殿
か
ら
出
勤
し
て
往

つ
た
女
房
の
宣
伝
と
見
た
の
は
、
僻
目
で
は
あ
る
ま
い
。

と
推
察
し
て 

「
上
」
に
帝
が
い
た
可
能
性
は
残
し
て
お
き
た
い
。

　「
大
が
さ
」
は
明
治
　
年
初
版
の
鈴
木
弘
恭
『［
訂
正
／
増
補
］
枕
草
子
春
曙

２６

抄
』（
青
山
堂
）
の
増
注
に
「
和
名
抄
ニ
。
簦
。
史
記
音
義
云
。
簦
。
俗
云
大
笠
於

保
賀
佐
。
笠
有
柄
也
」
と
あ
っ
て
、
諸
注
こ
れ
に
従
い
、
和
泉
叢
書
は
「
か
さ
」

の
表
記
を
「
簦
」
で
統
一
し
て
い
る
。「
か
た
」
の
表
記
に
は
平
仮
名
の
ほ
か

「
形
」「
絵
」
が
あ
る
が
、
意
味
上
の
違
い
は
な
い
。「
簦
」
図
様
の
具
体
に
つ
い

て
、
下
玉
利
百
合
子
氏
『
枕
草
子
幻
想
　
定
子 

が
「
紙
い
っ
ぱ
い
に
ひ

い
る
。

（
注
３
）

皇
后
』

（
注
４
）
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ろ
げ
ら
れ
た
大
傘
」
と
述
べ
て
い
る
。

　
傍
線
部
の
異
文
関
係
、「
と
て
見
れ
ば
」
は
能
因
本
で
「
と
思
ひ
て
見
れ
ば
」、

「
た
だ
手
の
限
り
を
」
は
先
に
も
引
い
た
と
お
り
「
手
の
限
り
傘
を
」
と
あ
る
。

い
ず
れ
も
能
因
本
の
本
文
が
読
み
や
す
い
が
、
原
態
の
如
何
は
不
明
。「
＊
山
の

端
明
け
し
朝
よ
り
」
の
＊
印
部
分
は
能
因
本
に
「
み
か
さ
山
」
と
あ
る
。
描
か

れ
た
「
大
が
さ
の
か
た
」
を
「
み
か
さ
山
」
の
表
意
図
様
と
判
じ
、
そ
れ
を
本

文
化
し
た
も
の
。
後
に
見
る
よ
う
に
、
清
女
の
返
書
「
＊
な
ら
ぬ
名
の
立
ち
（
能

因
本
「
ふ
り
」）
に
け
る
か
な
」
で
も
、
能
因
本
は
描
か
れ
た
「
雨
」
を
＊
印
に
本

文
化
し
て
い
る
。
絵
画
表
象
を
文
字
化
し
て
説
明
し
た
格
好
だ
が
、
そ
ん
な
無

粋
な
仕
業
に
定
子
、
清
女
が
及
ぶ
は
ず
も
な
く
、
し
た
が
っ
て
こ
れ
ら
は
後
人

賢
し
ら
の
書
き
入
れ
。
能
因
本
の
後
代
性
が
こ
こ
に
露
顕
し
て
い
る
と
も

 
　
と
こ
ろ
で
、
こ
う
し
て
能
因
本
の
「
み
か
さ
山
山
の
端
明
け
し
朝
よ
り
」
は

後
の
清
女
返
書
の
下
句
と
と
も
に
後
代
書
き
入
れ
後
の
本
文
な
の
だ
が
、
こ
れ

ら
の
本
文
の
影
響
は
大
き
く
、
和
泉
叢
書
を
除
く
す
べ
て
の
三
巻
本
本
文
注
釈

書
が
そ
れ
に
引
き
ず
ら
れ
て
、
定
子
書
簡
を
『
拾
遺
集
和
歌
集
』
雑
賀
・
一
一

九
一
番
の
藤
原
義 

あ
や
し
く
も
我
が
濡
れ
衣
を
着
た
る
か
な

み
か
さ
の
山
を
人
に
借
ら
れ
て

を
踏
ま
え
た
も
の
と
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
読
み
方
の
奇
妙
さ
は
、 
柄 
を
捉
え

え

た
「
手
」
だ
け
が
見
え
る
「
大
か
さ
」
絵
に
「
山
の
端
明
け
し
朝
よ
り
」
と
書

き
添
え
ら
れ
た
書
簡
表
象
と
義
孝
歌
と
の
間
に
い
か
な
る
接
点
も
な
い
の
を
見

れ
ば
明
ら
か
だ
。『
拾
遺
集
』
義
孝
歌
の
詞
書
は
、

同
じ
少
将
通
ひ
け
る
所
に
、
兵
部
卿
致
平
の
親
王
ま
か
り
て
、
少
将
の
君

い
う
。

（
注
５
）

孝
歌
、

（
注
６
）

お
は
し
た
り
と
言
は
せ
侍
り
け
る
を
、
後
に
聞
き
侍
り
て
、
か
の
親
王
の

も
と
に
遣
は
し
け
る

同
歌
『
藤
原
義 

一
八
番
の
詞
書
は
、

 
左 ＊
衛
門
督
の
命
婦
の
も
と
に
権 
中 
将
と
な
の
り
て
宮
の
お
は
し
た
り
と

＊
＊

き
ゝ
て
や
る

＊
傍
書
「
右
衛
門
な
い
し
の
も
と
に
宮
少
将
と
イ
」

＊
＊
傍
書
「
少
イ
」

だ
が
、
こ
の
詠
歌
事
情
に
も
『
枕
草
子
』
本
章
段
の
こ
こ
ま
で
の
叙
述
と
の
相

同
関
係
は
な
く
、
し
た
が
っ
て
風
聞
を
耳
に
し
た
定
子
が
義
孝
歌
を
ふ
ま
え
て

問
い
か
け
る
理
由
も
見
当
た
ら
な
い
。

　
そ
れ
故
、
三
巻
本
の
本
文
に
則
し
て
そ
の
語
り
の
文
脈
を
う
か
が
え
ば
、
書

簡
は
、
清
女
に
か
か
わ
る
噂
（「
細
殿
に
、
便
な
き
人
な
む
、
暁
に
傘
さ
し
て
出
で
け

る
」）
を
絵
と
詞
に
か
た
ど
り
、
定
子
の
風
聞
既
聴
取
を
伝
え
て
事
情
説
明
を
も

と
め
た
も
の
と
、
ひ
と
ま
ず
は
す
べ
き
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、『
枕
草
子
春
曙

抄
』
標
注
の
ご
と
く
「
彼
笠
さ
ゝ
せ
て
出
た
る
朝
よ
り
。
さ
ま
柿
鈎
人
の
い
ふ

事
あ
る
を
仰
せ
ら
る
ゝ
な
る
べ
し
」、
あ
る
い
は
、
こ
れ
を
承
け
た
旧
全
集
の
、

「
あ
な
た
の
所
か
ら
男
が
傘
を
さ
し
て
暁
方
に
出
た
、
そ
の
朝
か
ら
」「
い
ろ
い

ろ
と
う
わ
さ
を
し
て
い
る
け
れ
ど
、
い
っ
た
い
ど
う
し
た
の
か
、
と
中
宮
が
作

者
に
た
ず
ね
ら
れ
た
も
の
」
と
い
う
の
が
表
層
義
で
あ
っ
て
、
だ
か
ら
こ
そ
清

女
は
次
の
Ⅲ
段
に
見
る
よ
う
に
「
心
づ
き
な
き
こ
と
は
、
い
か
で
か
御
覧
ぜ
ら

れ
じ
と
思
ふ
に
、
か
か
る
虚
言
の
出
で
く
る
、
苦
し
け
れ
ど
」
と
気
を
病
む
の

で
あ
る
。

　
た
だ
し
、「
山
の
端
明
け
し
朝
よ
り
」
が
七
五
句
で
構
成
さ
れ
絵
を
と
も
な
っ

て
い
る
か
ら
に
は
、
こ
れ
は
ま
ぎ
れ
も
な
く
「
歌
絵
」（
広
義
）
で
あ
る
。
王
朝

孝
集
』

（
注
７
）
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時
代
の
「
歌
絵
」
に
つ
い
て
は
、
佐
野
み
ど
り
氏
『
風
流
　
造
形
　
物
語
―
日

本
美
術
の
構
造
と
様
態
』
第
二
篇
第
一
節
第
一
章
「
歌
と
絵
と
物
語
と
」
に
概

観
と
事
例
が
示
さ
れ
て 

狭
義
に
は
「（
古
今
集
歌
を
は
じ
め
と
す
る
当
時
一

般
に
親
し
ま
れ
口
ず
さ
ま
れ
て
い
た
）
歌
に
詠
ま
れ
た
情
景
を
視
覚
化
し
、
そ
こ
に

歌
の
心
ば
え
、
情
趣
を
表
出
さ
せ
た
形
式
の
絵
」
を
い
う
が
、
広
義
の
「
絵
が

添
え
ら
れ
た
贈
答
歌
」
と
し
て
の
「
歌
絵
」
も
少
な
か
ら
ず
行
わ
れ
た
と
い
う
。

本
章
段
も
「
判
じ
絵
的
遊
戯
の
世
界
」
と
評
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
が
、

挙
げ
ら
れ
た
事
例
に
こ
こ
と
同
様
に
歌
の
一
部
を
絵
で
表
し
た
も
の
は
な
く
、

む
し
ろ
こ
れ
は
有
名
な
『
源
氏
物
語
』
浮
舟
帖
、
匂
宮
・
浮
舟
交
情
場
面
の
、

「
い
と
を
か
し
げ
な
る
男
女
も
ろ
と
も
に
添
ひ
臥
し
た
る
絵
を
描
き
た
ま
ひ
て
、

「
常
に
か
く
て
あ
ら
ば
や
」
な
ど
の
た
ま
ふ
も
」
な
ど
と
の
親
縁
性
を
感
じ
さ

せ
る
。
こ
う
し
た
日
常
的
な
「
小
絵
」
描
き
の
世
界
と
「
歌
絵
」
の
世
界
が
融

合
す
る
地
点
で
、
本
章
段
の
「
判
じ
絵
的
遊
戯
の
世
界
」
は
成
立
し
て
い
る
。

　
と
ま
れ
、
こ
う
し
て
定
子
書
簡
は
広
義
の
「
歌
絵
」
で
あ
る
。「
歌
絵
」
に
七

五
句
が
書
き
付
け
ら
れ
て
い
る
か
ら
に
は
、
期
待
さ
れ
て
い
る
の
は
長
句
の
成

形
。
さ
ら
に
、
事
件
出
来
の
「
暁
」
を
言
い
換
え
た
「
山機

の
端
明
け
し
朝
」
は
、

空
所
の
初
句
に
「
山
」
に
か
か
わ
る
五
音
歌
語
を
補
填
さ
せ
る
た
め
の
ヒ
ン
ト
。

そ
こ
に
「
大
が
さ
」
絵
。
と
な
る
と
、
空
所
に
「
三
笠
山
」
が
補
填
さ
れ
る
の

は
自
然
の
成
り
行
き
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
時
点
で
は
、「
三
笠
山
」
は
、
見
た

と
お
り
、
詠
歌
内
容
、
詠
歌
事
情
か
ら
し
て
い
ま
だ
『
拾
遺
集
』
義
孝
歌
だ
け

を
想
起
さ
せ
る
も
の
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
和
泉
叢
書
は
『
後
撰
和
歌
集
』
恋

六
・
一
〇
二
九
～
一
〇
三
〇 

男
の
も
と
に
、
雨
降
る
夜
、
傘
を
や
り
て
呼
び
け
れ
ど
、
来
ざ
り
け
れ

ば 
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　 
よ
み
人
し
ら
ず   

い
る
。

（
注
８
）番

の
、

（
注
９
）

さ
し
て 
来 
と
思
ひ
し
も
の
を

こ

三
笠
山
か
ひ
な
く
雨
の
も
り
に
け
る
か
な

　
返
し

も
る
目
の
み
あ
ま
た
見
ゆ
れ
ば

三
笠
山
知
る
知
る
い
か
ゞ
さ
し
て
ゆ
く
べ
き

の
う
ち
、
返
し
の
「
も
る
（
漏
る
／
守
る
）
目
の
み
」
歌
を
定
子
が
ふ
ま
え
た
歌

と
し
て
提
案
し
て
い
る
。
詞
書
に
見
え
る
「
雨
降
る
」「
傘
」
の
縁
か
ら
し
て
、

こ
れ
も
空
所
補
填
語
「
三
笠
山
」
が
想
起
さ
せ
る
歌
で
あ
り
う
る
。
あ
る
い
は
、

『
拾
遺
集
』
義
孝
歌
の
次
に
は
、

　
忍
び
た
る
人
の
も
と
に
遣
は
し
け
る 
　
　
　
　
　
　
　
　
平
　
公
誠

隠
れ
蓑
隠
れ
笠
を
も
得
て
し
が
な

来
た
り
と
人
に
知
ら
れ
ざ
る
べ
く

も
あ
る
が
、
こ
れ
も
「
大
が
さ
」
絵
→
「
三
笠
山
」
→
「
笠
」
の
縁
で
想
起
さ

れ
う
る
歌
で
は
あ
る
。

　
表
層
義
「
あ
な
た
の
所
か
ら
男
が
傘
を
さ
し
て
暁
方
に
出
た
、
そ
の
朝
か
ら
、

人
が
い
ろ
い
ろ
と
う
わ
さ
を
し
て
い
る
け
れ
ど
、
い
っ
た
い
ど
う
し
た
の
か
」

の
背
後
に
浮
か
び
上
が
る
歌
語
「
三
笠
山
」―
―
、
そ
こ
に
い
か
な
る
深
層
義
が

こ
め
ら
れ
て
い
る
の
か
。
こ
れ
も
「
細
部
に
な
お
理
解
の
至
ら
ぬ
う
ら
み
を
残

す
」
点
の
一
つ
な
の
だ
が
、
こ
こ
に
こ
そ
仕
掛
け
ら
れ
た
「
判
じ
絵
的
遊
戯
」

の
本
意
が
あ
っ
た
と
見
れ
ば
、
定
子
は
、
空
所
に
浮
か
び
上
が
っ
た
「
三
笠
山
」

か
ら
清
女
が
ど
ん
な
歌
を
選
ん
で
「
返
り
事
、
た
だ
今
」
の
下
問
（
釈
明
要
請
）

に
応
ず
る
の
か
、
そ
れ
を
試
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

　
義
孝
「
あ
や
し
く
も
」
歌
は
人
に
名
を
騙
ら
れ
て
詠
ん
だ
歌
。
噂
が
根
も
葉

も
な
い
も
の
に
す
ぎ
な
い
の
だ
と
し
た
ら
、
こ
の
歌
を
ふ
ま
え
て
、「
同
僚
女

―　　―１１５



房
が
お
咎
め
を
免
れ
よ
う
と
し
て
私
の
名
を
出
し
て
…
…
」、
も
し
く
は
「
見
つ

け
ら
れ
た
知
ら
な
い
男
が
私
の
名
を
出
し
て
…
…
」、
詞
書
ま
で
憶
え
て
い
れ
ば

「
ど
な
た
か
殿
上
人
が
地
下
人
の
名
を
騙
っ
て
…
…
」
と
、「
濡
れ
衣
」
を
訴
え

る
だ
ろ
う
。
そ
れ
を
ど
ん
な
絵
と
言
葉
で
返
し
て
く
る
だ
ろ
う
か
。

　
事
実
だ
と
し
た
ら
ど
う
返
し
て
く
る
か
し
ら
。『
後
撰
集
』「
さ
し
て
来
と
」

歌
の
下
句
「
か
ひ
な
く
雨
の
も
り
に
け
る
か
な
」
な
ど
を
使
う
な
ら
潔
く
て
無

難
だ
け
れ
ど
も
。
そ
の
場
合
は
、
私
の
手
紙
が
「
も
る
目
の
み
」
歌
を
ふ
ま
え

て
咎
め
た
も
の
（
和
泉
叢
書
・
頭
注
訳
「
明
る
く
な
っ
て
か
ら
、
か
さ
を
さ
し
て
目
立

つ
こ
と
」）
と
な
る
。
が
、
そ
れ
は
そ
れ
で
私
が
き
ち
ん
と
宮
中
禁
忌
の
侵
犯
を
訓

誡
し
た
こ
と
に
な
っ
て
好
都
合
。

　「
隠
れ
蓑
」
歌
は
ち
ょ
っ
と
い
た
だ
け
な
い
。「
か
い
ま
見
の
人
、
隠
れ
見
の

人
、
隠
れ
蓑
取
ら
れ
た
る
心
地
し
て
、
あ
か
ず
わ
び
し
け
れ
ば
」（
一
〇
〇
段
）

と
男
に
同
情
す
る
の
は
い
い
と
し
て
も
、「
大
が
さ
」
で
失
敗
し
た
か
ら
今
度
は

「
隠
れ
蓑
隠
れ
笠
を
も
得
て
し
が
な
」、
な
ん
て
。
そ
れ
は
あ
ま
り
に
好
色
。
ま

る
で
『
源
氏
物
語
』
の
源
典
侍
の
よ
う
。
そ
れ
に
「
隠
れ
蓑
」
の
モ
テ
ィ
ー
フ

原
拠
、
龍
樹
菩
薩
の
話
（『
今
昔
物
語
集
』
巻
四
第
　
話
、
な
ど
）
で
は
、
若
き
日
の

２４

菩
薩
が
后
を
犯
す
の
だ
っ
た
わ
。
と
ん
で
も
な
い
こ
と
。

Ⅲ
　
な
ほ
、
は
か
な
き
こ
と
に
て
も
た
だ
め
で
た
く
の
み
お
ぼ
え
さ
せ
給
ふ
に
、

恥
づ
か
し
く
、『
心
づ
き
な
き
こ
と
は
い
か
で
か
御
覧
ぜ
ら
れ
じ
』
と
思
ふ

に
、
か
か
る
 虚
言
 の
出
で
来
る
、
苦
し
け
れ
ど
、
を
か
し
く
て
、

そ
ら
ご
と

　
本
文
異
同
、「
を
か
し
く
て
」
が
能
因
本
で
ウ
音
便
化
し
て
い
る
ほ
か
、「
出

で
来
る
、
苦
し
け
れ
ど
」
が
能
因
本
で
「
出
で
来
る
は
苦
し
け
れ
ば
」
と
あ
る
。

後
者
、
両
系
統
本
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
に
大
き
な
異
な
り
は
な
い
が
、
諸
注
釈

書
は
、
三
巻
本
を
底
本
と
す
る
場
合
に
、「
苦
し
け
れ
ど
」
を
次
句
「
を
か
し
く

て
」
と
続
け
て
理
解
し
（
和
泉
叢
書
・
新
大
系
、
本
文
「
苦
し
け
れ
ど
を
か
し
く
て
」。

集
成
・
傍
訳
「
つ
ら
い
の
だ
が
〔
お
手
紙
の
〕
結
構
さ
に
」）、
能
因
本
を
底
本
と
す
る

場
合
は
「
を
か
し
う
て
」
の
み
を
次
の
Ⅳ
段
「
啓
し
た
れ
ば
」
を
修
飾
す
る
も

の
と
し
て 

全
注
釈
・
通
釈
「
～
出
て
く
る
の
は
困
る
が
、（
中
宮
さ
ま
の
お
手
紙

は
）
す
ば
ら
し
い
の
で
、
別
の
紙
に
～
と
（
書
い
て
）
お
返
事
を
申
し
上
げ
た
と
こ
ろ
」）。

　
語
句
の
修
飾
関
係
で
今
一
つ
諸
注
釈
書
間
に
揺
れ
が
あ
る
の
は
「
恥
づ
か
し

く
」。
ほ
と
ん
ど
の
も
の
は
「
恥
づ
か
し
く
心
づ
き
な
き
こ
と
」（
旧
全
集
・
口
語

訳
「
自
分
に
と
っ
て
恥
ず
か
し
く
、
気
に
入
ら
な
い
よ
う
な
こ
と
は
」）
と
す
る
が
、
旧

新
全
集
は
頭
注
に
「「
は
づ
か
し
く
」
を
上
文
に
つ
け
て
、「
心
づ
き
な
き
事
は
」

だ
け
を
「
い
か
で
か
云
々
」
に
か
け
て
解
く
こ
と
も
で
き
よ
う
。」
と
記
す
。
こ

こ
で
は
こ
ち
ら
を
採
り
、「
そ
う
し
た
中
宮
に
対
し
て
」
を
補
っ
て
「
心
づ
き
な

き
事
は
」
以
下
を
心
内
語
と
解
し
た
。

　「
は
か
な
き
こ
と
に
て
も
、
た
だ
め
で
た
く
の
み
お
ぼ
え
さ
せ
給
ふ
に
」
は
、

「
は
か
な
き
こ
と
」
を
「
は
か
な
き
言
」
と
考
訂
す
る
場
合
が
あ
る
（
集
成
・
和

泉
叢
書
）。
そ
の
場
合
の
「
言
」
は
「
お
言
葉
」。「
お
ぼ
え
さ
せ
給
ふ
」
は
金
子

評
釈
に
、

中
宮
の
御
所
作
の
す
ぐ
れ
て
の
み
覚
え
申
さ
る
ゝ
に
と
也
。
通
釈
（
竹
村
云
、

武
藤
元
信
『
枕
草
紙
通
釈
』
有
朋
堂
、
明
治
　
年
）、
詳
解
（
同
、
松
平
静
『
枕
草

４４

子
詳
解
』
誠
之
堂
、
明
治
　
～
　
年
）、
新
釈
（
同
、
永
井
一
孝
『
校
定
枕
草
紙
新

３２

３３

釈
』
三
星
社
敬
文
堂
、
大
正
８
年
）
に
は
、
中
宮
が
女
房
の
し
わ
ざ
を
め
で
さ

せ
給
ふ
意
に
解
き
た
れ
ど
、
前
の
解
の
穏
健
な
る
に
如
か
ず
。

と 

古
く
は
解
釈
の
分
か
れ
た
と
こ
ろ
だ
っ
た
よ
う
だ
が
、
旧
大
系
・
頭

い
る
（

（
注
　
）
１０

あ
る
。

（
注
　
）
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注
が
「
此
方
が
そ
う
思
う
程
の
そ
の
人
の
状
態
に
い
う
特
殊
の
敬
語
表
現
」
と

文
法
的
な
説
明
を
与
え
、
現
行
注
釈
書
は
す
べ
て
金
子
「
穏
健
」
説
。
た
だ
し
、

旧
新
全
集
・
頭
注
に
は
、

「
さ
せ
た
ま
ふ
」
は
中
宮
に
対
す
る
二
重
敬
語
（
尊
敬
）。
中
宮
が
作
者
に

と
っ
て
「
め
で
た
し
」
と
の
み
感
じ
ら
れ
あ
そ
ば
す
。
直
訳
す
る
と
不
自

然
な
の
で
、
口
訳
で
は
「
め
で
た
く
の
み
あ
ら
せ
た
ま
ふ
と
お
ぼ
ゆ
」
の

よ
う
に
言
い
替
え
た
。

と
あ
り
、「
言
い
替
え
」
が
必
要
な
ほ
ど
「
不
自
然
」
な
解
釈
で
あ
る
こ
と
も
確

か
な
こ
と
の
よ
う
だ
。
明
治
・
大
正
期
の
解
に
従
い
た
い
誘
惑
を
断
ち
切
っ
て
、

こ
こ
は
「
穏
健
」
に
つ
い
て
お
く
。

　
さ
て
、
こ
の
段
で
問
題
に
な
る
の
は
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
ま
で
も
取
り
上
げ
て

き
た
「
か
か
る
虚
言
」
で
あ
る
。
噂
は
事
実
な
の
か
否
か
。
注
２
に
引
い
て
お

い
た
よ
う
に
旧
全
集
は
、

ａ
訪
れ
た
の
は
「
び
ん
な
き
人
」
で
は
な
く
「
人
に
ゆ
る
さ
れ
ぬ
ば
か
り
の

人
に
も
あ
ら
ざ
ン
な
る
人
」
で
あ
っ
た
こ
と
を
い
っ
た
も
の
か
。

ｂ
そ
の
男
が
実
際
に
は
泊
ま
っ
て
行
か
な
か
っ
た
こ
と
を
い
う
か
。

の
解
を
示
し
て
い
る
。
他
は
全
注
釈
が
加
藤
盤
斎
『
清
少
納
言
枕
双
紙
抄
』
の
、

ｃ
忍
び
契
る
に
は
あ
ら
で
、
た
ゞ
せ
う
そ
こ
な
ど
い
ひ
来
り
給
を
、
忍
び
契

や
う
に
、
人
々
の
沙
汰
給
へ
ば
、
そ
の 
断 
を
い
は
ん
為
、
さ
る
そ
ら
こ

コ
ト
ハ
リ

と
ゝ
い
ふ
也
。

季
吟
『
枕
草
子
春
曙
抄
』
傍
注
の
、

ｄ
便
な
き
人
か
よ
は
せ
し
を
は
ぢ
て
空
事
と
い
へ
る
、
お
も
し
ろ
き
に
や
。

を
引
用
す
る
ば
か
り
で
、
こ
の
問
題
に
触
れ
て
い
な
い
。
注
解
す
る
ま
で
も
な

い
こ
と
な
の
か
、「
細
部
に
な
お
理
解
の
至
ら
ぬ
う
ら
み
を
残
す
」
箇
所
の
一
つ

で
解
を
示
し
え
な
い
の
か
、
ａ
～
ｄ
が
い
ず
れ
も
苦
し
い
深
読
み
を
し
て
い
る

と
こ
ろ
か
ら
見
て
恐
ら
く
は
後
者
だ
ろ
う
が
、
そ
れ
ら
の
延
長
線
上
に
は
三
田

村
雅
子
氏
の
次
の
よ
う
な
判
断
も
出
て
く
る
。

清
少
納
言
は
地
下
人
と
の
噂
を
「
か
か
る
そ
ら
言
の
出
で
く
る
、
苦
し
」

と
書
い
て
い
る
が
、「
地
下
な
ど
言
ひ
て
も
、
目
や
す
く
、
人
に
許
さ
れ
ぬ

ば
か
り
の
人
に
も
あ
ら
ざ
な
る
を
」
と
あ
る
所
を
み
れ
ば
、
事
実
と
し
て

そ
の
よ
う
な
噂
が
無
根
で
あ
っ
た
と
は
思
わ
れ
な
い
。
そ
れ
を
「
そ
ら
言
」

と
言
い
な
し
、
笠
…
…
雨
…
…
濡
れ
衣
と
い
う
歌
言
葉
の
連
鎖
に
よ
っ
て
、

事
実
無
根
と
言
い
お
お
せ
て
し
ま
う
詭
弁
の
能
力
こ
そ
、
こ
の
章
段
が
証

明
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た 

「
詭
弁
の
能
力
」（
三
田
村
氏
は
こ
れ
を
「
企
み
や
引
っ
掛
け
や
嘘
や
誇
張
に
満
ち
た
ソ

ラ
ゴ
ト
の
「
宮
仕
え
生
活
」
を
見
事
に
泳
ぎ
切
る 

の
能
力
と
す
る
。
た
し
か
に
「
宮

仕
え
生
活
」
は
そ
の
よ
う
な
も
の
だ
ろ
う
が
）―
―
、
里
に
下
が
っ
て
「
宮
仕
え
生
活
」

を
回
想
す
る
清
女
が
こ
れ
を
一
体
誰
に
、
何
の
た
め
に
「
証
明
」
し
よ
う
と
し

た
と
い
う
の
か
。

　
こ
う
し
た
解
読
は
、
い
ず
れ
も
「
地
下
な
ど
言
ひ
て
も
、
目
や
す
く
、
人
に

許
さ
れ
ぬ
ば
か
り
の
人
に
も
あ
ら
ざ
な
る
を
」
を
も
と
に
、「
細
殿
に
、
便
な
き

人
な
む
、
暁
に
傘
さ
し
て
出
で
け
る
」
の
風
聞
は
事
実
、「
便
な
き
人
」
は
清
女

の
恋
人
、
と
見
な
す
と
こ
ろ
か
ら
出
発
し
て
い
る
。
そ
れ
故
、「
虚
言
」
の
言
明

は
そ
れ
自
体
が
虚
言
（「
詭
弁
」）
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
小
論
は
、
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、「
地
下
な
ど
言
ひ
て
も
、
目
や
す
く
、
人

に
許
さ
れ
ぬ
ば
か
り
の
人
に
も
あ
ら
ざ
な
る
を
」
の
伝
聞
表
現
に
こ
だ
わ
っ
て
、

「
便
な
き
人
」
を
彼
女
と
は
縁
の
な
い
人
物
と
す
る
解
に
立
つ
。「
虚
言
」
を
清

女
の
言
明
ど
お
り
に
受
け
と
め
る
立
場
で
あ
る
。「
虚
言
」
で
あ
る
と
言
っ
て
い

の
だ
。

（
注
　
）
１２た
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る
も
の
を
、
ど
う
し
て
「
そ
れ
こ
そ
が
虚
言
」
と
断
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の

だ
ろ
う
。
そ
れ
ほ
ど
清
女
の
も
と
に
地
下
人
を
通
わ
せ
た
い
の
だ
ろ
う
か
。
よ

し
「
虚
言
」
が
虚
言
だ
と
し
て
も
、
清
女
が
そ
れ
を
「
虚
言
」
と
し
て
語
っ
て

い
る
こ
と
の
方
が
重
要
だ
ろ
う
。「
虚
言
」
と
し
て
語
る
の
は
、「
虚
言
」
そ
の

も
の
で
は
な
く
「
虚
言
」
を
め
ぐ
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
話
題
に
し
た
い
か
ら
で
あ

る
。
す
な
わ
ち
「
虚
言
」
風
聞
出
来
に
端
を
発
す
る
中
宮
定
子
と
の
「
歌
絵
」

贈
答
の
事
実
、
そ
の
思
い
出
こ
そ
が
本
章
段
の
主
話
題
な
の
だ
。
だ
か
ら
こ
そ

こ
こ
に
、

○
な
ほ
、
は
か
な
き
こ
と
に
て
も
た
だ
め
で
た
く
の
み
お
ぼ
え
さ
せ
給
ふ
に
、

恥
づ
か
し
く
、

○
『
心
づ
き
な
き
こ
と
は
い
か
で
か
御
覧
ぜ
ら
れ
じ
』
と
思
ふ
に
、

○
か
か
る 
虚
言 
の
出
で
来
る
、
苦
し
け
れ
ど
、
を
か
し
く
て
、

そ
ら
ご
と

の
三
条
が
語
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
。
そ
う
考
え
る
と
、
回
想
す
る
清
女
に
と
っ

て
、
実
は
す
で
に
風
聞
の
真
偽
は
問
題
で
は
な
い
。
彼
女
が
「
細
部
に
な
お
理

解
の
至
ら
ぬ
う
ら
み
を
残
す
」
か
た
ち
で
語
っ
て
い
る
の
は
、
そ
の
せ
い
で
あ

ろ
う
。

Ⅳ
　
 異
 紙
に
、
雨
を
い
み
じ
う
降
ら
せ
て
、
下
に
、

こ
と

「
＊
な
ら
ぬ
名
の
立
ち
に
け
る
か
な

さ
て
や
濡
れ
衣
に
は
な
り
侍
ら
む
」

と
啓
し
た
れ
ば
、
右
近
の
内
侍
な
ど
に
語
ら
せ
給
ひ
て
、
笑
は
せ
給
ひ
け

り
。

　
能
因
本
で
、
清
女
返
信
の
詞
が
＊
箇
所
に
絵
画
表
象
「
雨
」
を
書
き
入
れ
た

「
雨機

な
ら
ぬ
名
の
ふ
り
に
け
る
か
な
」
と
な
っ
て
い
る
こ
と
は
先
に
述
べ
た
。
後

人
の
賢
し
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
図
様
説
明
「
雨
を
い
み
じ
う
降
ら
機

機

せ
て
」
に

合
わ
せ
て
「
立
ち
」
を
「
ふ
り
」
に
す
る
改
変
も
行
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
賢
し

ら
人
は
清
女
返
書
の
本
意
が
「
濡
れ
衣
」
の
言
明
に
だ
け
あ
る
と
見
た
の
で
あ

ろ
う
。
そ
こ
で
、
歌
句
（
下
句
）
に
「
雨
」
を
明
示
し
「
立
ち
」
を
「
ふ
り
」
に

書
き
換
え
、
こ
れ
に
続
く
三
巻
本
本
文
「
さ
て
や
濡
れ
衣
に
は
な
り
侍
ら
む
」

（
そ
う
し
て
こ
の
ま
ま
「
濡
れ
衣
」
を
着
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
ご
ざ
い
ま
し
ょ
う
か
）

を
「
雨
」
に
降
ら
れ
「
名
」
の
言
い
ふ
る
機

機

さ 

果
た
る
「
さ
て
は
濡
れ
衣

に
は
侍
ら
む
」（
旧
全
集
・
口
語
訳
「
そ
れ
だ
か
ら
、
濡
れ
衣
な
の
で
ご
ざ
い
ま
し
ょ
う
」、

全
注
釈
・
通
釈
「
こ
れ
は
ま
あ
濡
れ
衣
で
ご
ざ
い
ま
し
ょ
う
」）
に
改
変
し
て
「
濡
れ

衣
」
状
態
を
強
調
、
も
っ
て
定
子
書
簡
の
表
層
義
（「
あ
な
た
の
所
か
ら
男
が
傘
を

さ
し
て
暁
方
に
出
た
、
そ
の
朝
か
ら
、
人
が
い
ろ
い
ろ
と
う
わ
さ
を
し
て
い
る
け
れ
ど
、

い
っ
た
い
ど
う
し
た
の
か
」）
へ
の
釈
明
返
書
た
る
趣
旨
を
闡
明
に
し
た
わ
け
で
あ

る
。「
濡
れ
衣
」
の
強
調
に
む
け
た
こ
れ
ら
の
改
変
は
、
定
子
・
清
女
の
往
復
書

簡
を
義
孝
歌
に
媒
介
さ
れ
た
対
話
と
み
な
す
と
こ
ろ
か
ら
出
た
も
の
だ
が
、
書

き
入
れ
、
書
き
換
え
に
よ
る
説
明
過
多
が
か
え
っ
て
義
孝
歌
の
影
を
薄
め
て
い

て
、
見
ら
れ
る
と
お
り
、
能
因
本
の
清
女
返
書
は
歌
を
知
ら
な
く
て
も
読
め
る

も
の
と
な
っ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
そ
れ
は
本
来
の
姿
で
は
な
い
。

　
で
は
本
来
の
清
女
の
返
書
の
姿
を
伝
え
る
と
お
ぼ
し
い
三
巻
本
の
本
文
で
は

ど
の
よ
う
な
対
話
が
成
立
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
集
成
・

頭
注
は
、

中
宮
も
義
孝
の
歌
の
「
濡
衣
」
と
い
う
点
で
、
清
少
納
言
の
立
場
に
理
解

を
示
し
て
い
ら
れ
た
し
、
清
少
納
言
も
、
中
宮
の
寓
意
を
悟
っ
た
こ
と
を

報
告
し
て
い
る
。
二
人
の
以
心
伝
心
的
な
主
従
の
信
頼
関
係
は
、
早
く
も

れ
た
結

（
注
　
）
１４
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築
か
れ
つ
つ
あ
っ
た
。

と
す
る
。
近
世
以
来
の
能
因
本
に
よ
る
『
枕
草
子
』
享
受
の
余
波
と
し
て
、
定

子
・
清
女
の
往
復
書
簡
を
義
孝
歌
に
媒
介
さ
れ
た
対
話
と
み
な
し
て
い
る
の
が

わ
か
る
。
そ
れ
は
他
の
注
釈
書
で
も
同
じ
だ
。
し
か
し
、
指
摘
し
て
お
い
た
よ

う
に
、
定
子
書
簡
は
「
三
笠
山
」
の
歌
語
を
浮
上
さ
せ
て
こ
れ
を
含
む
い
く
つ

か
の
歌
を
想
起
さ
せ
る
も
の
で
は
あ
っ
て
も
、
義
孝
歌
だ
け
を
呼
び
出
す
も
の

で
は
な
い
。
ま
た
、
説
か
れ
る
よ
う
に
、
風
聞
を
聞
い
た
直
後
の
中
宮
に
「
清

少
納
言
の
立
場
」
へ
の
「
理
解
」
が
あ
っ
て
、
歌
語
「
三
笠
山
」
の
み
を
も
っ

て
義
孝
歌
だ
け
が
共
起
す
る
「
以
心
伝
心
」
が
見
込
ま
れ
、
首
尾
よ
く
「
濡
れ

衣
」
と
の
予
見
が
伝
達
さ
れ
て
「
濡
れ
衣
」
と
の
応
答
が
返
さ
れ
た
の
だ
す
れ

ば
、
そ
こ
で
は
「
信
頼
関
係
」
が
す
で
に
強
く
形
成
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、

こ
の
や
り
と
り
は
「
築
か
れ
つ
つ
」
あ
る
関
係
で
は
な
く
、
築
か
れ
た
関
係
を

確
認
し
た
出
来
事
と
い
う
こ
と
に
な
る
。「
嘘
よ
ね
」「
は
い
、
嘘
で
す
」―
―
、

そ
ん
な
対
話
を
『
枕
草
子
』
に
見
出
だ
す
こ
と
は
難
し
い
よ
う
に
思
う
が
、
い

か
が
だ
ろ
う
。

　
繰
り
返
し
て
言
う
が
、
定
子
は
義
孝
歌
だ
け
を
念
頭
に
お
い
て
歌
語
「
三
笠

山
」
を
浮
上
さ
せ
る
書
簡
を
送
っ
た
の
で
は
な
い
。
歌
語
「
三
笠
山
」
を
「
山機

の
端
」
と
絵
に
よ
っ
て
立
ち
上
げ
、
こ
の
歌
語
も
し
く
は
こ
れ
に
縁
あ
る
語
を

含
む
い
か
な
る
歌
を
用
い
て
事
情
説
明
要
請
の
問
い
か
け
に
応
じ
て
く
る
か
、

そ
れ
を
「
判
じ
絵
的
遊
戯
」
の
本
旨
と
し
た
の
で
あ
る
。
清
女
は
こ
れ
を
承
け

て
「
三
笠
山
」
に
か
か
わ
る
歌
を
想
起
し
、
そ
れ
ら
を
使
い
な
が
ら
詞
と
絵
と

で
何
通
り
か
の
回
答
を
寄
せ
る
。「
以
心
伝
心
」
は
〝
問
い
〟
の
本
旨
に
か
か
わ

る
「
判
じ
絵
」
了
解
に
お
い
て
、
ま
ず
は
成
立
し
た
の
で
あ
る
。

　
清
女
の
回
答
―
―
詞
「
な
ら
ぬ
名
の
立
ち
に
け
る
か
な
」。「
三
笠
山
」
か
ら

想
起
し
て
こ
こ
に
踏
ま
え
ら
れ
た
の
は
、『
後
撰
集
』
よ
み
人
し
ら
ず
歌
（「
さ

し
て 
来 
と
思
ひ
し
も
の
を
三
笠
山
か
ひ
な
く
雨
の
も
り
に
け
る
か
な
」）
だ
ろ
う
。〝
確
か

こ

に
男
は
傘
を
さ
し
て
帰
り
ま
し
た
。「
も
る
目
の
み
あ
ま
た
見
ゆ
れ
ば
三
笠
山
知

る
知
る
い
か
ゞ
さ
し
て
ゆ
く
べ
き
」（
物
見
高
い
女
房
達
が
い
っ
ぱ
い
い
る
の
に
、
そ

れ
を
知
り
な
が
ら
ど
う
し
て
人
目
に
つ
く
「
大
が
さ
」
を
さ
し
て
行
っ
て
よ
か
ろ
う
）、
仰

る
と
お
り
、
不
用
意
で
し
た
。「
雨
降
る
夜
」
と
い
う
の
で
帰
る
男
に
「
傘
」
を

貸
し
た
の
で
す
（「
遣
り
て
」）。
そ
の
貸
し
た
傘
を
さ
し
て
再
び
来
て
く
れ
る
こ
と

も
あ
れ
ば
（「
さ
し
て
来
」）
と
思
っ
た
の
が
間
違
い
の
も
と
。「
か
ひ
な
く
雨
の
も

り
に
け
る
か
な
」
な
ら
ぬ
「
か
ひ
な
く
浮
き
名
の
立
ち
に
け
る
か
な
」、
男
の
再

訪
が
か
な
う
前
に
噂
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。〟―
―
こ
れ
は
、
定
子
「
三
笠

山
」
下
問
に
「
も
る
目
の
み
」
歌
の
想
起
が
想
定
さ
れ
て
い
る
と
み
て
、
そ
の

贈
歌
を
ふ
ま
え
つ
つ
応
じ
た
も
の
。
男
の
来
訪
、
傘
を
さ
し
て
の
退
出
を
肯
定

す
る
、
少
々
色
め
か
し
い
回
答
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
こ
の
「
な
ら
ぬ
名
の
立
ち
に
け
る
か
な
」
は
、
新
全
集
・
口
語

訳
に
あ
る
よ
う
に
「
雨
で
は
な
く
て
、
浮
名
が
立
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
」
の
意

だ
が
、
そ
の
頭
注
に
い
う
「
雨
も
降
ら
ぬ
の
に
笠
を
さ
し
て
出
て
い
っ
た
、
と

い
う
浮
名
が
立
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
」
で
は
な
く
、
絵
で
「
い
み
じ
う
降
ら
せ
」

た
「
雨
」
に
つ
い
て
そ
れ
を
「
立
」
と
表
現
す
る
こ
と
で
、「
夕
立
機

機

な
ら
ぬ
、
浮

名
が
立機

っ
て
し
ま
い
ま
し
た
」
と
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。
同
じ
絵
画
表
象
の
文

字
化
で
も
能
因
本
の
そ
れ
（「
ふ
り
」）
の
よ
う
な
再
説
に
な
っ
て
い
な
い
と
こ
ろ

が
ミ
ソ
だ
が
、
さ
ら
に
、「
雨
」
が
夕
立
だ
と
す
る
こ
と
で
、〝
自
分
の
所
に
来

た
男
も
「
大
が
さ
」
を
さ
し
て
帰
っ
た
が
、
そ
れ
は
夕
立
の
こ
ろ
〟
と
い
っ
た

事
情
説
明
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
重
要
だ
ろ
う
。
先
に
引
い
た
加
藤
盤
斎
『
清

少
納
言
枕
双
紙
抄
』
の
解
（
ｃ
）
の
う
ち
、「
忍
び
契
る
に
は
あ
ら
で
、
た
ゞ
消
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息
な
ど
い
ひ
来
り
給
を
」
は
、
そ
の
夕
刻
来
訪
の
男
と
し
て
相
応
し
い
か
も
し

れ
な
い
。
ま
た
、
そ
う
な
れ
ば
冒
頭
の
心
内
語
（『
地
下
な
ど
い
ひ
て
も
、
目
や
す

く
、
人
に
ゆ
る
さ
る
ば
か
り
の
人
に
も
あ
ら
ざ
な
る
を
、
あ
や
し
の
こ
と
や
』）
は
消
息

の
使
者
に
立
っ
た
地
下
人
に
つ
い
て
の
こ
と
と
な
り
、
清
女
が
素
性
を
よ
く
知

ら
ず
伝
聞
と
し
て
語
っ
て
い
る
点
と
も
符
合
す
る
わ
け
で
あ
る
（
そ
の
場
合
、
夕

刻
の
「
消
息
」
は
雨
を
と
ぶ
ら
う
手
紙
と
な
り
、
そ
う
し
た
振
舞
い
に
及
ぶ
「
地
上
人
」

な
ら
ぬ
高
貴
の
恋
人
の
存
在
を
、
清
女
が
暗
に
ほ
の
め
か
し
て
い
る
こ
と
に
も
な
ろ
う
）。

つ
ま
り
、
こ
う
し
て
「
な
ら
ぬ
名
の
立
ち
に
け
る
か
な
」
は
、『
後
撰
集
』
歌
で

噂
の
一
部
を
色
め
か
し
く
肯
定
し
つ
つ
、
そ
の
男
は
し
か
し
私
の
所
か
ら
夕
方

に
帰
っ
た
使
者
だ
っ
た
と
釈
明
す
る
回
答
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
こ

に
は
、〝
そ
の
男
が
暁
方
に
細
殿
を
出
た
と
な
る
と
、
あ
の
後
、
他
の
女
房
の
も

と
を
訪
れ
た
の
か
し
ら
。
し
か
も
私
の
貸
し
た
傘
を
さ
し
て
帰
る
な
ん
て
。

ま
っ
た
く
仰
る
と
お
り
「
も
る
目
の
み
あ
ま
た
見
ゆ
れ
ば
三
笠
山
知
る
知
る
い

か
ゞ
さ
し
て
ゆ
く
べ
き
」
と
言
い
た
い
で
す
ね
〟
と
、
自
ら
想
定
し
た
定
子
所

感
に
同
調
し
つ
つ
、
他
人
事
と
し
て
、
男
あ
る
い
は
こ
れ
を
通
わ
せ
て
い
る
同

僚
女
房
を
非
難
す
る
声
も
響
い
て
い
る
。

　
清
女
の
回
答
―
―
絵
。
下
玉
利
氏
は
こ
こ
で
も
「
用
意
し
た
料
紙
い
っ
ぱ
い

盛
大
に
雨
を
降
ら
せ
」
た
絵
を
想
定
し
て 

絵
に
「
い
み
じ
う
降
ら
せ
」

た
「
雨
」
は
、
今
述
べ
た
よ
う
に
夕
立
で
あ
る
。
傘
を
描
か
な
い
の
は
〝
傘
が

な
い
〟
と
の
主
張
だ
ろ
う
。
傘
は
定
子
書
簡
の
絵
に
あ
っ
た
よ
う
に
男
が
さ
し

て
帰
っ
た
の
だ
。
夕
方
、
夕
立
の
な
か
、
男
（
消
息
の
使
者
）
が
清
女
の
傘
を
借

り
て
帰
っ
た
後
も
、「
雨
」
は
一
晩
中
「
い
み
じ
う
降
」
り
続
い
た
。
こ
れ
が
絵

の
含
意
。

　
つ
ま
り
こ
の
絵
は
、
定
子
書
簡
中
の
絵
「
大
が
さ
の
か
た
を
か
き
て
、
人
は

い
る
。

（
注
　
）
１５

見
え
ず
。
た
だ
手
の
限
り
を
と
ら
へ
さ
せ
て
」
に
対
し
て
、
そ
の
の
ち
手
元
に

傘
も
な
い
ま
ま
「
雨
」
は
「
い
み
じ
う
降
」
り
続
い
た
と
描
い
て
応
答
し
た
も

の
だ
が
、
こ
れ
が
定
子
下
問
（
歌
語
「
三
笠
山
」
ま
た
は
そ
の
縁
の
語
を
含
ん
だ
歌
を

ふ
ま
え
る
こ
と
）
へ
の
回
答
で
も
あ
る
か
ら
に
は
、
踏
ま
え
ら
れ
て
い
る
の
は
、

い
う
ま
で
も
な
く
義
孝
歌
下
句
（「
み
か
さ
の
山
を
人
に
借
ら
れ
て
」）
で
あ
る
。
義

孝
歌
は
、
こ
の
清
女
の
「
雨
を
い
み
じ
う
降
ら
せ
」
た
絵
の
登
場
を
ま
っ
て
（
定

子
絵
「
大
が
さ
」「
手
」
と
「
大
が
さ
」
な
き
「
雨
」
の
清
女
絵
と
の
間
で
歌
語
「
三
笠
山
」

に
媒
介
さ
れ
て
）
浮
上
す
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
以
外
で
は
な
い
。
そ
し
て
清
女

は
、
定
子
書
簡
の
詞
の
表
層
義
（「
山
の
端
明
け
し
朝
よ
り
」）
に
応
ず
る
事
実
承
認

（「
名
の
立
ち
に
け
る
か
な
」）
を
経
て
、
そ
の
「
名
」
す
な
わ
ち
噂
が
無
実
で
あ
る

こ
と
を
義
孝
歌
を
な
ぞ
る
よ
う
に
し
て
言
明
す
る
。〝
義
孝
歌
で
は
「
み
か
さ
の

山
を
人
に
借
ら
れ
て
」
そ
の
結
果
、「
あ
や
し
く
も
我
が
濡
れ
衣
を
着
た
る
か

な
」
と
な
り
ま
し
た
。
と
な
る
と
、
私
も
降
り
続
く
雨
の
中
「
さ
て
や
濡
れ
衣

に
は
な
り
侍
ら
む
」（
そ
う
し
て
こ
の
ま
ま
「
濡
れ
衣
」
を
着
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
の

で
ご
ざ
い
ま
し
ょ
う
か
。）〟―
―
こ
れ
は
定
子
「
三
笠
山
」
下
問
に
「
あ
や
し
く
も
」

歌
の
想
起
も
想
定
さ
れ
ら
れ
て
い
る
と
見
、
そ
れ
を
ふ
ま
え
て
応
じ
た
も
の
。

Ⅰ
段
心
内
語
に
あ
っ
た
「
あ
や
し
の
こ
と
や
」
の
不
審
を
義
孝
歌
初
句
に
重
ね
、

当
惑
の
現
況
を
率
直
に
伝
え
た
回
答
で
は
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
嫌
疑
を
晴
ら
す

た
め
の
助
力
を
ね
が
う
思
い
と
と
も
に
、
定
子
の
予
想
し
た
と
お
り
、
義
孝
歌

の
詞
書
を
ふ
ま
え
て
「
あ
る
い
は
ど
な
た
か
の
殿
上
人
が
、
使
者
と
し
て
出
入

り
し
て
い
る
地
下
人
の
名
を
騙
っ
て
私
の
局
を
お
訪
ね
に
な
っ
た
の
か
も
知
れ

ま
せ
ん
。
私
は
不
在
で
し
た
が
、
そ
れ
を
耳
に
し
た
誰
か
が
雨
の
中
お
帰
り
に

な
る
そ
の
方
を
地
下
人
と
見
な
し
た
の
で
し
ょ
う
。」
と
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
も
込
め

ら
れ
た
か
も
し
れ
な
い
。
と
な
る
と
、
こ
れ
は
彼
女
の
自
意
識
に
ふ
れ
る
回
答

―　　―１２０



と
い
う
こ
と
に
も
な
る
。

　
さ
て
、
こ
う
し
て
清
女
は
「
三
笠
山
」
の
歌
語
を
含
む
二
首
の
歌
を
選
定
し
、

そ
れ
ぞ
れ
を
踏
ま
え
た
絵
と
詞
で
回
答
し
た
と
お
ぼ
し
い
。『
拾
遺
集
』
の
「
隠

れ
蓑
」
歌
は
選
ば
れ
て
い
な
い
。
二
種
の
回
答
は
い
ず
れ
も
無
実
に
帰
着
す
る

が
、
色
め
か
し
さ
と
素
直
さ
に
同
僚
女
房
へ
の
非
難
、
自
意
識
を
か
ら
ま
せ
た

も
の
と
な
っ
て
い
て
、
広
義
「
歌
絵
」
の
メ
デ
ィ
ア
性
を
最
大
限
に
活
用
し
て

い
る
点
と
あ
わ
せ
、
定
子
の
仕
掛
け
た
「
判
じ
絵
的
遊
戯
」
を
十
分
に
展
開
さ

せ
た
も
の
と
評
し
う
る
。
仕
掛
け
た
定
子
の
予
想
に
則
し
て
そ
れ
以
上
の
遊
戯

を
演
じ
て
い
る
と
こ
ろ
も
、
定
子
を
喜
ば
せ
た
で
あ
ろ
う
。
末
尾
「
右
近
の
内

侍
な
ど
に
語
ら
せ
給
ひ
て
、
笑
は
せ
給
ひ
け
り
。」
は
そ
れ
を
確
認
さ
せ
る
語
り
。

「
右
近
の
内
侍
」（
六
・
八
二
・
八
三
・
九
六
段
に
も
登
場
）
の
名
が
出
る
の
は
定
子

の
誇
ら
し
げ
な
表
情
を
伝
え
る
た
め
だ
ろ
う
が
、
Ⅱ
段
の
「
上
」
に
一
条
帝
が

含
ま
れ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
表
情
は
帝
に
も
向
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

＊

　
本
章
段
に
語
ら
れ
る
出
来
事
が
何
時
の
こ
と
か
は
定
か
で
は
な
い
。
下
玉
利

氏
は
「「
右
近
内
侍
」
の
登
場
を
考
慮
す
る
と
、
職
時
代
以
降
の
ご
晩
年
」
と
す

 

「
細
殿
」
を
内
裏
登
花
殿
西
庇
の
そ
れ
と
す
る
通
説
に
し
た
が
う
集
成
は

頭
注
で
、

○
中
宮
が
常
の
内
裏
に
お
わ
し
て
、
清
少
納
言
が
細
殿
に
局
住
み
し
て
い
た

長
雨
の
季
節
と
い
え
ば
、
正
暦
五
年
（
九
九
四
）
夏
秋
・
長
徳
元
年
（
九
九

五
）
夏
と
な
る
。（「
細
殿
に
」
注
）

○
清
少
納
言
は
、
め
っ
た
に
自
分
の
歌
や
書
を
お
目
に
は
か
け
な
い
よ
う
に

用
心
し
て
い
た
の
だ
が
、
中
宮
の
機
智
諧
謔
に
釣
ら
れ
て
手
紙
を
書
く
こ

と
と
な
っ
た
。
や
は
り
新
参
意
識
の
抜
け
や
ら
ぬ
正
暦
五
年
頃
の
こ
と
で

る
が
、

（
注
　
）
１６

あ
ろ
う
。（「
恥
づ
か
し
く
心
づ
き
な
き
言
は
～
」
注
）

と
す
る
。
正
暦
五
年
は
前
年
冬
に
初
出
仕
し
た
清
女
二
十
九
歳
の
頃
。
定
子
は

十
九
歳
で
あ
る
。「
宮
に
は
じ
め
て
ま
い
り
た
る
頃
」（
一
七
九
段
）
な
ど
と
読
み

合
わ
せ
れ
ば
、「
新
参
意
識
」
は
「
な
ほ
、
は
か
な
き
こ
と
に
て
も
た
だ
め
で
た

く
の
み
お
ぼ
え
さ
せ
給
ふ
に
」
に
も
よ
く
現
れ
て
い
よ
う
。「
三
尺
の
几
帳
」

「
扇
」「
袖
」
だ
け
が
頼
り
の
彼
女
は
、
定
子
の
容
姿
に
「
絵
に
か
き
た
る
を
こ

そ
、
か
か
る
こ
と
は
見
し
に
、
う
つ
つ
に
は
ま
だ
知
ら
ぬ
を
、
夢
の
心
地
ぞ
す

る
」。「
御
几
帳
の
ほ
こ
ろ
び
」
か
ら
見
た
伊
周
に
物
語
の
男
主
人
公
を
重
ね
、

猿
楽
言
で
戯
れ
る
道
隆
を
「
変
化
の
者
、
天
人
な
ど
の
下
り
来
た
る
に
や
」
と

疑
う
。
ま
さ
に
「
め
で
た
く
の
み
あ
ら
せ
た
ま
ふ
と
お
ぼ
ゆ
」
る
毎
日
で
あ
っ

た
の
だ
ろ
う
。
し
か
し
そ
こ
は
ま
た
、「
何
某
が
と
あ
る
事
な
ど
、
殿
上
人
の
上

な
ど
」
が
話
題
に
な
り
、
女
房
た
ち
の
「
企
み
や
引
っ
掛
け
や
嘘
や
誇
張
に
満

ち
た
」
世
界
で
も
あ
る
。「
上
」
で
は
ク
シ
ャ
ミ
を
恐
れ
「
暁
に
は
と
く
下
り
な

ん
と
急
が
る
る
」
清
女
は
、「
下
」
で
「
今
日
は
な
ほ
参
れ
」
の
お
召
し
に
と
ま

ど
っ
て
い
て
「
こ
の
局
の
主
」（
同
室
古
参
女
房
）
に
「
見
苦
し
」
と
叱
責
さ
れ
る

清
女
で
も
あ
る
。
こ
う
し
た
新
参
者
は
何
か
と
話
題
に
な
り
や
す
い
。
と
り
わ

け
彼
女
は
亡
き
元
輔
の
娘
。
一
子
則
長
を
も
う
け
た
修
理
亮
則
光
と
の
関
係
は

殿
上
で
「
妹
、
兄
人
」
と
呼
称
さ
れ
る
ほ
ど
に
薄
く
な
り
（
七
七
段
。
七
九
段
に

よ
れ
ば
出
仕
四
年
目
の
長
徳
三
年
こ
ろ
に
離
別
）、
今
は
い
わ
ば
ほ
ぼ
フ
リ
ー
。「
あ
ま

た
」
の
「
も
る
目
」
は
彼
女
に
こ
そ
向
け
ら
れ
て
い
て
、
そ
の
視
界
に
「
便
な

き
人
」
が
紛
れ
込
ん
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
と
な
れ
ば
、「
細
殿
に
、
便
な

き
人
な
む
、
暁
に
傘
さ
し
て
出
で
け
る
」
の
流
言
は
そ
の
過
敏
な
「
も
る
目
」

の
仕
業
。
そ
こ
で
は
当
然
誤
解
も
派
生
し
、
針
小
棒
大
、
噂
が
噂
を
呼
ん
で
や

が
て
は
「
す
ず
ろ
な
る
虚
言
」（
七
七
段
）
が
一
人
歩
き
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

―　　―１２１



　
あ
る
い
は
こ
の
事
件
、
同
じ
こ
ろ
に
実
は
定
子
が
帝
と
共
謀
し
て
仕
組
ん
だ

こ
と
か
も
知
れ
な
い
。
両
者
の
共
謀
は
、
Ⅰ
段
の
「
上
」
の
解
釈
に
か
か
わ
っ

て
紹
介
し
た
一
三
三
段
「
円
融
院
の
御
果
て
の
年
」
に
も
見
え
る
。
院
の
一
周

忌
が
果
て
て
「
皆
人
御
服
ぬ
ぎ
」
の
頃
、
帝
の
乳
母
だ
っ
た
藤
三
位
繁
子
に
法

師
風
の
手
で
捏
造
し
た
文
（「
こ
れ
を
だ
に
形
見
と
思
ふ
に
都
に
は
葉
が
へ
や
し
つ
る

椎
柴
の
袖
」）
を
送
っ
て
そ
の
反
応
を
試
し
た
、
と
い
う
の
が
そ
れ
だ
が
、
こ
れ
は

清
女
出
仕
前
の
正
暦
三
年
（
九
九
二
）、
定
子
十
七
歳
、
一
条
帝
十
三
歳
の
時
の

こ
と
。
両
人
に
前
科
は
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
あ
ら
か
じ
め
清
女
を
め
ぐ
る

「
細
殿
に
、
便
な
き
人
な
む
、
暁
に
傘
さ
し
て
出
で
け
る
」
の
噂
を
流
し
て
お
い

て
事
情
説
明
要
請
の
「
歌
絵
」
を
送
り
、
そ
の
反
応
を
見
る
（
右
近
の
内
侍
も
一

枚
噛
ん
で
い
た
か
も
知
れ
な
い
）。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
藤
三
位
は
手
紙
の
主
を
「
仁
和

寺
の
僧
正
」「
藤
大
納
言
」「
好
き
好
き
し
き
心
あ
る
上
達
部
、
僧
綱
な
ど
誰
か

は
あ
る
。
そ
れ
に
や
、
か
れ
に
や
」
と
数
え
上
げ
、
結
果
、
彼
女
の
男
性
関
係

（
あ
る
い
は
関
心
の
あ
る
男
達
）
を
自
ら
暴
露
し
た
格
好
に
な
り
、
そ
れ
が
ま
た
定
子

と
帝
の
狙
い
だ
っ
た
わ
け
だ
が
、
同
様
の
企
画
が
新
参
フ
リ
ー
の
清
女
に
も
向

け
ら
れ
た
と
言
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
そ
の
場
合
、
書
簡
が
浮
上
さ
せ
る
歌
語

「
三
笠
山
」
は
近
衛
府
の
誰
某
に
目
星
を
つ
け
て
お
い
て
の
こ
と
だ
っ
た
か
も
し

れ
な
い
。

　
い
ず
れ
に
し
て
も
、
清
少
納
言
は
そ
れ
ら
の
好
奇
の
目
や
諧
謔
の
策
謀
を
深

長
な
振
る
舞
い
で
か
わ
し
、
仕
掛
け
ら
れ
た
「
判
じ
絵
的
遊
戯
」
に
も
巧
妙
な

機
智
で
応
じ
て
定
子
の
信
頼
を
手
に
し
て
い
く
。
そ
れ
は
見
て
き
た
と
お
り
だ

が
、
興
味
深
い
の
は
、
こ
れ
を
回
想
し
つ
つ
書
き
進
め
て
い
る
彼
女
の
胸
に
去

来
し
た
こ
と
の
中
身
で
あ
る
。
初
宮
仕
え
の
頃
に
感
じ
た
周
囲
か
ら
の
身
を
刺

す
よ
う
な
眼
差
し
、
夜
の
細
殿
の
気
配
、
物
音
、
定
子
の
小
悪
魔
的
な
仕
草
、

言
動
、
と
り
す
ま
し
た
表
情
、
誇
ら
し
げ
な
笑
み
、
声
…
…
。
そ
う
し
た
こ
と

は
確
か
に
あ
り
そ
う
だ
が
、
三
巻
本
で
本
章
段
に
続
く
数
段
は
、
ま
た
別
に
去

来
し
た
思
い
を
う
か
が
わ
せ
て
い
る
。

　
次
段
、「
三
条
の
宮
に
お
は
し
ま
す
こ
ろ
」
で
始
ま
る
二
二
五
段
は
、
能
因
本

で
も
同
様
の
並
び
に
な
っ
て
い
る
。
三
条
宮
（
平
生
昌
邸
）
は
定
子
最
晩
年
、
長

保
元
年
（
九
九
九
）
八
月
か
ら
同
三
年
（
一
〇
〇
一
）
一
二
月
崩
御
の
間
の
御
在
所
。

和
泉
叢
書
・
頭
注
に
「
底
本
勘
物
に
「
二
年
五
月
」
と
す
る
」
と
あ
っ
て
、
諸

注
も
本
章
段
の
出
来
事
を
長
保
二
年
五
月
五
日
の
こ
と
と
す
る
。
こ
の
年
は
、

二
月
、
道
長
が
長
女
彰
子
を
中
宮
に
立
て
て
定
子
を
皇
后
と
し
た
年
で
も
あ
る
。

そ
う
な
る
と
、
同
じ
く
五
月
頃
の
話
題
で
あ
る
二
二
四
・
二
二
五
段
の
排
列
は
、

清
女
出
仕
の
初
期
と
末
期
、
中
関
白
家
の
最
盛
期
と
没
落
後
の
話
題
が
対
照
さ

れ
て
い
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

　
語
ら
れ
て
い
る
の
は
、
献
上
品
の 
初
熟
麦 
を
「
青
き
薄
様
」
を
敷
い
た
硯
の

あ
を
ざ
し

蓋
に
の
せ
、「
ま
せ
越
し
に
麦
は
む
駒
の
は
つ
は
つ
に
及
ば
ぬ
恋
も
わ
れ
は
す
る

か
な
」（『
古
今
和
歌
六
帖
』・
二
）
の
上
句
を
用
い
て
「
こ
れ
、
籬
越
し
に
さ
ぶ
ら

ふ
」（
集
成
・
頭
注
「
馬
が
柵
越
し
の
麦
を
や
っ
と
の
思
い
で
喰
む
よ
う
に
、
こ
の
青 

子

を
わ
ず
か
で
も
召
し
上
が
ら
な
け
れ
ば
身
体
が 
保 
ち
ま
せ
ん
よ
。」）
の
言
葉
と
と
も
に

も

差
し
上
げ
た
清
女
に
、
定
子
が
「
こ
の
紙
の
端
を
ひ
き
破
ら
せ
た
ま
ひ
て
」、

「
み
な
人
の
花
や
蝶
や
と
い
そ
ぐ
日
も
わ
が
心
を
ば
君
ぞ
知
り
け
る
」
と
書
い
て

返
し
た
、
と
の
出
来
事
。
集
成
は
評
言
で
定
子
歌
に
込
め
ら
れ
た
思
い
を
次
の

よ
う
に
読
み
解
い
て
い
る
。

皇
后
は
そ
の
（
竹
村
云
、「
ま
せ
越
し
に
」
歌
）
下
の
句
を
踏
ま
え
、
天
皇
の

お
側
を
離
れ
て
、
恋
し
さ
に
身
も
焦
が
れ
て
、
柵
越
し
に
麦
を
喰
も
う
と

足
掻
く
馬
に
も
等
し
い
自
分
の
心
境
を
、
よ
く
理
解
し
て
く
れ
た
と
感
謝
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さ
れ
た
。（
…
中
略
…
）
中
宮
彰
子
周
辺
は
節
供
の
行
事
に
賑
わ
っ
て
い
る

の
に
対
し
、
三
条
宮
の
皇
后
定
子
の
身
辺
は
、
身
内
の
人
た
ち
だ
け
が
集

ま
っ
て
、
寂
寥
の
感
が
強
か
っ
た
。

こ
の
定
子
に
二
二
四
段
の
よ
う
な
「
笑
ひ
」
は
な
い
。

　
つ
づ
く
二
二
六
段
は
定
子
の
「
御
乳
母
の
大
輔
の
命
婦
」
日
向
国
下
向
の
折

の
話
題
で
、
下
賜
の
扇
（
そ
の
両
面
に
描
か
れ
た
絵
は
「
日
い
と
う
ら
ら
か
に
さ
し
た

る
田
舎
の
館
な
ど
多
く
」
と
「
京
の
さ
る
べ
き
所
に
て
、
雨
い
み
じ
う
降
り
た
る
」）
に
定

子
自
筆
の
「
あ
か
ね
さ
す
日
に
向
ひ
て
も
思
ひ
出
で
よ
都
は
晴
れ
ぬ
な
が
め
す

ら
ん
と
」
歌
が
書
か
れ
て
い
た
と
い
う
。
清
少
納
言
は
末
尾
に
「
い
み
じ
う
あ

は
れ
な
り
。
さ
る
君
を
見
置
き
た
て
ま
つ
り
て
こ
そ
、
え
行
く
ま
じ
け
れ
。」
と

の
寸
評
を
記
し
て
い
る
。
集
成
は
評
言
に
「
前
段
に
続
き
、
御
乳
母
さ
え
離
れ

て
ゆ
く
皇
后
の
淋
し
い
ご
心
境
を
回
想
す
る
。」
と
記
し
、「
い
み
じ
う
あ
は
れ

な
り
」
の
頭
注
に
「
清
少
納
言
が
、
皇
后
定
子
を
描
写
し
て
、「
あ
は
れ
」
と
い

う
評
語
を
、
し
か
も
悲
哀
感
と
し
て
用
い
た
唯
一
の
例
。」
と
述
べ
る
。『
春
曙

抄
』
標
注
に
よ
れ
ば
「
道
隆
公
隠
れ
玉
ひ
。
伊
周
公
左
遷
な
ど
の
比
。」
の
出
来

事
で
あ
る
。

　
こ
の
二
二
六
段
は
、
能
因
本
で
九
九
段
（
旧
全
集
）
に
見
え
る
。
そ
の
前
段
九

八
段
（
和
泉
叢
書
・
九
〇
段
）
は
、
殿
上
人
の
視
線
を
憚
り
琵
琶
を
立
て
て
姿
を
隠

し
た
定
子
の
容
姿
の
め
で
た
さ
に
、
清
女
が
「
琵
琶
行
」
の
一
節
を
引
い
て
感

歎
の
声
を
も
ら
し
た
話
題
。
上
臈
女
房
が
そ
の
旨
を
伝
え
る
と
、
定
子
は
「
笑

は
せ
給
ひ
て
」
こ
れ
も
ま
た
「
琵
琶
行
」
の
字
句
を
ふ
ま
え
て
応
じ
た
と
い
う
。

旧
全
集
・
枕
草
子
年
表
は
正
暦
五
年
の
こ
と
と
し
、
集
成
は
「
清
少
納
言
が
漸

く
新
参
意
識
か
ら
抜
け
出
し
た
長
徳
元
年
秋
の
こ
と
か
」
と
す
る
。
長
徳
元
年

（
九
九
五
）
四
月
十
日
の
道
隆
薨
去
以
前
が
ふ
さ
わ
し
か
ろ
う
が
、
い
ず
れ
に
し
て

も
、
能
因
本
で
も
前
後
章
段
の
間
に
定
子
の
「
笑
ひ
」
の
有
無
が
対
照
さ
れ
て

い
る
の
が
わ
か
る
。

　
二
二
七
段
「
清
水
に
」（
旧
全
集
・
二
八
一
段
。
前
田
家
本
、
存
）
は
清
水
寺
参
籠

中
の
清
少
納
言
に
定
子
が
、

山
近
き
入
相
の
鐘
の
声
ご
と
に
恋
ふ
る
心
の
数
は
知
る
ら
ん
も
の
を
。
こ

よ
な
の
長
居
や
。

と
「
唐
の
紙
の
赤
み
た
る
に
、
草
に
て
」
書
い
た
文
を
遣
わ
し
た
と
の
話
題
。

清
女
は
返
事
を
「
紫
な
る
蓮
の
花
び
ら
に
書
き
て
」
差
し
上
げ
た
と
い
う
。
集

成
の
評
言
は
「
年
長
の
清
少
納
言
を
常
に
高
所
か
ら
導
き
、
自
愛
の
目
で
見

守
っ
て
こ
ら
れ
た
皇
后
が
、
今
や
そ
の
友
情
に
す
が
る
気
弱
な
ご
様
子
を
回
想
」。

　
さ
て
、
こ
う
し
て
二
二
四
段
に
つ
づ
く
章
段
を
み
て
く
る
と
、
そ
れ
ら
が
い

ず
れ
も
定
子
の
文
に
か
か
わ
る
話
題
で
あ
る
こ
と
に
気
づ
く
。
二
二
四
段
の

「
歌
絵
」、
二
二
五
段
の
「
青
き
薄
様
」
の
破
れ
に
書
か
れ
た
返
書
、
二
二
六
段

の
扇
面
「
歌
絵
」、
二
二
七
段
の
赤
み
た
る
「
唐
の
紙
」
の
草
書
文
。
二
二
六
段

の
大
輔
命
婦
に
下
賜
さ
れ
た
扇
は
別
と
し 

そ
の
他
は
お
そ
ら
く
今
、
書

き
つ
つ
あ
る
清
女
の
手
元
に
あ
る
は
ず
だ
。
回
想
は
そ
れ
ら
の
物
が
惹
起
す
る

場
面
、
情
景
、
心
情
の
記
憶
と
し
て
書
き
留
め
ら
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
そ
し

て
そ
の
連
鎖
は
、
自
ず
か
ら
清
女
出
仕
の
初
期
と
末
期
、
そ
の
間
の
定
子
の
変

貌
を
め
ぐ
る
感
慨
を
呼
び
起
こ
す
。
二
二
五
段
の
評
言
に
「
皇
后
晩
年
の
悲
運

に
つ
い
て
の
回
想
」
と
記
す
集
成
は
、
類
聚
的
章
段
た
る
二
二
八
段
「
駅
は
」

章
段
（
旧
全
集
・
二
二
三
段
。
前
田
家
本
・
堺
本
、
存
）
に
つ
い
て
、「
駅
の
類
想
と

い
う
形
を
と
っ
て
は
い
る
が
、
実
は
第
二
百
二
十
二
段
（
竹
村
云
、
和
泉
叢
書
・
二

二
五
段
）
に
始
ま
っ
た
悲
哀
の
文
章
の
結
末
を
な
す
、
痛
歎
の
文
章
で
あ
る
。」

と
述
べ
る
。

て
も
、

（
注
　
）
１７
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駅
は
、
梨
原
。
望
月
の
駅
。
山
の
駅
は
、
あ
は
れ
な
り
し
こ
と
を
聞
き
お

き
た
り
し
に
、
ま
た
も
あ
は
れ
な
る
こ
と
の
あ
り
し
か
ば
、
な
ほ
と
り
集

め
て
あ
は
れ
な
り
。

清
女
が
聞
い
て
い
た
「
あ
は
れ
な
り
し
こ
と
」
は
『
本
朝
法
華
験
記
』
巻
下
３

や
『
今
昔
物
語
集
』
巻
一
四
第
一
七
話
、『
元
亨
釋
書
』
第
一
九
に
語
ら
れ
る
毒

蛇
転
生
譚
（
集
成
説
）、
あ
る
い
は
『
和
歌
童
蒙
抄
』
巻
六
や
了
悟
『
光
源
氏
物

語
本
事
』
に
所
引
の
『
山
駅
記
』
が
伝
え
る
琴
譚
（
角
川
文
庫
説
）
と
も
い
う
が

不
明
。
問
題
は
「
ま
た
も
あ
は
れ
な
る
こ
と
の
あ
り
し
か
ば
」
で
、
こ
れ
は
長

徳
二
年
四
月
の
定
子
の
兄
伊
周
の
大
宰
府
左
遷
（
病
の
た
め
途
中
の
播
磨
国
に
留
め

置
か
れ
た
。
集
成
は
「
山
の
駅
」
を
こ
の
地
の
野
磨
駅
と
す
る
）
に
か
か
わ
る
と 

「
痛
歎
の
文
章
」
と
の
評
は
こ
れ
を
さ
す
が
、
抑
制
さ
れ
て
い
た
「
断
絶
と
喪
失

の
深
い
情
動
」
の
溢
出
に
か
か
わ
る
助
動
詞 

使
用
も
、
そ
う
し
た
理

解
を
促
し
て
い
よ
う
。
と
す
れ
ば
、
二
二
四
段
か
ら
の
物
（
文
）
を
介
し
た
記
憶

想
起
の
連
鎖
は
、
中
関
白
家
の
最
盛
期
か
ら
没
落
後
へ
と
次
第
に
傾
斜
し
て

い
っ
た
こ
と
に
な
る
。

　
定
子
の
筆
の
跡
は
華
や
か
な
往
時
の
「
笑
ひ
」
の
表
情
を
眼
前
に
立
ち
上
げ

つ
つ
、
自
ず
か
ら
晩
年
の
悲
嘆
の
面
影
を
も
呼
び
起
こ
す
。
そ
し
て
や
が
て
は

中
関
白
家
の
現
在
へ
と
清
女
を
引
き
戻
し
て
い
く
。『
枕
草
子
』
を
書
き
進
め
る

清
少
納
言
が
経
験
し
て
い
る
出
来
事
と
は
そ
の
よ
う
な
こ
と
だ
が
、
こ
の
エ
ク

リ
チ
ュ
ー
ル
の
傾
斜
は
『
枕
草
子
』
の
言
述
の
す
が
た
を
よ
く
伝
え
て 

＊

　
以
上
、
い
さ
さ
か
の
妄
想
も
ま
じ
え
て
「
細
殿
に
便
な
き
人
な
む
」
章
段
の

読
解
を
試
み
た
。
こ
れ
を
教
室
で
ど
う
扱
う
か
の
問
題
は
私
の
領
分
で
は
な
い

の
で
言
及
を
ひ
か
え
た
い
。
た
だ
し
、
こ
こ
で
試
み
た
分
析
は
、

い
う
。

（
注
　
）
１８

「
き
」
の

（
注
　
）
１９

い
る
。

（
注
　
）
２０

Ⅰ
段
＝
「
あ
ら
ざ
な
る
を
」
の
「
な
り
」（
伝
聞
の
助
動
詞
）

Ⅱ
段
＝
「
暁
」
の
言
い
換
え
「
山
の
端
明
け
し
朝
よ
り
」

　
　
＝
「
歌
絵
」
が
喚
起
す
る
歌
語
「
三 

Ⅲ
段
＝
「
虚
言
」
言
明

Ⅳ
段
＝
「
三
笠
山
」
関
連
歌
二
首
と
清
女
「
歌
絵
」

　
　
＝
「
さ
て
や
～
な
り
侍
ら
む
」
の
係
り
結
び
表
現

を
そ
れ
ぞ
れ
の
核
に
し
た
も
の
で
、
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
高
等
学
校
の
古
文
学

習
範
囲
に
あ
る
も
の
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
二
八
四
段
（「
雪
山
」
章
段
）
で
金
子

直
樹
氏
授
業
提
案
に
あ
っ
た
、

　
○
前
提
（
和
歌
や
漢
詩
文
の
教
養
）

　
○
応
答
（
状
況
に
合
わ
せ
た
謎
掛
け
と
応
答
）

　
○
評
価
（
満
足
感
の
表
明
）

の
基
本
構
造
を
確
認
し
、
こ
れ
を
、

　
＊
状
況

　
＊
謎
掛
け
―
前
提
と
し
て
の
和
歌
・
漢
詩
文
等
の
教
養

　
＊
応
答
　
―
前
提
と
し
て
の
和
歌
・
漢
詩
文
等
の
教
養

　
＊
評
価

と
整
理
し
た
あ
と
、
そ
の
応
用
問
題
と
し
て
扱
う
の
は
ど
う
だ
ろ
う
。「
雪
山
」

段
は
「
前
提
」
が
一
つ
で
そ
れ
が
共
有
さ
れ
た
場
合
。
一
方
、
二
二
四
段
は

「
前
提
」
の
「
和
歌
や
漢
詩
文
」
が
複
数
あ
る
場
合
。
複
数
を
前
提
と
す
る
「
謎

掛
け
」
は
〝
品
定
め
〟
の
企
図
を
ふ
く
む
。
こ
れ
に
応
ず
る
「
応
答
」
で
は
、

複
数
の
前
提
か
ら
一
つ
な
い
し
は
い
く
つ
か
が
選
ば
れ
、
そ
の
選
択
と
運
用
に

機
智
が
仕
込
ま
れ
る
。
そ
れ
は
「
状
況
」
に
合
わ
せ
つ
つ
行
わ
れ
る
も
の
で
あ

り
な
が
ら
、
新
た
な
「
状
況
」
を
創
り
出
す
も
の
で
も
あ
り
う
る
。
噂
に
よ
る

笠
山
」

（
注
　
）
２１

―　　―１２４



〝
禁
忌
侵
犯
の
嫌
疑
〟
状
況
か
ら
、
噂
否
定
の
機
智
の
返
書
に
よ
る
〝
笑
ひ
（
定

子
の
満
足
と
誇
り
＝
「
雪
山
」
章
段
の
「
こ
の
宮
の
人
に
は
さ
べ
き
な
め
り
」）〟
状
況
へ
。

そ
こ
で
は
、「
評
価
」
は
、
前
提
が
一
つ
の
場
合
（
出
題
者
優
位
の
「
謎
解機

き
」）
の

「
満
足
感
」
で
は
な
く
、
拮
抗
す
る
知
と
知
が
せ
め
ぎ
合
い
、
評
価
さ
れ
る
者
が

評
価
す
る
者
を
超
え
て
応
答
し
て
い
く
、
そ
こ
に
出
来
す
る
「
満
足
感
」
と
し

て
表
明
さ
れ
る
。「
判
じ
絵
的
遊
戯
機

機

の
世
界
」
で
は
そ
の
よ
う
な
事
態
も
起
こ
り

う
る
わ
け
だ
が
、
本
章
段
の
学
習
を
と
お
し
て
そ
う
し
た
事
態
が
生
起
し
て
い

る
古
典
世
界
の
知
の
現
場
に
引
き
合
わ
せ
る
と
い
う
の
も
、
古
典
と
の
出
会
わ

せ
方
と
し
て
あ
っ
て
よ
い
と
思
う
が
い
か
が
だ
ろ
う
。

　
こ
う
し
た
形
の
古
典
世
界
と
の
出
会
い
は
、
そ
れ
自
体
、
読
解
の
間
の
テ
キ

ス
ト
と
読
み
手
と
の
知
の
せ
め
ぎ
合
い
を
生
み
、
知
的
興
趣
（「
触
れ
る
」「
知
る
」

→
「
楽
し
む
」
→
「
親 

を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
る
。
す
で
に
お
気
づ
き
の
と

お
り
、
小
論
の
読
解
は
故
稲
賀
敬
二
先
生
の
流
儀
を
真
似
た
も
の
で
、
真
似
損

な
い
を
も
の
と
も
せ
ず
に
果
敢
に
挑
む
の
は
、
講
筵
に
列
し
て
味
わ
っ
た
知
的

興
趣
が
三
十
数
年
経
っ
て
も
忘
れ
ら
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
古

典
世
界
の
知
の
現
場
に
引
き
合
わ
せ
る
と
い
っ
た
古
典
と
の
出
会
わ
せ
方
の
有

効
性
は
自
ら
に
照
ら
し
て
確
認
済
な
の
だ
が
（
も
ち
ろ
ん
教
え
る
側
に
先
生
レ
ベ
ル

の
知
識
と
才
知
と
技
量
が
あ
っ
て
の
こ
と
）、
た
だ
し
、
こ
の
〝
知
の
現
場
〟
探
訪
は

物
語
内
容
（
語
ら
れ
た
出
来
事
）
に
か
か
わ
る
こ
と
で
あ
っ
て
物
語
行
為
の
現
場
、

つ
ま
り
は
出
来
事
を
語
る
主
体
の
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
の
現
場
に
は
、
い
ま
だ
た

ど
り
着
い
て
い 

小
論
は
後
半
で
そ
こ
へ
の
踏
み
込
み
を
試
み
た
が
、
こ

う
し
た
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
の
現
場
と
の
引
き
合
わ
せ
も
、
物
語
内
容
を
遠
い
昔

の
お
話
に
し
な
い
た
め
に
は
必
要
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
の
現
場
の
様
態
を
読

み
手
の
〝
い
ま
・
こ
こ
・
わ
た
し
〟
に
お
い
て
価
値
づ
け
（「
文
章
の
内
容
と
自
分

し
む
」）

（
注
　
）
２２

な
い
。

（
注
　
）
２３

の
経
験
と
を
結
び
付
け
て
、
自
分
の
思
い
や
考
え
を
ま
と
め
、
発
表
し
合
う
こ
と
」―
―『
小

学
校
学
習
指
導
要
領
』
第
２
章
第
１
節
国
語
第
２
［
第
１
学
年
及
び
第
２
学
年
］
２
Ｃ
１

オ
）、
そ
う
価
値
づ
け
る
自
己
を
対
象
化
し
相
対
化
し
て
い
く
こ
と
。
求
め
ら
れ

て
い
る
「
熟
考
・
評
価
」「
批
評
」
は
そ
こ
が
要
所
と
思
う
が
、
こ
れ
に
つ
い
て

は
別
の
場
で
も
述
べ
た
の
で
再
説
し 

注１
　
以
下
、『
枕
草
子
』
の
章
段
番
号
は
和
泉
古
典
叢
書
本
に
よ
る
。

２
　
旧
全
集
は
Ⅲ
段
中
の
「
そ
ら
言
（
虚
言
）」
へ
の
頭
注
に
、「
訪
れ
た
の
は

「
び
ん
な
き
人
」
で
は
な
く
「
人
に
ゆ
る
さ
れ
ぬ
ば
か
り
の
人
に
も
あ
ら
ざ

ン
な
る
人
」
で
あ
っ
た
こ
と
を
い
っ
た
も
の
か
。
ま
た
は
そ
の
男
が
実
際
に

は
泊
ま
っ
て
行
か
な
か
っ
た
こ
と
を
い
う
か
。」
と
記
す
。
後
者
の
判
断
は
こ

こ
で
の
Ｂ
案
と
重
な
る
が
、
小
論
が
「
そ
の
男
」
を
清
女
に
通
う
者
と
見
な

い
点
、
異
な
る
。
な
お
、
新
全
集
で
の
「
そ
ら
言
」
頭
注
に
は
「「
暁
に
…
」

の
う
わ
さ
。」
と
だ
け
あ
る
。

３
　
金
子
元
臣
氏
『
枕
草
子
評
釈
』
一
九
四
段
評
（
明
治
書
院
、
大
正
　
年
。

１３

昭
和
　
年
増
訂
　
版
）、
八
八
七
頁
。

１５

２６

４
　
下
玉
利
百
合
子
氏
『
枕
草
子
幻
想
　
定
子
皇
后
』（
思
文
閣
、
出
版
、
昭
和

　
年
）、
一
二
一
頁
。

５２
５
　
全
注
釈
、
評
、
参
照
。
田
中
重
太
郎
氏
『
枕
冊
子
研
究
』（
古
典
文
庫
、
昭

和
　
年
）・『
枕
冊
子
本
文
の
研
究
』（
初
音
書
房
、
昭
和
　
年
）。
た
だ
し
、

２７

３５

後
に
見
る
よ
う
に
、
平
安
朝
の
「
歌
絵
」
は
歌
を
絵
画
化
し
た
も
の
で
あ
り
、

結
果
的
に
絵
画
表
象
は
歌
で
言
語
化
さ
れ
る
形
に
な
る
。
賢
し
ら
は
こ
れ
に

依
拠
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

な
い
。

（
注
　
）
２４
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６
　『
拾
遺
和
歌
集
』
の
引
用
は
新
日
本
古
典
文
学
大
系
本
。

７
　
田
坂
憲
二
氏
・
田
坂
順
子
氏
『
藤
原
義
孝
集
―
本
文
・
索
引
と
研
究
』（
和

泉
書
院
、
昭
和
　
年
）。
引
用
は
一
類
本
系
統
。
二
類
本
系
統
で
は
「
衛
門
内

６２

侍
の
も
と
に
こ
の
少
将
と
な
の
り
て
み
や
の
お
は
し
た
り
と
き
ゝ
て
い
ひ
や

る
」（「
内
侍
」
に
傍
書
「
命
婦
と
も
」）。
な
お
、「
あ
や
し
く
も
」
歌
は
『
藤

原
義
孝
集
』
一
類
本
で
第
二
句
「
わ
れ
ま
た
き
ぬ
を
」（「
れ
ま
た
」
に
傍
書

「
か
ぬ
れ
」）
と
あ
る
。

８
　
佐
野
み
ど
り
氏
『
風
流
　
造
形
　
物
語
―
日
本
美
術
の
構
造
と
様
態
』（
ス

カ
イ
ド
ア
、
平
成
９
年
）。
当
該
論
文
初
出
は
『
名
宝
日
本
の
美
術
一
〇
巻
　

源
氏
物
語
絵
巻
』（
小
学
館
、
昭
和
　
年
）。

５６

９
　『
後
撰
和
歌
集
』
の
引
用
は
新
日
本
古
典
文
学
大
系
本
。

　
　
能
因
本
系
統
本
を
底
本
と
す
る
旧
全
集
は
、「
苦
し
け
れ
ば
」
を
「
苦
し
け

１０
れ
ど
」
と
校
訂
し
た
上
で
、
頭
注
に
「
底
本
原
本
の
ま
ま
で
、「
雨
な
ら
ぬ
名

の
云
々
と
啓
し
た
れ
ば
」
に
か
け
て
解
く
べ
き
か
も
し
れ
な
い
。」
と
記
す
。

　
　
注
３
、
同
。
八
八
六
～
八
八
七
頁
。

１１　
　
三
田
村
雅
子
氏
『
枕
草
子
　
表
現
の
論
理
』（
有
精
堂
、
平
成
７
年
）
二
章

１２
４
「
歌
語
り
か
ら
の
離
陸
―
ウ
タ
の
空
洞
化
」
２
、
一
二
二
頁
。

　
　
注
　
、
同
。

１３

１２

　
　
注
３
金
子
評
釈
に
「
雨
な
ら
ば
降
り
も
す
べ
き
が
、
雨
に
も
あ
ら
ぬ
無
実

１４
の
名
の
、
世
に
い
ひ
旧
り
た
る
事
よ
と
也
。
降
り
に
旧
り
を
か
け
た
り
。」
と

あ
る
。

　
　
注
４
、
同
。
一
二
二
頁
。

１５　
　
注
４
、
同
。
一
二
〇
頁
。

１６　
　『
春
曙
抄
』
は
末
文
の
寸
評
に
つ
い
て
、
能
因
本
本
文
「
さ
る
君
を
お
き
た

１７

て
ま
つ
り
て
遠
く
こ
そ
え
い
く
ま
じ
け
れ
」
に
従
っ
て
傍
書
に
「
此
乳
母
の

日
向
へ
ゆ
く
を
あ
や
し
み
と
が
め
た
る
詞
也
」
と
記
し
、
標
注
に
「
心
み
じ

か
き
め
の
と
に
て
見
捨
ま
ゐ
ら
す
る
に
や
」
と
難
じ
て
い
て
、
諸
注
釈
書
も

こ
れ
に
な
ら
う
が
ご
と
く
だ
が
、
三
巻
本
系
統
本
文
「
さ
る
君
を
見
置
き
た

て
ま
つ
り
て
こ
そ
、
え
行
く
ま
じ
け
れ
」
と
と
も
に
、
大
輔
命
婦
は
下
向
を

中
止
し
た
よ
う
に
も
読
め
る
（
夫
で
あ
っ
た
佐
伯
公
行
の
に
も
日
向
下
行
の

記
録
も
な
い
）
か
ら
、
扇
は
清
女
が
譲
り
う
け
た
か
も
知
れ
な
い
。

　
　
集
成
説
。
た
だ
し
諸
注
釈
書
の
賛
同
を
得
て
い
る
訳
で
は
な
い
。
全
注
釈

１８
は
「
一
仮
定
説
に
す
ぎ
な
い
」
と
す
る
。『
大
鏡
』
第
四
巻
に
は
、
こ
の
一
件

を
め
ぐ
る
「
長
徳
四
年
四
月
廿
四
日
に
こ
そ
は
く
だ
り
給
に
し
か
、
御
と
し

廿
三
。
い機

か
ば
か
り
あ
は
れ
に
か
な
し
か
り
し

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

こ
と
ぞ
」
の
評
が
み
え
る
。

　
　
渡
瀬
茂
氏
「「
き
」
と
情
動
」（『
国
語
と
国
文
学
』
平
成
　
年
　
月
）
に
は

１９

２１

１１

次
の
よ
う
に
あ
る
。

 
過
去
の
現
象
の
結
果
が
現
在
に
も
存
在
す
る
場
合
に
「
り
・
た
り
」
が
用

い
ら
れ
、
ま
た
過
去
の
現
象
が
現
在
に
ま
で
関
わ
る
場
合
に
は
「
け
り
」

が
用
い
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
助
動
詞
と
並
び
用
い
ら
れ
る
の
で
あ
る
か

ら
、「
き
」
が
表
現
す
る
過
去
は
現
在
と
時
間
的
な
隔
た
り
が
大
き
い
の
み

な
ら
ず
、
そ
の
対
象
が
「
い
ま
こ
こ
」
の
時
空
と
の
あ
い
だ
に
変
転
を
経

た
断
絶
の
関
係
に
あ
り
、
ま
た
喪
失
の
表
現
で
あ
る
と
い
う
の
は
自
然
の

勢
い
で
あ
る
。（
…
中
略
…
）
そ
し
て
、
こ
の
断
絶
・
喪
失
は
情
動
の
表
現

と
な
る
。

　
　『
枕
草
子
』
の
言
述
に
つ
い
て
は
、
小
著
『
言
述
論
　for

   

説
話
集
論
』（
笠

２０
間
書
院
、
平
成
　
年
）、
小
論
「
類
聚
と
想
起
―『
枕
草
子
』
の
言
述
・
続
考
」

１５

（
浜
口
俊
裕
・
古
瀬
雅
義
編
『
枕
草
子
の
新
研
究
』
新
典
社
、
平
成
　
年
、
所

１８

―　　―１２６



収
）、
参
照
。

　
　
　
片
桐
洋
一
氏
『
歌
枕
歌
こ
と
ば
辞
典
』（
笠
間
書
院
）、
久
保
田
淳
氏
・

２１
馬
場
あ
き
子
氏
編
『
歌
こ
と
ば
歌
枕
大
辞
典
』（
角
川
書
店
）、
参
照
。

　
　
平
成
　
年
３
月
改
訂
「
中
学
校
学
習
指
導
要
領
」
第
２
章
第
１
節
「
国
語
」

２２

２０

に
お
け
る
〔
伝
統
的
な
言
語
文
化
と
国
語
の
特
質
に
関
す
る
事
項
〕（
１
）、

各
学
年
「
内
容
」。

　
　
こ
と
わ
る
ま
で
も
な
い
こ
と
だ
が
、
稲
賀
先
生
に
そ
の
視
点
が
な
か
っ
た

２３
と
い
う
の
で
は
な
い
。
稲
賀
敬
二
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
６
『
日
記
文
学
と
『
枕
草

子
』
の
探
求
』（
笠
間
書
院
、
平
成
　
年
２
月
）
に
寄
せ
た
小
文
（
解
説
「
稲

２０

賀
敬
二
先
生
の
声
―
複
雑
な
も
の
を
複
雑
な
ま
ま
で
受
け
取
る
能
力
、
そ
れ

を
そ
の
実
態
の
ま
ま
で
人
に
伝
え
よ
う
と
す
る
努
力
―
」）、
参
照
。

　
　「
教
え
ら
れ
る
が
教
え
て
い
い
の
か
」（『
日
本
文
学
』
平
成
　
年
４
月
）、

２４

１１

「
文
学
／
教
育
の
レ
ッ
ス
ン
（
１
）」（『problem
atique

       
      

Ⅰ
』
平
成
　
年
７
月
）、

１２

『
言
述
論
　for

   

説
話
集
論
』
附
論
（
注
　
所
収
）、「
古
文
学
習
論
―「
読
解

２０

力
」
育
成
に
向
け
た
５
段
階
学
習
（
１
）」（『
中
等
教
育
に
お
け
る
教
科
教
育

内
容
の
開
発
と
そ
の
指
導
』、
広
島
大
学
大
学
院
教
育
学
研
究
科
リ
サ
ー
チ
オ

フ
ィ
ス
報
告
書
、
平
成
　
年
３
月
）、「
同
（
２
）」（『
中
等
教
育
に
お
け
る
教

２０

科
教
育
内
容
に
関
す
る
研
究
』、
広
島
大
学
大
学
院
教
育
学
研
究
科
リ
サ
ー
チ

オ
フ
ィ
ス
報
告
書
、
平
成
　
年
３
月
）
な
ど
。

２１

―　　―１２７


