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谷
の
本
文
捕
捉
の
問
題
点
を
確
認
し
て
お
く
。各
本
文
で
共
通
す
る
表
現
に
は
、

そ
れ
ぞ
れ
傍
線
や
網
掛
を
施
す
な
ど
し
て
、
対
応
し
て
い
る
こ
と
を
明
示
し
て

い
る
。）

3
（

○
　
深
川
本
・
巻
一
・
四
八
丁
表
〜
四
九
丁
裏

我
が
こ
ゝ
ろ
し
ど
ろ
も
ど
ろ
に
な
り
に
け
り
そ
で
よ
り
ほ
か
に
な
み

だ
も
る
ま
で

と
ぞ
お
も
ひ
つ
ゞ
け
ら
る
ゝ
け
し
き
も
、「
げ
に
、
し
る
か
り
け
ん
か
し
。

心
な
ら
ひ
は
、
げ
に
さ
も
や
あ
ら
ん
。
へ
だ
て
あ
る
い
も
せ
を
も
た
ら

ね
ば
」
□
（
と
カ
）
い
ひ
た
は
ぶ
れ
さ
せ
た
ま
ひ
て
、
せ
ん
え
う
殿
に
わ
た
ら
せ

給
ぬ
れ
ば
、
こ
よ
ひ
は
か
ひ
な
か
る
べ
き
な
め
り
と
、
す
さ
ま
じ
う
て
ま

か
で
た
ま
ふ
。
た
そ
が
れ
時
の
ほ
ど
に
、
二
条
大
宮
な
ど
わ
た
り
に
あ
ひ

た
る
女
車
（
後
略
）

○
　
為
家
本
・
巻
一
・
四
七
丁
裏
〜
四
八
丁
裏

我
心
し
ど
ろ
も
ど
ろ
に
な
り
に
け
り
袖
よ
り
ほ
か
に
な
み
だ
も
る
ま
で

は
じ
め
に

三
谷
榮
一
に
よ
っ
て
狭
衣
物
語
の
本
文
が
三
つ
の
系
統
に
分
類
さ
れ
た
こ
と

は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。）

1
（

第
一
系
統
は
深
川
本
が
、
第
二
系
統
は
為
家
本
や
九

条
家
旧
蔵
本
が
、
第
三
系
統
は
流
布
本
が
そ
れ
ぞ
れ
代
表
的
な
伝
本
と
さ
れ

る
。
た
し
か
に
狭
衣
物
語
の
本
文
は
深
川
本
と
異
本
、
流
布
本
の
三
種
の
本
文

に
よ
っ
て
お
お
む
ね
説
明
で
き
る
か
ら
、
三
谷
の
整
理
に
大
き
な
誤
り
は
な

い
。
だ
が
、
た
と
え
ば
第
一
系
統
本
文
の
す
べ
て
が
、
第
二
系
統
本
文
お
よ
び

第
三
系
統
本
文
に
対
立
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
個
別
的
な
本
文
分

析
を
行
う
さ
い
、
こ
の
「
系
統
」
と
い
う
枠
組
み
は
か
え
っ
て
本
文
分
析
に
混

乱
を
招
く
場
合
が
あ
っ
た
。
こ
の
点
、
片
岡
利
博
が
第
一
系
統
本
文
を
深
川
本

系
本
文
、
第
二
系
統
本
文
を
異
本
系
本
文
、
第
三
系
統
本
文
を
流
布
本
系
本
文

と
し
、
各
本
文
の
詳
密
な
分
析
を
可
能
と
す
る
枠
組
み
を
示
し
て
見
せ
た
こ
と

は
狭
衣
物
語
研
究
史
上
大
き
な
で
き
ご
と
で
あ
っ
た
。）

2
（

巻
一
の
本
文
を
例
に
三

︱ 

狭
衣
物
語
（
巻
四
）
の
本
文
分
析 

︱

小

　

林

　

理

　

正

「
返
し
ど
も
な
ど
の
し
ど
け
な
く
な
ら
は
し
聞
え
た
る
所
〴
〵
」
の
解
釈
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こ
こ
ま
で
従
来
の
本
文
捕
捉
で
は
、
狭
衣
物
語
の
本
文
を
理
解
し
き
れ
な
い

こ
と
を
確
認
し
て
き
た
。
本
稿
は
、
片
岡
が
示
し
た
本
文
と
の
向
き
合
い
方
を

踏
ま
え
な
が
ら
、
旧
来
の
本
文
把
握
に
依
拠
す
る
こ
と
は
せ
ず
、
目
の
前
に
あ

る
本
文
を
十
全
に
分
析
す
る
こ
と
で
狭
衣
物
語
の
本
文
の
問
題
を
論
じ
る
も
の

で
あ
る
。一

、
問
題
の
所
在

狭
衣
物
語
巻
四
之
上
。狭
衣
が
春
宮
の
も
と
へ
参
上
し
た
折
、春
宮
は「
ふ
み
」

を
取
り
出
し
て
き
た
。
そ
の
「
ふ
み
」
中
の
、
春
宮
が
「
し
ど
け
な
く
な
ら
は

し
聞
え
た
」
箇
所
を
狭
衣
は
手
直
し
し
て
や
っ
た
。
―
―
上
述
の
ご
と
く
解
釈

さ
れ
る
場
面
を
版
本
（
承
応
版
本
）
の
本
文
で
示
せ
ば
、
次
の
よ
う
に
な
っ
て

い
る
。

○
　
承
応
版
本
・
巻
之
四
上
・
四
一
丁
表

か
く
参
り
給
ふ
お
り
〳
〵
は
、
さ
る
べ
き
ふ
み
共
と
り
出
さ
せ
た
ま
ひ

つ
ゝ
、
返
し
ど
も
な
ど
の
し
ど
け
な
く
な
ら
は
し
聞
え
た
る
所
〴
〵
な
を

し
給
ふ
。

本
稿
で
注
目
す
る
本
文
に
は
傍
線
を
施
し
て
お
い
た
。
こ
の
「
返
し
ど
も
な

ど
の
し
ど
け
な
く
な
ら
は
し
聞
え
た
る
所
〴
〵
」
の
一
文
は
、『
新
潮
日
本
古

典
集
成
』（
以
下
、『
集
成
』））

4
（

で
は
「
東
宮
の
ご
返
歌
な
ど
で
、
例
の
宣
旨
が

い
い
加
減
に
教
え
申
し
あ
げ
た
し
ま
り
の
な
い
箇
所
」（
二
三
四
頁
）
と
読
み

解
か
れ
て
い
る
。
し
か
し
、『
新
全
集
』
で
は
、
底
本
（
平
出
本
）
に
「
か
へ

と
て
、
心
の
中
に
な
が
め
ら
れ
給
け
し
き
も
、
げ
に
、
し
る
か
り
け
ん
か

し
。
そ
の
よ
も
、
宣（

マ

マ

）

臞
殿
に
わ
た
ら
せ
給
ぬ
れ
ば
、
い
と
く
ち
を
し
う
て
、

た
そ
が
れ
時
の
程
に
ま
か
せで

給
に
、
二
条
と

（
マ
マ
）

大
宮
に
さ
し
あ
ひ
た
る
女

ぐ
る
ま
の
、
う
し
の
ひ
き
か
へ
な
ど
し
て
、
と
を
き
ほ
ど
よ
り
と
み
ゆ
る

に
（
後
略
）

○
　
承
応
版
本
・
巻
一
之
上
・
四
〇
丁
表
〜
四
一
丁
表

我
心
し
ど
ろ
も
ど
ろ
に
な
り
に
け
り
袖
よ
り
外
に
な
み
だ
も
る
ま
で

と
ぞ
思
ひ
つ
ゞ
け
ら（

マ
マ
）る

心
な
ら
ひ
は
、「
げ
に
、
さ
も
や
あ
ら
む
。
ま
こ

と
な
ら
ぬ
い
も
う
と
を
も
た
ら
ぬ

（
マ
マ
）ば

」な
ど
い
ひ
た
は
ぶ
れ
さ
せ
給
ひ
て
、

せ
ん
え
う
殿
に
わ
た
ら
せ
給
ぬ
れ
ば
、
こ
よ
ひ
は
か
ひ
も
あ
る
ま
じ
き
な

め
り
と
、
す
さ
ま
じ
く
ま
か
で
給
ひ
ぬ
。
た
そ
が
れ
ど
き
の
ほ
ど
に
、
二

条
大
宮
の
ほ
ど
に
あ
ひ
た
る
女
ぐ
る
ま
（
後
略
）

た
と
え
ば
右
の
深
川
本
本
文
を
、
三
谷
系
統
論
に
し
た
が
い
、
第
一
系
統
本

文
だ
と
十
把
一
絡
げ
に
説
明
し
て
し
ま
え
ば
、
承
応
版
本
と
の
語
句
一
致
を
説

明
で
き
な
く
な
る
。
第
一
系
統
や
第
二
系
統
、
あ
る
い
は
第
一
類
や
第
二
類
と

か
い
っ
た
枠
組
み
は
本
文
全
体

0

0

を
指
す
こ
と
は
で
き
て
も
個
別
的
な
本
文
分
析

に
は
向
か
な
い
の
で
あ
る
。
な
お
、挙
例
の
深
川
本
本
文
に
お
い
て
〝
純
粋
な
〞

第
一
系
統
本
文
と
い
え
る
の
は
、
囲
み
表
示
部
「
へ
だ
て
あ
る
い
も
せ
」
の
み

で
あ
る
。
深
川
本
当
該
部
が
流
布
本
系
本
文
を
基
本
本
文
と
し
な
が
ら
、
異
本

系
本
文
を
混
入
さ
せ
た
様
相
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
こ

の
本
文
の
混
態
を
三
谷
の
本
文
把
握
で
は
説
明
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
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本
系
本
文
）
と
第
三
系
統
本
文
（
流
布
本
系
本
文
）
が
と
も
に
一
群
を
形
成
す

る
と
さ
れ
、
そ
れ
以
前
の
巻
と
は
本
文
理
解
の
有
り
様
が
異
な
る
。）

5
（

本
稿
で
問

題
と
す
る
箇
所
に
は
、
本
文
を
グ
ル
ー
ピ
ン
グ
で
き
る
ほ
ど
の
異
同
は
管
見
の

か
ぎ
り
見
当
た
ら
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
こ
で
は
「
返
し
ど
も
な
ど
」
と
本
文

を
た
て
る
も
の
、「
文
字
ど
も
な
ど
」
と
本
文
を
作
る
も
の
、
全
訳
の
た
め
に

校
訂
本
文
を
示
さ
な
い
も
の
、
以
上
三
パ
タ
ン
に
分
け
、
そ
の
校
訂
本
文
お
よ
び

解
釈
を
一
覧
し
、傍
線
部
本
文
の
通
説
が
如
何
な
る
も
の
で
あ
る
か
確
認
す
る
。

Ａ
【「
返
し
ど
も
な
ど
の
」
と
す
る
も
の
】

○
　『
大
系
』・
三
七
三
頁

か
う
参
り
給
ふ
お
り
お
り
は
、さ
る
べ
き
文
ど
も
取
り
出
で
さ
せ
給
つ
ゝ
、

返
し
ど
も
な
ど
の
、
し
ど
け
な
く
習
は
し
聞
え
さ
せ
た
る
所
々
、
直
し
給
。

﹇
頭
注
一
六
﹈

春
宮
は
、
い
つ
も
見
所
の
あ
る
よ
う
な
懸
想
文
な
ど
を
取
出
し
な
さ
れ
な

が
ら
狭
衣
に
見
せ
、
女
へ
の
返
事
な
ど
で
、
い
い
か
げ
ん
に
書
く
こ
と
を

侍
女
達
が
お
書
き
馴
ら
し
申
し
あ
げ
な
さ
れ
て
い
た
春
宮
の
筆
の
箇
所
な

ど
を

○
　『
全
書
』
下
・
一
八
五
頁

か
く
参
り
給
ふ
折
々
は
、さ
る
べ
き
　
文
ど
も
取
り
出
で
さ
せ
給
ひ
つ
つ
、

返
し
ど
も
な
ど
の
し
ど
け
な
く
習
は
し
聞
え
た
る
所
々
直
し
給
ふ
。

﹇
頭
注
一
三
﹈

か
う
し
て
、
狭
衣
が
春
宮
の
御
部
屋
に
参
上
な
さ
る
と
、
春
宮
は
そ
の
都

し
ど
も
な
ど
の
」
と
あ
り
な
が
ら
、
そ
の
校
訂
本
文
は
「
文
字
ど
も
な
ど
の
、

し
ど
け
な
く
習
は
し
き
こ
え
さ
せ
た
る
所
々
」（
二
五
九
頁
）
と
な
っ
て
い
る
。

『
新
全
集
』
の
巻
四
担
当
者
（
後
藤
祥
子
）
は
「
か
へ
し
ど
も
な
ど
の
」
と
い

う
平
出
本
本
文
が
損
傷
し
て
い
る
と
判
断
し
た
か
ら
こ
そ
他
本（
紅
梅
文
庫
本
）

に
拠
っ
て
「
文
字
ど
も
な
ど
の
」
へ
校
訂
し
た
と
推
察
さ
れ
る
。
問
題
は
、
注

釈
書
間
で
同
じ
本
文
に
対
し
て
見
解
が
分
か
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
状

況
下
に
あ
っ
て
も
当
該
表
現
の
分
析
、
お
よ
び
本
文
批
評
が
こ
れ
ま
で
な
さ
れ

た
こ
と
が
な
い
こ
と
で
あ
る
。「
返
し
ど
も
な
ど
」が
損
傷
本
文
で
あ
れ
ば
『
集

成
』
の
本
文
は
誤
り
と
い
う
こ
と
に
な
る
。「
文
字
ど
も
な
ど
」
へ
の
校
訂
が

間
違
っ
て
い
る
な
ら
ば
、『
新
全
集
』の
措
置
は
見
当
違
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

こ
の
二
パ
タ
ン
は
共
存
し
え
な
い
解
釈
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
ま

で
当
該
本
文
を
め
ぐ
る
本
文
分
析
は
な
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
同
一
本
文
に
対

し
て
そ
の
理
解
が
揺
れ
る
と
き
、
検
討
本
文
の
損
傷
を
疑
っ
て
も
よ
か
っ
た
の

で
は
な
か
っ
た
か
。
本
稿
で
は
「
返
し
ど
も
な
ど
の
し
ど
け
な
く
な
ら
は
し
聞

え
た
る
所
〴
〵
」
の
読
解
を
と
お
し
て
、
通
行
す
る
注
釈
書
の
解
釈
の
是
非
を

問
う
た
う
え
で
、
当
該
本
文
の
分
析
を
行
う
。

二
、
通
説
の
揺
れ

狭
衣
物
語
の
注
釈
書
は
、
深
川
本
系
本
文
、
ま
た
は
流
布
本
系
本
文
を
基
本

と
す
る
伝
本
を
底
本
に
採
用
し
て
い
る
。
巻
一
か
ら
巻
三
ま
で
は
上
述
の
把
握

で
よ
い
が
、
巻
四
の
み
三
谷
系
統
論
で
い
う
と
こ
ろ
の
第
一
系
統
本
文
（
深
川
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ど
も
な
ど
の
、
し
ど
け
な
く
習
は
し
き
こ
え
た
る
所
々
、
直
し
た
ま
ふ
。

﹇
現
代
語
訳
﹈・
四
〇
五
頁

こ
の
よ
う
に
（
狭
衣
が
）
参
上
な
さ
っ
た
所
々
に
、
し
か
る
べ
き
漢
籍
な

ど
を
取
り
出
し
に
な
さ
っ
て
は
文
字
な
ど
で
、（
東
宮
学
士
が
）
い
い
加

減
に
学
ば
せ
申
し
あ
げ
た
所
々
を
、（
狭
衣
が
）
お
直
し
に
な
る
。

Ｃ
【
校
訂
本
文
を
示
さ
な
い
も
の
】

○
　『
全
譯
』
下
・
一
六
二
頁

か
う
し
て
狭
衣
が
春
宮
の
所
へ
參
る
折
々
は
さ
る
べ
き
御
文
な
ど
を
と
り

だ
し
て
、
文
字
の
ま
ず
い

0

0

0

所
な
ど
を
直
し
て
お
貰
ひ
な
る
の
で
あ
つ
た
。

 

（
圏
点
マ
マ
）

Ａ
Ｂ
Ｃ
で
解
釈
に
違
い
が
認
め
ら
れ
る
箇
所
に
は
、
破
線
・
傍
線
・
波
線
を

そ
れ
ぞ
れ
施
し
て
あ
る
。「
返
し
ど
も
な
ど
」
と
「
文
字
ど
も
な
ど
」
の
違
い

は
本
文
そ
の
も
の
が
異
な
る
か
ら
、
い
ま
は
措
く
と
し
て
、
破
線
部
と
波
線
部

の
解
釈
の
揺
れ
に
つ
い
て
ま
と
め
る
。
ま
ず
は
「
返
し
ど
も
な
ど
」
の
本
文
を

た
て
る
『
大
系
』『
全
書
』『
集
成
』
の
事
例
を
み
る
。『
大
系
』『
全
書
』
は
破

線
部
を
「
見
所
の
あ
る
よ
う
な
懸
想
文
な
ど
」
や
「
然
る
べ
き
手
紙
の
類
」
と

読
み
解
い
て
い
る
。『
集
成
』
は
当
該
本
文
の
傍
注
に
「
し
か
る
べ
き
手
紙
類
」

と
記
し
て
い
る
か
ら
、そ
の
解
釈
は
『
大
系
』『
全
書
』
と
相
違
な
い
。
し
か
し
、

波
線
部
、
つ
ま
り
、
春
宮
へ
「
返
し
ど
も
な
ど
」
を
「
し
ど
け
な
く
習
は
し
き

こ
え
た
」人
物
に
関
す
る
理
解
が
揺
れ
て
い
る
。『
大
系
』は「
侍
女
達
」、『
全
書
』

『
集
成
』
は
「
宣
旨
」
が
動
作
主
と
な
っ
て
い
る
。
な
る
ほ
ど
、
た
し
か
に
問

度
、
然
る
べ
き
手
紙
の
類
を
お
取
り
出
し
に
な
り
、
狭
衣
は
、
そ
れ
を
拝

見
し
て
、
返
歌
な
ど
に
つ
い
て
い
い
加
減
に
宣
旨
が
教
へ
申
し
上
げ
た
箇

所
を
直
し
て
さ
し
上
げ
る
。

○
　『
集
成
』
下
・
二
三
四
頁

か
く
参
り
た
ま
ふ
折
々
は
、
さ
る
べ
き
文
ど
も
取
り
出
で
さ
せ
た
ま
ひ
つ

つ
、
返
し
ど
も
な
ど
の
し
ど
け
な
く
習
は
し
き
こ
え
た
る
所
々
直
し
た
ま

ふ
。

﹇
頭
注
五
﹈

狭
衣
は
、
そ
れ
を
拝
見
し
て
は
、
東
宮
の
ご
返
歌
な
ど
で
、
例
の
宣
旨
が

い
い
加
減
に
教
え
申
し
あ
げ
た
し
ま
り
の
な
い
箇
所
を
お
直
し
に
な
る
。

Ｂ
【「
文
字
ど
も
な
ど
の
」
と
す
る
も
の
】

○
　『
新
全
集
』
②
・
二
五
九
頁

か
う
参
る
だ
に
、
折
々
は
、
さ
る
べ
き
文
ど
も
取
り
出
で
さ
せ
た
ま
ひ
つ

つ
、
文
字
ど
も
な
ど
の
、
し
ど
け
な
く
習
は
し
き
こ
え
さ
せ
た
る
所
々
、

直
し
た
ま
ふ
。

﹇
現
代
語
訳
﹈

こ
う
や
っ
て
参
上
す
る
の
さ
え
、
春
宮
は
時
々
は
し
か
る
べ
き
漢
籍
な
ど

を
お
取
り
出
し
に
な
り
、
大
将
が
春
宮
の
文
字
な
ど
を
き
っ
ち
り
と
で
は

な
い
が
、そ
れ
と
な
く
お
教
え
し
た
よ
う
な
部
分
部
分
を
直
し
た
り
な
さ
る
。

○
　『
全
註
釈
』
⑦
・
四
〇
一
頁

か
く
参
り
た
る
折
々
、
さ
る
べ
き
文
ど
も
取
り
出
で
た
ま
ひ
つ
つ
、
文
字
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『
全
譯
』『
新
全
集
』
は
、
底
本
に
「
返
し
ど
も
な
ど
」
と
あ
り
な
が
ら
、「
文

字
ど
も
な
ど
」
と
解
釈
、
ま
た
は
本
文
を
校
訂
し
て
い
る
。
こ
の
在
り
方
を
み

る
か
ぎ
り
、「
返
し
ど
も
な
ど
」
の
一
文
に
問
題
が
あ
る
と
判
断
し
て
い
た
よ

う
で
あ
る
。『
全
譯
』の
破
線
部
解
釈
は「
さ
る
べ
き
ふ
み
共
」に
敬
語
を
加
え
、

語
調
を
整
え
た
程
度
で
あ
り
、
具
体
的
な
こ
と
を
示
さ
な
い
。
ま
た
「
し
ど
け

な
く
な
ら
は
し
聞
え
た
」
人
物
に
つ
い
て
は
、
ど
の
よ
う
に
読
み
解
い
て
い
た

か
詳
ら
か
で
な
い
。『
新
全
集
』
は
破
線
部
を
「
し
か
る
べ
き
漢
籍
な
ど
」
と

読
み
解
い
て
い
る
。
多
義
語
で
あ
る
「
ふ
み
」
を
漢
籍
と
解
釈
し
た
こ
と
に
因

る
の
だ
ろ
う
。
波
線
部
を
み
る
と
、
春
宮
へ
「
文
字
ど
も
な
ど
」
を
「
し
ど
け

な
く
習
は
し
き
こ
え
さ
せ
た
」の
は
大
将
、す
な
わ
ち
狭
衣
と
さ
れ
て
い
る
。『
全

註
釈
』
は
『
新
全
集
』
と
破
線
・
傍
線
部
の
理
解
が
同
様
な
が
ら
波
線
部
の
み

東
宮
学
士
が
動
作
主
と
読
み
解
か
れ
、
そ
の
解
釈
に
違
い
が
認
め
ら
れ
る
。

こ
こ
ま
で
主
だ
っ
た
注
釈
書
に
よ
っ
て
通
行
す
る
解
釈
を
確
認
し
た
。
こ
こ

か
ら
は
注
釈
者
各
々
が
自
ら
の
解
釈
に
従
い
、
当
該
部
を
読
み
解
い
て
い
る
と

知
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、「
さ
る
べ
き
ふ
み
共
」
の
解
釈
、
お
よ
び
「
し

ど
け
な
く
な
ら
は
し
聞
え
た
」
人
物
が
誰
か
と
い
う
点
は
、
そ
の
理
解
が
い
ま

だ
充
分
な
も
の
と
は
い
え
な
い
。
原
本
に
な
い

0

0

0

0

0

「
侍
女
」や「
宣
旨
」お
よ
び「
東

宮
学
士
」
な
ど
の
動
作
主
を
補
わ
な
け
れ
ば
読
み
解
く
こ
と
が
で
き
な
い
「
返

し
ど
も
な
ど
の
し
ど
け
な
く
な
ら
は
し
聞
え
た
る
所
〴
〵
」
の
一
文
が
、
従
来

そ
の
ま
ま
読
み
解
か
れ
て
き
た
と
こ
ろ
を
み
る
か
ぎ
り
、
当
該
本
文
の
分
析
は

い
ま
な
お
不
充
分
な
の
だ
ろ
う
。

題
の
箇
所
以
前
、
次
に
掲
げ
る
本
文
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
宣
旨
か
ら
和
歌

贈
答
に
か
か
る
こ
と
を
春
宮
は
教
え
て
も
ら
っ
て
い
た
。

○
　
承
応
版
本
・
巻
四
之
上
・
三
八
丁
表
〜
裏

ま
だ
し
き
に
さ
み
だ
れ
が
ち
に
て
物
む
つ
か
し
き
ひ
る
つ
か
た
、
大
将
ど

の
春
宮
の
御
か
た
に
参
り
給
へ
れ
ば
、
御
手
な
ら
ひ
な
ど
せ
さ
せ
た
ま
ひ

て
、
色
〻
の
か
み
な
る
ふ
み
共
と
り
ち
ら
さ
れ
た
り
。「
な
ど
か
時
〴
〵

は
か
や
う
の
物
も
見
せ
さ
せ
た
ま
は
ぬ
。
い
と
う
る
さ
き
事
ど
も
に
は
め

し
ま
つ
は
し
て
」
と
え
ん
じ
聞
え
給
へ
ば
、
な
ま
は
づ
か
し
と
お
ぼ
し
た

る
御
け
し
き
に
て
、
中
〳
〵
ふ
と
も
え
と
り
か
く
さ
せ
給
は
ぬ
に
、
む
ら

さ
き
の
か
み
の
な
べ
て
な
ら
ぬ
さ
ま
し
た
る
、
む
す
び
め
な
ど
も
た
ゞ
い

ま
の
と
見
ゆ
る
を
、
ゆ
か
し
が
り
申
し
た
ま
へ
ば
、
え
お
し
ま
せ
給
は
で
、

「『
式
部
卿
の
宮
の
姫
君
に
聞
え
よ
』
と
大
宮
の
ゝ
給
ひ
し
か
ば
、
せ
ん
じ

が
を
し
へ
つ
る
ま
ゝ
に
か
き
て
や
り
つ
る
」
と
て
た
ま
は
せ
た
り
。

右
の
本
文
を
手
掛
か
り
と
す
る
こ
と
で
『
全
書
』『
集
成
』
の
解
釈
が
生
じ

た
と
す
る
こ
と
は
で
き
る
。
だ
が
、
だ
と
す
る
と
、
破
線
部
と
傍
線
部
の
解
釈

が
『
全
書
』『
集
成
』
と
お
お
む
ね
同
じ
『
大
系
』
と
の
間
で
理
解
が
異
な
る

点
を
ど
の
よ
う
に
判
断
す
れ
ば
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
春
宮
へ
「
返
し
ど
も

な
ど
」を
「
し
ど
け
な
く
習
は
し
き
こ
え
た
」人
物
が
誰
か
と
い
う
問
題
は
「
文

字
ど
も
な
ど
」と
本
文
を
た
て
る
注
釈
書
間
に
お
い
て
も
揺
れ
て
い
る
。『
全
譯
』

『
新
全
集
』『
全
註
釈
』
の
解
釈
も
整
理
し
、
も
う
少
し
こ
の
問
題
を
ま
と
め
て

お
こ
う
と
思
う
。
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を
同
格
で
読
み
解
け
な
い
こ
と
、
ま
た
こ
れ
を
主
格
で
読
み
解
こ
う
と
す
る
と

き
、「
返
し
」
が
動
作
主
と
な
り
え
な
い
こ
と
、
以
上
二
点
が
問
題
と
な
る
が
、

「
か
へ
し
」
は
「
か
く
し
」、
つ
ま
り
「
学
士
」
を
意
味
す
る
本
文
が
損
傷
し
た

も
の
で
あ
る
と
想
定
す
れ
ば
、「
返
し
ど
も
な
ど
の
し
ど
け
な
く
な
ら
は
し
聞

え
た
る
所
〴
〵
」に
ま
つ
わ
る
解
釈
上
の
不
審
は
た
ち
ど
こ
ろ
に
解
消
さ
れ
る
。

「
へ
（
部
）」
と
「
く
（
久
）」
の
字
形
類
似
に
よ
る
誤
写
に
よ
っ
て
、
も
と
も
と

「
か
く
し
と
も
な
と
の
」と
あ
っ
た
も
の
が「
か
へ
し
と
も
な
と
の
」に
転
化
し
、

い
ま
に
伝
わ
っ
た
と
推
察
さ
れ
る
。）

7
（

手
許
に
あ
る
資
料
の
中
か
ら
校
異
を
確
認
し
た
と
こ
ろ
、「
返
し
」
に
対
応

す
る
異
文
に
は
い
く
つ
か
の
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
あ
る
と
知
ら
れ
る
。）

8
（

た
と

え
ば
宇
和
島
伊
達
文
化
保
存
会
本
に
は
「
は
か
せ
と
も
」
と
あ
る
。
慈
鎮
本
に

は
「
か
う
し
と
も
」
と
あ
り
、
九
大
細
川
本
に
は
「
か
く
し
と
も
」
と
あ
る
。

こ
の
ほ
か
、為
家
本
に
は
「
ふ
み
し
と
も
」、為
相
本
に
は
「
か
た
こ
と
ゝ
も
」、

松
浦
本
に
は
「
も
し
と
も
」、
為
定
本
に
は
「
か
へ
り
と
も
」
と
あ
る
。
た
だ

し
、
為
秀
本
は
問
題
の
場
面
が
「
か
く
ま
い
り
給
を
り
〳
〵
は
、
さ
る
べ
き
ふ

み
ど
も
と
り
い
で
さ
せ
給
て
、し
ど
け
な
き
所
〴
〵
な
を
さ
せ
給
」
と
あ
っ
て
、

細
か
な
異
同
が
認
め
ら
れ
る
う
え
に
「
返
し
ど
も
な
ど
」
に
対
応
す
る
本
文
を

有
し
な
い
。
宇
和
島
伊
達
文
化
保
存
会
本
と
九
大
細
川
本
を
除
け
ば
、
右
に
掲

げ
た
伝
本
は
主
に
鎌
倉
写
本
で
あ
る
か
ら
、
鎌
倉
期
に
は
い
く
つ
か
の
ヴ
ァ
リ

エ
ー
シ
ョ
ン
が
既
に
発
生
し
て
い
た
実
態
が
窺
わ
れ
る
。こ
こ
で
肝
腎
な
の
は
、

た
と
え
ば
九
大
細
川
本
「
か
く
し
と
も
」
が
「
学
士
ど
も
」
と
読
み
解
け
る
こ

三
、
損
傷
本
文
お
よ
び
通
説
の
整
訂

損
傷
本
文
で
あ
る
可
能
性
を
考
慮
し
た
う
え
で
、
問
題
の
本
文
を
な
が
め

て
い
る
と
、「
返
し
ど
も
な
ど
の
」
あ
る
い
は
「
文
字
ど
も
な
ど
の
」
の
「
の
」

の
解
釈
に
問
題
が
あ
る
よ
う
に
み
え
る
。『
全
書
』『
新
全
集
』は
そ
れ
ぞ
れ「
の
」

を
「
に
つ
い
て
」「
を
」
と
読
み
解
い
て
い
る
。『
全
譯
』
は
「
文
字
の
」
と
訳

出
し
て
い
る
が
、「
の
」
を
ど
の
よ
う
に
理
解
し
て
い
る
の
か
、
こ
の
解
釈
か

ら
は
分
か
ら
な
い
。
こ
れ
ら
以
外
の
『
大
系
』『
集
成
』『
全
註
釈
』
は
「
の
」

を
同
格
と
判
断
し
て
い
る
。
仮
に
「
返
し
ど
も
な
ど
の
」、「
文
字
ど
も
な
ど
の
」

の
「
の
」
を
同
格
と
解
釈
す
る
場
合
、「
し
ど
け
な
く
習
は
し
き
こ
え
た
る
」
を
、

そ
の
直
後
に
あ
る「
所
々
」に
か
か
る
表
現
と
み
る
こ
と
は
で
き
な
い
。）

6
（

――「
返

し
ど
も
な
ど
の
」「
文
字
ど
も
な
ど
の
」
と
本
文
異
同
が
認
め
ら
れ
る
け
れ
ど
、

こ
こ
に
み
え
る
「
の
」
を
同
格
と
読
み
解
い
た
時
点
で
、
そ
の
解
釈
は
誤
り
と

い
う
こ
と
に
な
る
。

で
は
、
こ
の
「
の
」
は
ど
の
よ
う
に
解
釈
す
べ
き
で
あ
っ
た
の
か
。
こ
こ

は
主
格
で
読
み
解
く
の
が
よ
か
ろ
う
。
主
格
と
し
て
「
の
」
を
解
釈
す
れ
ば
、

「
返
し
ど
も
な
ど
」「
文
字
ど
も
な
ど
」
は
文
脈
上
「
し
ど
け
な
く
習
は
し
き
こ

え
た
」
動
作
主
に
相
当
す
る
こ
と
に
な
る
。
だ
が
、
こ
れ
で
は
意
味
を
な
さ
な

い
。
こ
こ
で
承
応
版
本
に
「
返
し
」
と
あ
っ
た
こ
と
を
思
い
か
え
し
た
い
。
承

応
版
本
に
拠
る
と
「
返
し
」
と
記
さ
れ
て
い
る
が
、
た
と
え
ば
元
和
九
年
本
で

確
認
す
る
と
「
か
へ
し
と
も
な
と
の
」と
あ
る
。「
返
し
ど
も
な
ど
の
」の
「
の
」
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布
本
・
引
用
者
注
）
に
は
「
返
し
」と
あ
り
、そ
の
場
合
は
「
さ
る
べ
き
文
ど
も
」

は
手
紙
の
こ
と
に
な
る
」
と
の
語
釈
は
、
こ
こ
ま
で
の
検
討
か
ら
明
ら
か
な
よ

う
に
無
用
で
あ
る
。

四
、「
紹
巴
本
＝
流
布
本
の
原
型
」
説
へ
の
疑
問

「
返
し
ど
も
な
ど
の
」
が
損
傷
本
文
で
あ
る
こ
と
は
既
に
述
べ
た
と
お
り
で

あ
る
。
こ
こ
で
確
認
し
た
い
の
は
、
こ
の
損
傷
が
流
布
本
作
成
の
さ
い
に
生
じ

た
も
の
な
の
か
、
ま
た
は
そ
れ
以
前
の
も
の
で
あ
る
の
か
、
で
あ
る
。
流
布
本

は
そ
の
原
型
が
紹
巴
所
用
本
に
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。）

10
（

紹
巴
自
筆
本
は
発
見

さ
れ
て
い
な
い
が
、
紹
巴
所
用
本
を
写
し
た
旨
を
記
す
識
語
を
備
え
た
伝
本
は

残
っ
て
お
り
、
そ
の
本
文
を
確
認
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
そ
こ
で
大
阪
天

満
宮
御
文
庫
蔵
木
戸
元
斎
筆
本
（
以
下
、
元
斎
本
）
に
拠
っ
て
、
検
討
箇
所
を

確
認
す
る
と
、
次
の
よ
う
に
あ
り
、
流
布
本
と
の
間
に
異
同
が
認
め
ら
れ
る
。）

11
（

検
討
の
都
合
上
、
引
用
本
文
の
表
記
は
原
本
の
ま
ま
と
し
、
清
濁
、
句
読
点
の

類
い
は
施
さ
な
か
っ
た
。ミ
セ
ケ
チ
は「
取
り
消
し
線
」に
よ
っ
て
示
し
て
い
る
。

○
　
元
斎
本
・
巻
四
・
三
七
丁
裏

か
う
ま
い
り
た
る
お
り
〳
〵
のは

さ
る
へ
き
ふ
み
と
も
と
り
い
て
さ
せ
給

つ
ゝ
学
生
と
も
な
と
の
し
と
け
な
う
な
ら
は
し
き
こ
え
た
る
と
こ
ろ
〳
〵

な
を
し
給

こ
の
元
斎
本
に
拠
る
と
、
傍
線
部
は
〝
大
学
寮
で
学
ぶ
者
ど
も
な
ど
が
、
い

い
加
減
に
教
え
申
し
あ
げ
た
箇
所
を
（
狭
衣
ガ
）
直
し
な
さ
る
〞
と
読
み
解
く

と
で
あ
り
、
こ
の
本
文
で
あ
れ
ば
「
し
ど
け
な
く
な
ら
は
し
聞
え
」
た
人
物
と

し
て
過
不
足
な
く
解
釈
可
能
で
あ
る
こ
と
だ
。
慈
鎮
本
「
か
う
し
と
も
」
は
字

句
ど
お
り
に
読
み
解
け
ば
「
講
師
ど
も
」
と
校
訂
す
る
こ
と
も
可
能
だ
が
、
こ

の
理
解
で
は
文
脈
に
な
じ
ま
な
い
。九
大
細
川
本
の
在
り
方
に
鑑
み
、「
か
く
し
」

と
あ
っ
た
も
の
が
ウ
音
便
の
た
め
に
「
か
う
し
」
と
変
化
し
た
派
生
本
文
と
み

て
お
く
の
が
よ
か
ろ
う
。

こ
こ
ま
で
の
検
討
に
よ
っ
て
「
返
し
ど
も
な
ど
の
」
が
損
傷
し
て
い
る
こ
と

は
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
底
本
に
「
返
し
ど
も
」
と
あ
り
な
が
ら
「
文

字
ど
も
」
へ
校
訂
し
て
い
た
『
全
譯
』『
新
全
集
』
の
校
訂
態
度
が
正
し
い
も

の
で
あ
っ
た
と
分
か
る
。
だ
が
、「
文
字
ど
も
な
ど
の
」
も
ま
た
「
返
し
ど
も

な
ど
の
」
と
同
様
「
し
ど
け
な
く
習
は
し
き
こ
え
」
た
人
物
た
り
え
な
い
点
に

お
い
て
意
味
不
通
本
文
と
い
え
る
。「
返
し
ど
も
な
ど
の
し
ど
け
な
く
な
ら
は

し
聞
え
た
る
所
〴
〵
な
を
し
給
ふ
」
の
一
文
は
、
本
来
「
学
士
ど
も
な
ど
の
、

し
ど
け
な
く
習
は
し
き
こ
え
た
る
所
々
直
し
た
ま
ふ
」
と
校
訂
さ
れ
、〝
春
宮

へ
経
書
を
教
え
る
学
者
ら
な
ど
が
、い
い
加
減
に
教
え
申
し
あ
げ
た
箇
所
を（
狭

衣
ガ
）
直
し
な
さ
る
〞
と
読
み
解
か
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ

し
て
、
学
士
や
博
士
な
ど
が
「
し
ど
け
な
く
習
は
し
き
こ
え
」
て
い
た
わ
け
だ

か
ら
、
春
宮
が
取
り
出
し
て
き
た
「
さ
る
べ
き
ふ
み
共
」
は
文
脈
上
、
漢
籍
を

意
味
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。「
さ
る
べ
き
ふ
み
共
」
を
手
紙
や
懸
想
文
と
読

み
解
く
の
は
誤
り
で
あ
る
。
な
お
『
全
註
釈
』
は
「
文
字
ど
も
な
ど
の
」
の
解

釈
を
除
け
ば
、
稿
者
私
解
と
ほ
ぼ
同
様
だ
が
、）

9
（

「
内
閣
文
庫
本
と
第
三
系
統
（
流
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斯
界
に
お
い
て
「
紹
巴
本
＝
流
布
本
の
原
型
」
説
は
支
持
さ
れ
て
い
る
よ
う
だ

が
、
仮
に
従
来
ど
お
り
「
紹
巴
本
＝
流
布
本
の
原
型
」
と
す
る
と
、
流
布
本
は

紹
巴
本
（
元
斎
本
）「
学
生
と
も
な
と
の
し
と
け
な
う
な
ら
は
し
き
こ
え
た
る

と
こ
ろ
〳
〵
な
を
し
給
」
の
一
文
が
解
釈
可
能
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ

れ
を
意
味
不
通
本
文
「
返
し
ど
も
な
ど
の
」
へ
校
訂
し
た
こ
と
に
な
る
。
よ
り

分
か
り
や
す
い
本
文
へ
改
め
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
本
文
校
訂
の
在
り
方
も
理

解
し
や
す
い
。
け
れ
ど
も
、
こ
れ
と
は
逆
の
本
文
批
評
が
な
さ
れ
た
と
み
る
の

は
、
深
川
本
の
本
文
や
異
本
の
本
文
と
比
較
し
て
〝
読
み
や
す
い
〞
流
布
本
本

文
に
あ
っ
て
、
あ
ま
り
に
も
不
審
で
あ
る
。「
紹
巴
本
＝
流
布
本
の
原
型
」
説

に
は
再
検
証
が
必
要
で
あ
る
。

ま
と
め

こ
こ
ま
で
「
返
し
ど
も
な
ど
の
し
ど
け
な
く
な
ら
は
し
聞
え
た
る
所
〴
〵
」

の
一
文
の
本
文
分
析
を
と
お
し
て
、
通
行
す
る
注
釈
書
の
在
り
方
を
再
検
討
し

て
き
た
。
如
上
の
作
業
を
つ
う
じ
て
「
返
し
ど
も
な
ど
の
」「
文
字
ど
も
な
ど

の
」
が
解
釈
不
能
本
文
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
、
通
説
に
無
理
の
あ
る
こ
と
を

示
す
こ
と
が
で
き
た
か
と
思
う
。
本
稿
で
は
、
お
び
た
だ
し
い
ヴ
ァ
リ
ア
ン
ト

で
知
ら
れ
る
狭
衣
物
語
の
本
文
を
鑑
賞
論
的
価
値
判
断
か
ら
云
々
す
る
の
で
は

な
く
、
正
確
に
読
み
解
く
こ
と
で
本
文
の
問
題
を
論
じ
て
み
た
。〝
本
文
読
解

は
狭
衣
物
語
の
本
文
の
問
題
を
剔
抉
し
う
る
〞
と
示
せ
た
な
ら
ば
、
本
稿
に
も

意
味
が
あ
っ
た
か
と
思
う
。）

14
（

本
稿
の
是
非
に
つ
い
て
は
、
諸
賢
の
ご
批
正
を
庶

こ
と
が
で
き
る
。「
返
し
ど
も
な
ど
」
が
「
し
ど
け
な
く
な
ら
は
し
聞
え
た
」

動
作
主
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
て
い
た
問
題
が
、
元
斎
本
本
文
で
は
解
消

さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
肝
要
な
の
は
、「
学
生
」
か
ら
「
返
し
」
と
い
う
本
文

が
発
生
す
る
と
は
考
え
に
く
い
こ
と
で
あ
る
。
た
と
え
「
学
生
」
が
「
か
く
し

や
う
」
と
平
仮
名
で
記
さ
れ
て
い
た
と
し
て
も
、「
返
し
」
ま
た
は
「
か
へ
し
」

と
本
文
が
転
化
す
る
可
能
性
は
か
ぎ
り
な
く
わ
ず
か
で
あ
る
。そ
の
一
方
で「
学

生
と
も
な
と
」
は
、
以
下
の
想
定
に
従
う
か
ぎ
り
、
為
定
本
に
み
え
る
「
か
へ

り
と
も
な
と
」
か
ら
充
分
発
生
し
う
る
本
文
で
あ
る
と
い
え
る
。）

12
（

ま
ず
「
か
へ

り
」
を
「
加
部
里
」
の
表
記
で
伝
え
る
写
本
か
ら
「
か
く
り
（
加
久
里

0

0

）」
な
る

本
文
が
字
形
類
似
に
よ
る
誤
写
に
よ
っ
て
生
じ
る
。
し
か
し
、こ
の
「
か
く
り
」

で
は
意
味
を
な
さ
な
い
。
読
者
で
も
あ
り
、
作
者
で
も
あ
っ
た
享
受
者
ら
は
、

「
か
く
り
（
加
久
里0

）」
が
「
か
く
生
（
加
久
生0

）」
の
誤
写
本
文
で
あ
る
と
文
脈

よ
り
判
断
し
、
こ
れ
を
正
す
こ
と
で
「
か
く
生
」
本
文
が
発
生
し
た
の
で
は
な

い
か
。
こ
の
「
か
く
生
」
に
漢
字
を
宛
て
れ
ば
「
学
生
」、
す
な
わ
ち
紹
巴
本

本
文
と
な
る
の
で
あ
る
。
な
お
、為
定
本「
か
へ
り
」は「
か
へ
し
」の「
し（
之
）」

と
「
り
（
利
）」と
の
字
形
類
似
に
よ
る
本
文
転
化
か
ら
生
じ
た
と
推
察
さ
れ
る
。

「
学
生
」
か
ら
「
返
し
」「
か
へ
し
」
が
生
じ
に
く
い
こ
と
を
確
認
し
た
こ
と

で
、
版
本
に
み
え
る
損
傷
本
文
「
返
し
ど
も
な
ど
の
」
は
非
紹
巴
本
由
来
の
も

の
で
あ
っ
た
と
知
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
「
紹
巴
予
本
（
紹
巴
所
用
本
・
引
用

者
注
）
を
経
る
こ
と
な
く
、
元
和
九
年
古
活
字
本
と
承
応
三
年
版
本
の
本
文
が

生
じ
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
」）

13
（

と
し
た
川
崎
説
へ
の
反
証
た
り
得
る
で
あ
ろ
う
。
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　『
全
譯
』
―
吉
澤
義
則
『
全
譯
王
朝
文
学
叢
書
　
狭
衣
物
語
下
』（
全
譯
王
朝
文
学

叢
書
刊
行
会
、
大
正
一
三
年
）。『
大
系
』
―
三
谷
榮
一
・
関
根
慶
子
『
日
本
古
典
文

学
大
系
　
狭
衣
物
語
』（
岩
波
書
店
、昭
和
四
三
年
第
三
刷
）。『
全
書
』―
松
村
博
司
・

石
川
徹
『
日
本
古
典
全
書
　
狭
衣
物
語
下
』（
朝
日
新
聞
社
、昭
和
四
二
年
）。『
集
成
』

―
鈴
木
一
雄
『
新
潮
日
本
古
典
集
成
　
狭
衣
物
語
下
』（
新
潮
社
、昭
和
六
一
年
）。『
新

全
集
』　
小
町
谷
照
彦
・
後
藤
祥
子
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
　
狭
衣
物
語
2
』（
小

学
館
、
平
成
一
三
年
）。『
全
註
釈
』
―
狭
衣
物
語
研
究
会
編
『
狭
衣
物
語
全
註
釈
Ⅷ

　
巻
四
（
上
）』（
お
う
ふ
う
、
平
成
二
六
年
）。
な
お
『
全
譯
』
の
底
本
は
明
記
さ
れ

て
い
な
い
が
、
承
応
版
本
と
思
し
い
。

（
5
）
三
谷
榮
一
「
狭
衣
物
語
巻
四
に
お
け
る
諸
伝
本
の
基
礎
的
研
究
―
―
三
系
統
存
在
の

確
認
に
つ
い
て
―
―
」（
注
（
1
）
同
書
収
録
。
初
出
は
昭
和
三
七
年
）。
こ
の
巻
四
の

系
統
弁
別
に
か
か
る
疑
問
に
つ
い
て
は
片
岡
利
博
「
狭
衣
物
語
諸
本
の
分
類
と
系
統
」

（
注
（
2
）
同
書
収
録
。
初
出
は
平
成
一
四
年
）
に
詳
し
い
。

（
6
）注（
4
）掲
出
注
釈
書
、お
よ
び『
有
朋
堂
文
庫
　
狭
衣
物
語
』（
有
朋
堂
、大
正
一
〇
年
）

を
確
認
し
た
が
、「
し
ど
け
な
く
習
は
し
き
こ
え
た
る
、
所
々
直
し
た
ま
ふ
」
と
「
し

ど
け
な
く
習
は
し
き
こ
え
た
る
」
と
「
所
々
」
の
間
に
読
点
を
置
き
、
文
法
上
の
不
審

を
解
消
す
る
も
の
は
な
い
。「
の
」
を
同
格
と
読
み
解
き
な
が
ら
、
諸
注
い
ず
れ
も
用

法
上
の
問
題
を
そ
の
ま
ま
に
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

（
7
）「
へ
（
部
）」
か
ら
「
く
（
久
）」
へ
の
誤
写
例
は
し
ば
し
ば
見
受
け
ら
れ
る
も
の

で
あ
る
。
池
田
亀
鑑
『
古
典
の
批
判
的
処
置
に
関
す
る
研
究
』
第
二
部
（
岩
波
書
店
、

昭
和
一
六
年
）
に
も
誤
写
例
が
掲
出
さ
れ
て
お
り
、
誤
写
し
や
す
い
事
例
と
し
て
周

知
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
な
お
、「
か
く
し
」、
つ
ま
り
「
学
士
」
な
る
表
現
は
、『
源
氏
物
語
』
お
よ
び
『
狭

衣
物
語
』
に
は
見
え
な
い
が
、『
う
つ
ほ
物
語
』
に
見
え
る
。「
学
士
」
と
は
、
東
宮
に

0

0

0

経
書
の
講
義
を
行
う
「
東
宮
学
士
」
の
こ
と
を
意
味
す
る
。
東
宮
に
「
し
ど
け
な
く

習
は
し
き
こ
え
た
」
人
物
と
し
て
「
学
士
」
を
想
定
す
る
こ
と
は
文
脈
上
不
可
能
で

幾
す
る
ば
か
り
で
あ
る
。

な
お
、「
か
く
し
」
か
ら
損
傷
本
文
「
か
へ
し
」
が
生
じ
た
と
み
ら
れ
る
こ

と
は
こ
こ
ま
で
の
検
討
か
ら
も
知
ら
れ
る
と
お
り
で
あ
る
。
そ
し
て
、こ
の「
か

へ
し
」
か
ら
為
定
本
「
か
へ
り
」
が
派
生
し
た
。
鎌
倉
写
本
群
に
お
い
て
「
か

う
し
」「
ふ
み
し
」「
も
し
」「
か
へ
り
」
な
ど
の
異
同
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
鑑

み
る
と
、
こ
の
「
返
し
ど
も
な
ど
」
に
ま
つ
わ
る
本
文
の
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン

は
、
鎌
倉
期
の
一
つ
前
、
す
な
わ
ち
平
安
末
期
に
は
既
に
存
在
し
て
い
た
と
推

測
し
う
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
狭
衣
物
語
の
本
文
に
つ
い
て
は
、
い
ま
だ
よ

く
分
か
ら
な
い
こ
と
が
多
い
。
し
か
し
、
だ
か
ら
こ
そ
、
各
人
が
狭
衣
物
語
の

本
文
と
向
き
合
い
、
本
文
を
批
判
し
て
い
か
ね
ば
、
見
え
て
く
る
も
の
も
一
向

に
見
え
て
こ
な
い
。
い
わ
ん
や
注
釈
書
に
依
拠
す
る
研
究
を
や
で
あ
る
。

注（
１
）
三
谷
榮
一
『
狭
衣
物
語
の
研
究
﹇
伝
本
系
統
論
編
﹈』
笠
間
書
院
、
平
成
一
二
年
）

収
録
の
一
連
の
論
稿
。

（
2
）
片
岡
利
博
『
異
文
の
愉
悦
　
狭
衣
物
語
本
文
研
究
』
笠
間
書
院
、
平
成
二
五
年
）。

（
3
）
本
文
を
引
用
す
る
深
川
本
・
為
家
本
・
承
応
版
本
は
そ
れ
ぞ
れ
『
古
典
聚
英
　
狭
衣

物
語
上
〈
深
川
本
〉』（
古
典
文
庫
、
昭
和
五
七
年
）、『
古
典
聚
英
　
さ
こ
ろ
も
上
〈
為

家
本
〉』（
古
典
文
庫
、
昭
和
五
八
年
）、『
平
安
朝
物
語
板
本
叢
書
2
　
狭
衣
物
語
下
』

（
有
精
堂
出
版
、
昭
和
六
一
年
）
に
拠
る
。
引
用
の
さ
い
、
句
読
を
切
る
、
清
濁
、
鉤

括
弧
を
付
す
、
傍
線
を
施
す
な
ど
の
措
置
は
と
っ
た
が
、
表
記
は
原
本
の
ま
ま
と
し

て
い
る
。

（
4
）
本
稿
で
参
看
し
た
注
釈
書
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。
略
称
に
続
け
て
書
名
を
記
す
。
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ん
し
」
を
写
す
さ
い
に
撥
音
便
を
無
表
記
と
し
た
こ
と
で
「
も
し
と
も
」
が
生
じ
た
。

こ
れ
を
松
浦
本
は
伝
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、
一
見
ま
る

で
異
な
る
為
家
本
と
松
浦
本
の
本
文
が
、
実
は
同
根
で
あ
っ
た
可
能
性
が
見
え
て
く

る
。
―
―
「
学
士
」「
博
士
」
に
対
応
す
る
表
現
と
し
て
「
文
士
」
が
生
じ
た
の
で
あ

ろ
う
。
ち
な
み
に
、
為
相
本
「
か
た
こ
と
ゝ
も
」
は
意
味
上
「
文
字
ど
も
」
の
グ
ル
ー

プ
に
属
す
と
思
し
い
が
、
そ
の
発
生
理
由
に
つ
い
て
は
、
そ
の
一
切
が
分
か
ら
な
い
。

（
10
）
川
崎
佐
知
子
「
紹
巴
所
用
『
狭
衣
物
語
』
と
そ
の
意
義
」（
同
『『
狭
衣
物
語
』
享
受

史
論
究
』
思
文
閣
出
版
、
平
成
二
二
年
。
初
出
は
平
成
一
三
年
五
月
）。
な
お
、
本
稿

で
言
及
す
る
川
崎
論
稿
は
す
べ
て
同
論
稿
。

（
11
）
川
崎
が
い
う
「
紹
巴
本
」
と
は
①
大
阪
青
山
短
期
大
学
蔵
毛
利
元
康
筆
本
、
②
大
阪

天
満
宮
御
文
庫
蔵
木
戸
元
斎
筆
本
、
③
実
践
女
子
大
学
付
属
図
書
館
常
磐
松
文
庫
蔵

寛
佐
本
、
④
実
践
女
子
大
学
付
属
図
書
館
常
磐
松
文
庫
蔵
中
臣
祐
範
本
、
⑤
東
京
大

学
史
料
編
纂
所
蔵
押
小
路
本
を
指
す
。
こ
の
う
ち
①
②
は
紹
巴
所
持
本
を
写
し
た
旨

を
記
す
識
語
を
備
え
る
伝
本
で
あ
る
（
③
④
⑤
は
付
属
す
る
『
狭
衣
下
紐
』
に
同
様

の
識
語
が
あ
る
）。
①
は
閲
覧
の
機
会
を
得
ら
れ
ず
、
そ
の
全
容
は
分
か
ら
な
い
が
、

幸
い
、
②
は
原
本
調
査
の
機
会
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
②
に
拠
り
、

紹
巴
本
本
文
を
示
す
こ
と
と
す
る
。
本
文
の
引
用
は
撮
影
写
真
に
拠
っ
た
が
、
小
林

理
正「
大
阪
天
満
宮
御
文
庫
蔵
木
戸
元
斎
筆『
狭
衣
物
語
』巻
四
・
翻
刻
と
解
題（
上
）」

（「
詞
林
」
六
五
号
、
平
成
三
一
年
四
月
）、
お
よ
び
同
「
大
阪
天
満
宮
御
文
庫
蔵
木
戸

元
斎
筆
『
狭
衣
物
語
』
巻
四
・
翻
刻
と
解
題
（
下
）」（「
詞
林
」
六
七
号
、
令
和
二
年

四
月
・
刊
行
予
定
）
に
よ
っ
て
元
斎
本
本
文
は
確
認
可
能
と
な
っ
て
い
る
。

（
12
）
佐
々
木
勇
氏
の
ご
教
示
に
よ
る
。

（
13
）
な
お
、
川
崎
論
稿
に
み
え
る
「
紹
巴
予
本
」
と
は
、
元
斎
本
の
紹
巴
自
筆
加
証
奥
書

中
に
み
え
る
「
借
予
本
書
写
畢
」
の
「
予
本
」
を
指
し
、
紹
巴
所
持
本
の
こ
と
を
意

味
す
る
。

（
14
）
正
確
な
本
文
読
解
を
手
掛
か
り
に
、
本
文
の
問
題
に
切
り
込
む
論
稿
に
は
、
長
谷
川

は
な
い
。

（
8
）
本
稿
で
参
看
し
た
諸
本
は
数
十
本
に
の
ぼ
る
が
、
紙
幅
の
都
合
上
、
特
筆
す
べ
き
異

同
が
確
認
さ
れ
た
も
の
に
限
定
し
て
こ
こ
に
掲
げ
る
。

　
　
　
宇
和
島
伊
達
文
化
保
存
会
本
（
撮
影
写
真
、お
よ
び
紙
焼
き
写
真
）。
為
家
本
（『
古

典
聚
英
』
古
典
文
庫
）。
為
定
本
（『
古
典
聚
英
』
古
典
文
庫
）。
松
浦
本
（
天
理
大
学

附
属
天
理
図
書
館
デ
ジ
タ
ル
プ
リ
ン
ト
）。
為
秀
本
（『
静
嘉
堂
文
庫
蔵
物
語
文
学
書

集
成
』
雄
松
堂
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
）。
為
明
本
・
慈
鎮
本
（『
狭
衣
物
語
諸
本
集
成
』

笠
間
書
院
）。
九
大
細
川
本
（
公
開
画
像
）。
為
相
本
（
紙
焼
き
写
真
）。

（
9
）
底
本
に
「
ふ
み
し
」
と
あ
る
こ
と
を
も
っ
て
「
文ふ

み
じ字
ど
も
」
と
い
う
校
訂
本
文
を
た

て
た
『
全
註
釈
』
の
措
置
は
理
解
に
苦
し
む
。
こ
の
「
ふ
み
じ
」
な
る
表
現
は
韻
散

文
問
わ
ず
中
古
文
学
作
品
に
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
な
い
う
え
、「
文
字
」を「
ふ
み
じ
」

と
訓
む
事
例
も
見
当
た
ら
な
い
。『
全
註
釈
』は
校
訂
本
文
を
た
て
る
さ
い
、『
新
全
集
』

の
「
文
字
ど
も
な
ど
」
に
引
き
ず
ら
れ
た
と
推
察
さ
れ
る
。
分
量
と
し
て
は
ご
く
わ

ず
か
だ
が
、
先
行
注
釈
書
の
校
訂
本
文
に
拠
る
本
文
校
訂
に
意
味
は
な
い
。
こ
の
校

訂
態
度
は
即
刻
改
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
　「
文
字
ど
も
な
ど
」
の
発
生
事
由
は
詳
ら
か
に
し
が
た
い
が
、
為
家
本
「
ふ
み
し
と

も
」
と
松
浦
本
「
も
し
と
も
」
の
本
文
分
析
を
つ
う
じ
て
想
定
す
る
こ
と
は
可
能
で

あ
る
と
思
う
。
為
家
本
本
文
の
源
流
は
、
も
と
も
と
「
文
士
」
と
漢
字
表
記
で
記
さ

れ
て
い
た
も
の
、
あ
る
い
は
「
ふ
み
の
し
」
と
で
も
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。「
文
士
」
の

読
み
は
「
ぶ
ん
し
」
あ
る
い
は
「
ぶ
ん
じ
」
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
平
仮
名
に
ひ
ら
い

て
書
写
す
る
と
き
に「
ふ
み
し
」な
る
本
文
が
生
じ
て
し
ま
っ
た
。
ま
た
は
親
本
に「
ふ

み
の
し
」
と
あ
る
場
合
、
書
写
段
階
に
て
「
の
」
が
落
ち
る
こ
と
で
「
ふ
み
し
」
が
生

じ
る
。
こ
の
「
ふ
み
し
」
が
為
家
本
に
ま
で
継
承
さ
れ
た
と
想
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

松
浦
本
「
も
し
と
も
」
の
淵
源
は
「
文
士
」
を
仮
名
へ
ひ
ら
い
て
書
写
す
る
と
き
に

生
じ
た
損
傷
本
文
「
も
ん
じ
」
あ
る
い
は
「
も
ん
し
」
で
あ
ろ
う
。
松
浦
本
か
、
あ

る
い
は
そ
の
親
本
以
上
の
段
階
で
の
変
化
か
は
分
か
ら
な
い
が
、こ
の
「
も
ん
じ
」「
も
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佳
男「
巻
一
、第
一
群
と
第
三
群
の
関
係
―
―
構
造
的
本
文
批
評
の
試
み
―
―
」（
同『
平

安
朝
物
語
・
本
文
の
科
学
』
笠
間
書
院
、令
和
二
年
三
月
。
初
出
は
昭
和
六
三
年
）
や
、

後
藤
康
文
「
も
う
一
人
の
薫
」（
同
『
狭
衣
物
語
論
考
　
本
文
・
和
歌
・
物
語
史
』
笠

間
書
院
、平
成
二
三
年
。
初
出
は
平
成
元
年
一
二
月
）な
ど
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

と
り
わ
け
、
長
谷
川
論
稿
は
、
物
語
の
筋
に
ま
で
お
よ
ぶ
狭
衣
物
語
の
ヴ
ァ
リ
ア
ン

ト
の
在
り
方
を
、
本
文
を
丹
念
に
読
み
解
く
こ
と
で
論
明
し
た
出
色
の
も
の
で
あ
る
。

狭
衣
物
語
の
本
文
を
考
え
る
う
え
で
、
裨
益
す
る
と
こ
ろ
多
く
、
再
三
再
四
の
熟
覧

を
要
す
る
高
論
で
あ
る
。
参
照
さ
れ
た
い
。

【
附
記
一
】

　
　
本
稿
は
広
島
大
学
国
語
国
文
学
会
令
和
元
年
度
研
究
集
会
に
お
け
る
口
頭
発
表
の
一

部
を
礎
稿
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
　
な
お
、
本
稿
は
日
本
学
術
振
興
会
特
別
研
究
員
奨
励
費
（
課
題
番
号
・

19J11542

）

の
助
成
を
受
け
た
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

【
附
記
二
】

　
　
大
阪
天
満
宮
御
文
庫
、
な
ら
び
に
宇
和
島
伊
達
文
化
保
存
会
に
は
貴
重
書
の
閲
覧
・

撮
影
、
お
よ
び
利
用
を
許
可
い
た
だ
く
な
ど
の
格
別
な
る
ご
高
配
を
賜
っ
た
。
特
に

記
し
て
衷
心
よ
り
御
礼
申
し
あ
げ
る
。

　
　 

―
こ
ば
や
し
・
た
だ
ま
さ
、大
阪
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
博
士
後
期
課
程
在
学
・

日
本
学
術
振
興
会
特
別
研
究
員
（
Ｄ
Ｃ
２
）
―


