
狭
衣
・
寝
覚
・
浜
松
・
と
り
か
へ
ぱ
や
な
ど
、
源
氏
物
語
以
後
に
現
れ
た
い

は
ゆ
る
平
安
末
期
の
長
篇
物
語
は
、
従
来
か
ら
源
氏
物
語
な
ど
と
は
比
較
に
な

ら
な
い
ほ
ど
研
究
が
た
ち
遅
れ
、
信
頼
性
の
あ
る
テ
キ
ス
ト
・
註
釈
書
の
類
に

し
て
も
き
ば
め
て
数
少
く
、
現
在
で
は
古
典
文
学
関
係
の
叢
書
か
ら
は
ほ
と
ん

（
註
ご

ど
除
外
さ
れ
る
運
命
に
あ
る
。
こ
の
や
う
な
研
究
の
た
ち
遅
れ
に
は
種
々
の
原

因
が
あ
る
け
れ
ど
も
、
や
は
り
、
こ
れ
ら
の
物
語
が
単
に
源
氏
物
語
の
模
倣
作

品
で
あ
っ
て
、
そ
の
た
め
に
文
学
的
価
値
も
非
常
に
低
く
、
研
究
の
対
象
と
す

る
に
は
あ
ま
り
に
も
無
意
義
で
あ
る
と
い
ふ
考
へ
方
が
、
一
般
に
風
座
し
て
ゐ

た
の
で
は
な
い
か
と
思
は
れ
る
。
確
か
に
、
模
倣
作
品
は
模
倣
と
い
ふ
点
で
独

創
味
の
乏
し
い
作
品
に
は
連
ひ
な
い
。
け
れ
ど
も
、
文
学
作
品
が
そ
の
社
会
の

所
産
で
あ
る
限
り
、
こ
れ
ら
の
模
倣
作
品
が
い
か
な
る
社
会
の
中
に
於
て
生
ま

れ
た
か
を
顧
象
る
こ
と
こ
そ
先
決
問
題
で
は
あ
る
ま
い
か
。

か
の
有
名
な
「
こ
の
世
を
ぱ
わ
が
世
と
そ
思
ふ
望
月
の
か
け
た
る
こ
と
も
な

（
註
二
）

し
と
思
へ
ぱ
」
の
歌
に
よ
っ
て
も
知
ら
れ
る
通
り
、
絶
頂
を
極
め
た
藤
原
氏
の

栄
華
は
、
と
り
も
直
さ
ず
平
安
朝
貴
族
的
文
化
の
発
達
の
頂
点
を
示
す
も
の
で

あ
っ
た
。
げ
れ
ど
も
一
度
道
長
の
蕊
去
に
直
面
す
る
や
、
藤
原
氏
は
も
は
や
そ

寝
覚
研
究
の
意
義
と
そ
の
現
況

f

＃

の
権
力
を
高
め
る
余
地
を
失
ひ
、
文
化
も
ま
た
停
滞
か
ら
破
綻
・
分
裂
へ
の
一

（
註
三
）

途
を
辿
る
よ
り
ほ
か
に
道
が
な
く
な
っ
た
。
そ
こ
か
ら
生
ず
る
一
つ
の
現
象
は

過
去
に
対
す
る
追
慕
で
あ
り
、
王
朝
の
朧
時
を
回
顧
し
て
大
作
源
氏
物
語
の
世

界
を
憧
恨
す
る
人
々
の
多
か
っ
た
で
あ
ら
う
こ
と
は
容
易
に
想
像
さ
れ
る
の
で

あ
る
。
か
の
栄
花
物
語
の
出
現
は
、
藤
原
氏
の
世
界
と
も
い
ふ
べ
き
源
氏
物
語

の
世
界
が
当
時
の
貴
族
に
よ
っ
て
憧
保
さ
れ
、
あ
り
し
道
長
時
代
を
再
び
現
実

（
註
四
）

に
呼
び
戻
し
た
い
と
願
ふ
風
潮
の
起
っ
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
ふ

が
、
湛
覚
を
は
じ
め
平
安
末
期
物
語
の
作
者
が
源
氏
物
枅
の
世
界
を
再
現
せ
ん

と
し
て
、
む
し
ろ
積
極
的
に
こ
れ
を
模
倣
し
た
こ
と
は
、
栄
花
物
語
の
場
合
と

全
く
同
一
で
は
あ
る
ま
い
か
。
さ
れ
ば
こ
そ
、
こ
れ
ら
の
物
語
は
無
名
草
子
で

（
註
五
）

も
評
論
の
対
象
と
さ
れ
、
明
月
記
に
そ
の
名
が
記
載
さ
れ
る
ほ
か
、
風
葉
集
に

（
註
六
）

歌
が
収
め
ら
れ
た
り
、
改
作
も
さ
れ
る
な
ど
、
後
世
に
な
っ
て
も
や
は
り
相
当

の
読
者
を
獲
得
し
た
も
の
と
考
へ
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
平
安
末
期
の

物
語
に
源
氏
物
語
の
模
倣
が
認
め
ら
れ
て
も
、
そ
れ
は
決
し
て
独
創
性
の
後
退

と
し
て
理
解
し
得
る
単
な
る
模
倣
で
は
な
く
し
て
、
模
倣
す
べ
き
社
会
的
制
約

に
よ
っ
て
使
用
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
一
つ
の
技
巧
と
兄
な
す
べ
き
で
あ
ら
う
。

こ
れ
に
つ
き
松
尾
聰
博
士
が
、

か
う
し
た
あ
ら
は
な
模
倣
乃
至
は
作
り
か
へ
は
、
歌
に
於
け
る
本
歌
取
同

鈴

木
弘
道

③

？

一と

／、



様
、
読
者
の
既
に
知
っ
て
ゐ
る
と
い
ふ
親
近
感
を
利
川
し
て
、
、
己
の
作
品

自
体
に
一
つ
に
は
親
近
感
を
喚
び
、
一
つ
に
は
換
骨
奪
胎
の
技
巧
を
示
さ

う
と
す
る
一
種
の
創
作
手
法
で
あ
り
、
必
ず
し
も
独
創
性
が
洞
渦
し
た
た

（
註
七
）

め
の
窮
余
の
策
で
は
な
い
の
で
．
あ
る
。
．

と
述
べ
て
を
ら
れ
る
こ
と
は
、
ま
こ
と
に
傾
聴
す
べ
き
御
見
解
で
あ
る
と
思
ふ
。

我
灸
は
、
こ
れ
ら
平
安
末
期
物
語
が
従
来
、
源
氏
物
語
の
模
倣
作
品
で
あ
る
と

し
て
見
价
て
ら
れ
て
来
た
こ
と
と
は
逆
に
、
‐
今
後
は
そ
の
棋
倣
作
州
で
あ
る
と

い
ふ
点
に
こ
そ
一
つ
の
意
義
を
認
め
て
、
新
し
く
こ
れ
ら
の
物
語
を
見
直
し
て

行
か
ね
ば
な
ら
な
い
と
恩
ふ
の
で
あ
る
。

以
上
の
や
う
に
、
寝
覚
を
含
む
平
安
末
期
の
物
語
が
源
氏
物
語
の
模
倣
作
品

で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
大
き
な
特
色
が
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
校
倣
は
、
ど

の
場
面
を
ど
ん
な
風
に
行
な
っ
て
ゐ
る
か
、
ど
う
い
ふ
わ
け
で
源
氏
の
そ
の
部

分
を
模
倣
し
た
の
か
、
と
い
ふ
こ
と
な
ど
を
具
体
的
に
検
討
す
る
ほ
か
、
あ
ら

ゆ
る
面
で
源
氏
物
語
と
比
較
す
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
。
つ
ま
り
、
平
安
末
期

の
物
語
は
源
氏
物
語
研
究
の
一
資
料
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
ま
す
ま
す
源

氏
物
語
の
真
の
偉
大
性
が
判
明
す
る
や
う
に
も
な
ら
う
か
と
思
ふ
。
し
た
が
っ

て
、
源
氏
物
語
の
影
響
を
受
け
た
こ
れ
ら
の
物
語
を
追
究
す
る
こ
と
は
、
結
局
、

源
氏
研
究
の
一
環
で
も
あ
る
と
考
へ
ら
れ
、
こ
の
点
、
寝
覚
研
究
は
決
し
て
無

意
義
で
は
な
い
と
確
信
せ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。

源
氏
物
語
と
平
安
末
期
物
語
と
の
比
較
評
論
は
、
夙
に
藤
岡
作
太
郎
博
士
の

名
著
「
国
文
学
全
史
平
安
朝
篇
」
に
そ
の
詳
細
が
見
え
、
そ
の
後
も
宮
田
和
一

郎
氏
著
「
物
語
文
学
孜
」
・
松
尾
博
士
の
論
文
「
源
氏
物
語
の
中
古
文
学
へ
の

（
註
八
）

影
響
」
・
石
川
徹
氏
著
「
古
代
小
説
史
稿
ｌ
源
氏
物
語
と
其
前
後
ｌ
」
所

収
「
源
氏
物
語
の
影
響
を
受
け
た
平
安
後
期
の
文
学
」
な
ど
に
取
り
挙
げ
ら
れ

寝
覚
研
究
の
意
義
と
そ
の
現
況

衝
●
ザ

た
が
、
こ
れ
ら
の
研
究
に
よ
っ
て
も
、
平
安
末
期
物
語
作
者
の
す
ぐ
れ
た
換
骨

奪
胎
の
技
価
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
と
同
時
に
、
源
氏
物
語
作
者
紫
式
部
が
、

ど
れ
ほ
ど
人
生
の
真
相
を
探
究
せ
ん
と
す
る
精
神
の
持
主
で
あ
っ
た
か
を
容
易

に
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ら
う
。

平
安
末
期
物
語
の
研
究
が
源
氏
物
語
研
究
の
一
班
で
あ
る
こ
と
を
示
す
一
例

と
し
て
は
、
最
近
、
三
谷
栄
一
博
士
の
発
表
さ
れ
た
「
源
氏
物
語
を
中
心
と
し

（
註
九
）

た
具
象
的
表
現
の
展
洲
と
そ
の
意
義
ｌ
尾
花
か
．
女
郎
花
か
ｌ
」
と
い
ふ

論
文
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
源
氏
物
語
の
桐
壺
巻
の
、
桐
壺
帝
が
、
亡
き
桐
壺
の

更
衣
を
想
起
す
る
と
こ
ろ
に
見
え
る
文
の
中
で
、
河
内
本
系
統
に
は
「
女
郎

花
」
と
あ
り
、
別
本
系
統
に
は
「
尾
花
」
と
あ
っ
て
、
そ
の
「
尾
花
」
の
正
し

い
こ
と
を
考
証
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
考
証
に
当
っ
て
は
、
特
に

寝
覚
の
具
象
的
表
現
に
つ
き
詳
細
に
考
察
さ
れ
、
そ
の
寝
覚
関
係
の
部
分
は
、

も
し
そ
れ
が
な
け
れ
ば
ほ
と
ん
ど
結
術
は
出
な
い
と
い
っ
て
も
よ
い
く
ら
ゐ
に

重
要
な
位
間
を
占
め
て
ゐ
る
。
し
た
が
っ
て
、
三
谷
博
士
の
こ
の
研
究
な
ど
は
、

ま
さ
に
「
源
氏
物
語
研
究
の
た
め
の
寝
覚
研
究
」
と
い
ふ
べ
き
も
の
で
、
平
安

末
期
物
語
研
究
の
一
つ
の
意
義
を
は
っ
き
り
と
表
は
し
て
ゐ
る
や
う
に
思
ふ
の

で
あ
る
。
・

従
来
、
源
氏
物
語
の
研
究
は
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
積
極
的
に
正
面
か
ら
こ
れ

と
取
組
む
こ
と
に
重
点
が
お
か
れ
、
側
面
か
ら
こ
れ
を
見
直
す
こ
と
が
あ
ま
り

に
も
不
活
溌
で
あ
っ
た
の
は
、
ま
こ
と
に
片
手
落
ち
の
ご
と
き
感
が
あ
る
。
源

氏
物
語
研
究
の
た
め
に
、
そ
の
模
倣
作
品
と
し
て
特
色
を
持
つ
寝
覚
な
ど
の
平

安
末
期
物
語
を
考
究
す
る
こ
と
は
、
一
見
、
迂
遠
な
作
業
に
相
違
な
い
が
、
し

か
し
、
さ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
初
め
て
、
物
語
の
連
峯
の
上
に
一
際
高
く

聟
え
立
つ
秀
嶺
源
氏
物
語
の
真
の
姿
を
発
見
し
得
る
の
承
な
ら
ず
、
物
語
展
開

七

②

ユ



の
史
的
考
察
が
可
能
と
な
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
Ｊ

一
一

次
に
、
寝
覚
研
究
が
現
在
ど
の
経
度
ま
で
進
ん
で
ゐ
る
か
を
い
さ
さ
か
展
望

し
て
み
よ
う
。
も
つ
と
も
、
無
名
草
子
の
寝
覚
評
論
以
後
に
於
け
る
、
い
は
ゆ

（
註
一
○
）

る
寝
覚
价
究
史
は
、
既
に
川
著
「
平
安
末
期
物
語
の
研
究
」
の
中
で
取
扱
っ
た

こ
と
で
も
あ
る
か
ら
、
こ
こ
で
は
便
宜
上
、
①
伝
本
の
研
究
②
作
者
・
成
立
年

代
の
研
究
⑥
關
巻
に
関
す
る
研
究
㈱
註
釈
的
研
究
⑤
そ
の
他
の
研
究
、
・
の
五
項

目
に
分
け
て
そ
の
現
況
を
整
理
し
、
以
て
拙
著
の
内
容
を
補
充
し
た
い
と
思
ふ
。

②
伝
本
の
研
究

寝
覚
の
伝
本
は
、
現
在
、
原
作
系
の
も
の
が
七
本
、
改
作
系
の
も
の
が
二
本

見
ら
れ
る
だ
け
で
あ
る
。
そ
の
中
、
原
作
系
の
も
の
は
、
前
田
本
・
竹
柏
園
本

（
天
理
大
学
図
書
館
本
）
・
東
北
大
学
本
・
静
嘉
堂
文
庫
本
・
↑
上
野
図
書
館
本
・

実
践
女
子
大
学
本
と
、
昨
年
、
新
し
く
発
兄
さ
れ
た
松
平
文
庫
本
と
で
、
改
作

系
の
も
の
に
は
、
中
村
本
と
神
宮
文
庫
本
と
が
あ
る
。
こ
れ
ら
伝
本
に
関
す
る

研
究
は
、
原
作
系
の
実
践
女
子
大
学
本
・
松
平
文
庫
本
と
改
作
系
の
二
本
を
除

い
て
、
既
に
昭
和
八
年
に
出
た
橋
本
佳
氏
細
「
校
本
夜
半
の
寝
覚
」
と
藤
田
徳

太
郎
・
増
淵
恒
吉
両
氏
共
細
「
校
註
夜
半
の
寝
覚
」
に
委
し
く
解
説
さ
れ
、
ま

た
特
に
前
田
本
に
つ
い
て
は
、
育
徳
財
団
発
行
の
複
製
本
に
も
解
説
が
あ
る
。

ま
た
、
実
践
女
子
大
学
本
と
い
ふ
の
は
、
昨
年
九
月
に
刊
行
さ
れ
た
、
関
根
慶

子
・
小
松
登
美
両
氏
の
「
寝
覚
物
語
全
釈
」
に
詳
細
な
論
文
が
附
載
さ
れ
て
ゐ

る
が
、
そ
れ
に
よ
る
と
、
こ
れ
は
竹
柏
園
本
か
ら
出
た
本
ら
し
い
と
い
ふ
こ
と

で
あ
る
。
松
平
文
庫
本
に
つ
い
て
は
、
現
在
の
と
こ
ろ
ま
だ
一
般
に
公
開
さ
れ

て
ゐ
な
い
た
め
詳
細
不
明
で
あ
る
が
、
近
く
、
松
平
文
庫
の
全
貌
に
つ
き
今
井

翁

Ｆ
ａ
■
一

八

（
註
一
ご
．

源
衛
氏
等
関
係
者
の
発
表
が
あ
る
と
伝
へ
聞
い
て
ゐ
る
。
こ
れ
ら
七
つ
の
原
作

系
伝
本
で
は
、
前
田
本
が
書
写
の
年
代
も
最
も
古
く
、
善
本
と
考
へ
ら
れ
る
も

の
で
、
註
釈
に
際
し
て
は
ぜ
ひ
と
も
参
照
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
考
へ

（
註
一
二
）

ら
れ
る
。
た
だ
、
七
・
八
年
前
に
光
明
正
信
氏
が
、
こ
の
前
田
本
は
後
人
の
補

正
し
た
本
で
、
竹
柏
園
本
こ
そ
最
善
本
で
あ
る
と
主
張
さ
れ
た
こ
と
が
あ
る
が
、

そ
の
論
拠
に
は
一
考
を
要
す
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
て
、
私
は
や
は
り
従
来
通
り
前

田
本
が
最
善
本
で
あ
る
と
信
ず
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
私
も
か
つ
て

（
註
一
三
）

部
分
的
に
述
べ
た
こ
と
も
あ
り
、
関
根
氏
も
「
寝
覚
物
語
全
釈
」
の
中
で
一
部

取
り
挙
げ
て
を
ら
れ
る
が
、
光
明
氏
説
に
対
す
る
纒
ま
っ
た
反
駁
論
は
ま
だ
現

れ
て
ゐ
な
い
や
う
で
あ
る
。

改
作
系
伝
本
の
中
、
中
村
本
は
古
典
文
庫
か
ら
金
子
武
雄
氏
に
よ
っ
て
翻
刻

刊
行
さ
れ
、
同
氏
の
解
説
も
載
せ
ら
れ
て
ゐ
る
。
ま
た
神
宮
文
庫
本
は
小
西
甚

一
博
士
が
発
見
さ
れ
た
も
の
で
、
中
村
本
の
巻
二
に
相
当
す
る
部
分
し
か
な
い

（
註
一
四
）

が
、
鈴
木
一
雄
氏
の
詳
細
な
研
究
が
出
て
ゐ
る
。
こ
れ
は
、
中
村
本
を
読
む
時

に
も
必
ず
参
考
に
す
べ
き
有
益
な
論
文
で
あ
る
。
な
ほ
、
こ
の
二
本
を
比
較
さ

（
註
一
五
）

れ
た
北
川
大
成
氏
に
よ
る
と
、
本
文
は
神
宮
文
庫
本
の
方
が
優
れ
て
ゐ
る
や
う

で
あ
る
か
ら
、
今
後
、
中
村
本
を
読
む
場
合
に
は
こ
の
神
宮
文
庫
本
を
参
照
す

る
こ
と
も
必
要
で
あ
る
と
思
ふ
。

寝
覚
の
伝
本
研
究
の
現
況
は
大
体
以
上
の
や
う
で
あ
る
が
、
藤
岡
博
士
が

「
国
文
学
全
史
平
安
朝
筋
」
で
紹
介
さ
れ
た
黒
川
本
も
未
だ
に
所
在
不
明
で
あ

る
し
、
各
伝
本
の
系
統
表
に
し
て
も
、
増
淵
氏
が
「
校
註
夜
半
の
寝
覚
」
に
附

（
註
一
六
）

載
さ
れ
た
論
文
で
簡
単
に
纒
め
ら
れ
た
程
度
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
方
面
の
研
究

も
な
ほ
続
け
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
殊
に
、
黒
川
本
に
つ
い
て
は
、
藤
岡
博
士

と
ほ
ぼ
同
時
期
に
大
野
木
克
豊
氏
が
研
究
に
着
手
さ
れ
、
そ
の
成
果
で
あ
る

念

ば



「
寝
覚
物
語
考
略
」
の
紹
介
と
「
寝
覚
物
語
校
訂
」
の
抄
出
掲
載
が
昭
和
八
年

八
月
号
の
「
文
学
」
に
見
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、
「
黒
川
本
夜
半
の
寝
覚
ｌ
寝

覚
に
関
す
る
か
く
れ
た
る
研
究
の
紹
介
ｌ
」
と
題
す
る
も
の
で
、
当
時
の

「
文
学
」
細
柳
室
の
人
為
に
よ
っ
て
紹
介
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
大
野
木
氏
の

功
績
を
讃
へ
ん
と
す
る
あ
ま
り
、
黒
川
本
が
最
善
本
で
あ
る
か
の
や
う
な
筆
致

（
註
一
七
）

で
あ
る
の
は
賛
成
で
き
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
関
根
氏
も
「
寝
覚
物
語
全
釈
」

の
中
で
言
及
さ
れ
、
黒
川
本
が
必
ず
し
も
前
田
本
よ
り
優
れ
て
ゐ
る
と
は
言
ひ

難
い
と
結
論
さ
れ
た
。
と
に
か
く
、
黒
川
本
に
関
し
て
も
、
《
な
ほ
再
吟
味
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
余
地
が
あ
る
や
う
に
思
は
れ
る
。

②
作
者
・
成
立
年
代
の
研
究

漉
覚
の
作
者
が
菅
原
孝
標
女
の
作
Ⅲ
ｍ
で
あ
る
と
い
ふ
伝
説
に
つ
き
、
従
来
、

こ
れ
を
肯
定
し
よ
う
と
し
て
種
灸
の
根
拠
を
挙
げ
ら
れ
た
研
究
家
は
か
な
り
多

く
数
へ
ら
れ
る
が
、
中
に
ば
否
定
的
態
度
を
表
明
す
る
論
者
も
あ
っ
て
、
未
だ

に
定
説
と
は
な
つ
て
ゐ
な
い
。
従
来
の
諸
説
の
あ
ら
ま
し
は
、
既
に
鈴
木
一
雄

氏
が
「
物
語
作
者
と
し
て
の
孝
標
女
」
と
題
し
て
、
要
領
よ
く
整
理
さ
れ
て
ゐ

（
註
一
八
）

る
の
で
、
以
下
、
簡
単
に
述
べ
る
こ
と
に
す
る
。

寝
覚
を
孝
楳
女
作
と
す
る
外
部
徴
証
は
、
言
ふ
ま
で
も
な
く
更
級
日
記
の
定

（
註
一
九
）

家
自
筆
本
奥
書
と
、
拾
遺
百
番
歌
合
に
あ
る
作
者
名
註
記
な
ど
で
あ
る
が
、
松

（
註
二
○
）
（
註
二
一
）

尾
博
士
や
稲
賀
敬
二
氏
等
が
言
は
れ
る
や
う
に
、
定
家
が
更
級
日
記
を
書
写
す

る
際
に
用
ひ
た
本
に
、
既
に
こ
の
奥
書
の
記
事
が
存
在
し
て
ゐ
た
も
の
で
、
必

ず
し
も
定
家
自
身
の
考
へ
を
記
し
た
も
の
で
は
な
さ
さ
う
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ

は
単
に
一
つ
の
伝
説
に
過
ぎ
な
い
も
の
と
考
へ
ら
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
ま
た
、

拾
遺
百
番
歌
合
の
註
記
も
、
前
田
本
・
図
書
寮
本
な
ど
、
本
に
よ
っ
て
は
記
載

の
な
い
も
の
も
あ
り
、
こ
れ
は
後
人
の
補
入
ら
し
く
思
は
れ
る
か
ら
、
結
局
、

雅
党
研
究
の
意
義
と
そ
の
現
況

、
〉

⑭

こ
れ
ら
の
記
録
の
み
に
よ
っ
て
寝
覚
作
者
を
孝
標
女
と
断
定
す
る
こ
と
は
早
計

で
あ
る
と
思
ふ
。
そ
こ
で
、
あ
く
ま
で
も
こ
れ
を
仮
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

好
都
合
な
証
拠
が
現
れ
た
と
す
れ
ば
、
こ
の
伝
説
の
信
瞳
性
も
高
ま
る
こ
と
に

な
る
、
と
い
ふ
考
へ
の
も
と
に
、
い
ろ
い
ろ
な
内
部
徴
証
を
求
め
て
、
こ
の
伝

説
を
肯
定
し
よ
う
と
し
た
学
者
も
極
め
て
多
い
。
ま
た
反
対
に
否
定
的
立
場
に

立
つ
向
き
も
あ
る
が
、
特
に
最
近
で
は
、
孝
標
女
が
寝
覚
や
浜
松
の
作
者
で
あ

っ
て
ほ
し
い
と
心
の
中
で
願
ひ
つ
つ
も
、
寝
覚
・
浜
松
の
相
異
点
を
探
し
て
、
両

物
語
が
同
一
作
者
で
な
い
と
い
ふ
こ
と
に
な
ら
な
い
か
、
即
ち
伝
説
は
否
定
さ

れ
る
か
ど
う
か
を
検
討
さ
れ
て
ゐ
る
稲
賀
氏
の
研
究
は
、
注
旧
に
値
す
る
。
け

れ
ど
も
、
伝
説
に
対
す
る
右
力
な
反
証
と
い
ふ
ほ
ど
の
も
の
は
、
現
在
の
と
こ

ろ
、
後
述
す
る
山
田
勝
弘
氏
の
「
寝
覚
物
語
成
立
私
考
」
以
外
に
ほ
と
ん
ど
挙

が
っ
て
ゐ
な
い
し
、
文
学
史
害
な
ど
を
見
て
も
、
一
般
に
「
孝
標
女
作
か
」
と

い
ふ
妥
協
的
な
暖
昧
な
表
現
の
用
ひ
ら
れ
る
こ
と
が
多
く
、
や
は
り
こ
の
作
者

研
究
は
浜
松
な
ど
と
と
も
に
今
後
の
大
き
な
問
題
点
で
あ
ら
う
。

成
立
年
代
に
つ
い
て
も
、
現
在
、
前
記
川
田
氏
の
論
文
を
除
い
て
特
別
に
目

ぼ
し
い
研
究
は
現
れ
て
ゐ
な
い
し
、
作
者
研
究
と
同
様
に
今
後
更
に
論
議
さ
れ

ね
ば
な
ら
な
い
問
題
の
一
つ
と
な
っ
て
ゐ
る
。
こ
れ
に
関
す
る
特
坐
な
研
究
と

（
註
二
二
）

し
て
、
以
前
に
、
菊
沢
季
生
氏
が
文
法
的
考
察
か
ら
、
こ
の
物
語
は
孝
標
女
の

作
で
は
な
く
、
院
政
以
降
の
成
立
で
あ
る
と
論
じ
ら
れ
た
こ
と
が
あ
る
が
、
こ

‘
（
註
二
三
）

れ
は
既
に
松
尾
博
士
に
よ
っ
て
疑
問
と
さ
れ
て
ゐ
る
。
山
田
氏
の
研
究
は
、
い

は
ゆ
る
モ
デ
ル
論
に
関
し
た
注
目
す
べ
き
新
し
い
研
究
で
、
既
に
本
年
三
月
、

京
都
大
学
王
朝
文
学
会
に
於
て
発
表
さ
れ
た
も
の
を
最
近
小
冊
子
に
纒
め
ら
れ

た
も
の
で
あ
る
・
・
・
モ
デ
ル
に
関
し
て
は
、
石
川
氏
の
「
平
安
小
説
研
究
と
栄
花

（
註
二
四
）

物
語
」
が
有
名
で
、
そ
こ
に
は
寝
覚
の
対
の
君
を
中
心
と
し
た
モ
デ
ル
論
が
展

九

筆
宕



＝

附
さ
れ
て
ゐ
る
。
山
田
氏
は
更
に
》
」
の
説
を
受
け
て
、
湛
覚
の
登
場
人
物
に
は

院
政
期
の
実
在
人
物
を
モ
デ
ル
に
し
た
と
思
は
れ
る
も
の
が
あ
り
、
し
た
が
っ

て
寝
覚
は
院
政
期
の
成
立
で
あ
り
、
作
者
も
非
孝
標
女
で
あ
ら
う
と
結
論
さ
れ

て
ゐ
る
が
、
モ
デ
ル
の
適
否
如
何
を
虚
心
坦
懐
に
再
検
討
す
る
こ
と
が
今
後
に

残
さ
れ
た
問
題
で
あ
る
と
思
ふ
。
な
ほ
、
寝
覚
が
浜
松
な
ど
と
比
較
し
て
、
い

づ
れ
が
先
に
成
っ
た
も
の
か
を
考
察
す
る
こ
と
も
重
要
な
問
題
で
あ
る
が
、
そ

の
方
法
と
し
て
、
帥
寝
覚
・
浜
松
作
者
を
同
一
の
孝
標
女
と
仮
定
す
る
こ
と
、

何
両
物
語
の
作
者
が
同
一
で
な
い
と
仮
定
す
る
こ
と
、
け
非
孝
標
女
作
と
仮
定

す
る
こ
と
、
な
ど
が
あ
る
と
考
へ
ら
れ
る
。
私
も
ほ
ん
の
試
み
に
、
㈹
の
方
法

を
用
ひ
、
使
用
語
句
・
文
章
・
和
歌
の
総
数
な
ど
の
形
式
的
方
面
、
及
び
夢
。

故
事
伝
説
・
官
能
的
描
写
・
和
歌
の
特
色
な
ど
の
内
容
的
方
面
か
ら
、
両
物
語

の
異
質
的
現
象
を
比
較
し
、
孝
標
女
晩
年
の
心
境
を
推
し
量
っ
て
、
一
応
、
漉

（
註
二
五
）

覚
が
先
、
浜
松
が
後
と
い
ふ
結
論
を
出
し
て
み
た
こ
と
が
あ
る
が
、
松
尾
博
士

（
註
二
六
）

の
吾
評
に
も
あ
っ
た
や
う
な
、
反
愉
的
疑
問
の
起
り
得
る
川
も
確
か
に
あ
る
や

う
で
、
こ
れ
も
や
は
り
再
検
討
が
必
要
で
あ
ら
う
。

⑧
關
巻
に
関
す
る
研
究
・

こ
の
物
語
に
は
、
中
間
と
末
尾
に
そ
れ
ぞ
れ
大
關
巻
が
あ
り
、
こ
の
内
容
を

想
定
し
て
物
語
本
来
の
姿
に
復
原
さ
せ
よ
う
と
す
る
試
み
が
、
長
く
基
礎
的
研

究
の
大
き
な
分
野
と
な
っ
て
来
た
の
は
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。
松
尾
・
橋
本
・

（
註
二
七
）

増
淵
諸
氏
の
研
究
は
そ
れ
ぞ
れ
有
益
で
あ
る
が
、
そ
の
中
で
も
松
尾
博
士
の
研

究
が
鹸
も
級
密
・
精
細
な
も
の
で
、
博
士
は
、
脳
巻
部
分
の
内
容
を
推
定
さ
せ

る
諸
資
料
を
拾
遺
百
番
歌
合
・
風
葉
集
・
無
名
草
子
・
寝
覚
絵
巻
詞
な
ど
か
ら

探
索
さ
れ
、
一
応
、
そ
の
内
容
も
判
明
す
る
や
う
に
な
っ
た
。
当
時
は
、
こ
の

朋
巻
考
証
に
役
立
つ
中
村
本
が
所
在
不
明
の
た
め
、
藤
川
伸
士
の
總
め
ら
れ
た

島

一
○

（
註
二
八
）

中
村
本
梗
概
を
頼
り
と
し
つ
つ
、
こ
れ
ら
の
困
難
な
作
業
を
継
続
さ
れ
た
も
の

で
あ
る
が
、
中
村
本
が
既
に
世
に
出
た
今
日
と
し
て
は
、
改
め
て
検
討
を
し
直

す
必
要
が
あ
っ
て
、
先
軽
触
れ
た
鈴
木
一
雄
氏
の
研
究
な
ど
は
、
中
村
本
巻
二

に
当
る
神
宮
文
庫
本
に
よ
る
研
究
と
は
言
へ
、
關
巻
に
関
す
る
研
究
と
し
て
も

高
く
評
価
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
も
の
と
思
ふ
。
ま
た
、
「
寝
覚
物
語
全
釈
」
に

も
小
松
登
美
氏
の
大
部
な
研
究
が
蚊
せ
ら
れ
て
ゐ
る
が
、
こ
れ
は
中
村
本
を
も

参
考
に
し
た
脳
巻
考
証
と
し
て
は
画
期
的
な
も
の
で
、
今
後
は
長
谷
川
和
子
氏

（
註
二
九
）

の
「
夜
は
の
寝
覚
物
語
大
略
」
と
と
も
に
必
ず
こ
れ
を
踏
台
に
し
て
研
究
を
進

め
る
べ
き
も
の
と
信
ず
る
・
・

こ
の
や
う
に
、
閾
巻
に
関
す
る
研
究
に
新
資
料
の
中
村
本
を
利
用
す
る
こ
と

は
、
ま
こ
と
に
大
切
な
こ
と
で
あ
る
が
、
中
村
本
が
改
作
本
で
あ
る
以
上
、
こ

れ
を
利
用
す
る
に
は
、
そ
の
性
格
と
か
改
作
の
実
態
な
ど
、
中
村
本
そ
の
も
の

を
追
究
し
て
お
か
な
け
れ
ば
、
か
へ
つ
て
利
用
の
方
法
を
誤
る
こ
と
も
あ
り
、

寝
覚
の
本
格
的
な
研
究
は
実
に
巾
村
本
研
究
か
ら
始
ま
る
と
言
へ
ぱ
、
言
ひ
過

ぎ
か
も
知
れ
な
い
が
、
と
に
か
く
、
こ
の
中
村
本
研
究
は
重
視
さ
れ
ね
ば
な
ら

な
い
で
あ
ら
う
。
前
掲
拙
著
の
中
に
数
篇
の
中
村
本
に
関
す
る
論
考
を
収
め
た

の
も
こ
の
意
味
に
於
て
で
あ
る
。

中
村
本
に
つ
い
て
は
、
藤
岡
博
士
の
「
国
文
学
全
史
平
安
朝
篇
」
に
簡
略
な

が
ら
も
そ
の
梗
概
が
職
せ
ら
れ
て
ゐ
る
が
、
何
と
言
っ
て
も
古
典
文
庫
本
の
金

子
氏
の
「
解
説
」
は
最
も
総
合
的
な
研
究
で
、
種
稔
の
角
度
か
ら
解
説
さ
れ
て

ゐ
る
貴
重
な
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
中
に
は
な
ほ
綿
密
な
吟
味
を
要
す

る
と
こ
ろ
が
あ
っ
て
、
そ
の
後
も
原
作
と
の
比
較
の
上
に
立
っ
て
考
察
し
た
論

（
註
三
○
）

文
が
次
々
と
現
れ
て
ゐ
る
。
要
す
る
に
、
中
村
本
の
研
究
は
決
し
て
単
に
中
村

本
の
た
め
の
研
究
に
終
っ
て
よ
い
の
で
は
な
く
、
原
作
悶
巻
考
証
、
閲
巻
散
扶

台

吟



時
期
の
推
定
、
原
作
の
註
釈
、
鎌
倉
時
代
以
後
盛
に
行
は
れ
た
物
語
改
作
現
象

究
明
、
等
灸
に
も
役
立
て
る
と
こ
ろ
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ｅ

③
註
釈
的
研
究

従
来
、
こ
の
物
語
の
註
釈
害
と
し
て
は
、
頭
註
だ
け
の
藤
田
・
増
淵
両
氏
の

「
校
註
夜
半
の
寝
覚
」
が
唯
一
の
も
の
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
に
代
っ
て
昨
年
「
寝

党
物
語
全
釈
」
の
刊
行
さ
れ
た
こ
と
は
、
何
よ
り
も
学
界
の
慶
覗
と
し
て
心
か

ら
著
者
関
根
・
小
松
両
氏
の
御
努
力
に
敬
意
を
表
し
た
い
と
思
ふ
。
た
だ
、
「
語

釈
」
に
精
籾
の
目
立
つ
こ
と
は
惜
し
い
。
「
餘
考
」
も
極
め
て
参
考
に
な
る
が
、

全
体
と
し
て
は
ま
だ
簡
単
な
気
も
す
る
し
、
体
裁
な
ど
も
心
活
字
が
頁
一
杯
に

詰
ま
り
過
ぎ
て
い
さ
さ
か
読
み
に
く
い
や
う
に
も
思
ふ
が
、
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ

ら
は
あ
ま
り
に
も
寝
覚
の
本
文
の
分
量
が
多
く
、
彪
大
な
書
物
に
な
る
の
を
防

が
う
と
さ
れ
た
と
こ
ろ
か
ら
、
や
む
を
得
ず
な
さ
れ
た
処
悩
で
は
な
い
か
と
想

像
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
と
に
か
く
、
全
部
の
本
文
に
「
通
釈
」
「
語
釈
」
「
餘

考
」
な
ど
が
揃
っ
て
附
い
た
と
い
ふ
こ
と
ば
、
ま
こ
と
に
喜
ぶ
べ
き
こ
と
で
、

今
後
は
誰
も
が
容
易
に
寝
覚
を
読
む
こ
と
が
で
き
る
や
う
に
な
っ
た
わ
け
で
あ

る
か
ら
、
こ
の
「
寝
覚
物
語
全
釈
」
の
説
を
再
検
討
す
る
な
ど
、
寝
覚
の
研
究

は
目
ざ
ま
し
く
進
展
す
る
の
で
は
な
い
か
と
恩
ふ
。

平
安
末
期
の
物
語
を
特
に
愛
好
さ
れ
て
ゐ
る
中
村
真
一
郎
氏
が
、
現
在
、
字

津
保
や
狭
衣
や
寝
覚
な
ど
の
王
朝
物
語
に
、
よ
、
い
本
文
と
註
釈
の
な
い
こ
と
を

指
摘
さ
れ
て
、
本
文
を
繋
怖
し
た
り
解
釈
し
た
り
す
る
段
階
に
至
る
ま
で
自
分

た
ち
が
無
智
の
状
態
に
置
か
れ
て
よ
い
は
ず
も
な
く
、
普
通
の
作
家
な
ど
が
、
文

学
史
上
に
大
き
い
名
前
を
載
せ
て
ゐ
る
作
品
を
読
む
の
に
、
一
々
図
書
館
へ
行

っ
て
探
す
な
ど
実
に
不
自
然
だ
と
、
手
き
び
し
く
国
文
学
者
を
批
判
さ
れ
、
国

夕
学
者
へ
の
註
文
の
第
一
と
し
て
、
「
古
典
の
註
釈
つ
き
の
テ
キ
〆
卜
が
、
由

寝
覚
研
究
の
意
表
と
そ
の
現
況

》

少

（
註
三
つ

に
手
に
入
れ
ら
れ
る
や
う
に
し
て
ほ
し
い
こ
と
」
を
挙
げ
ら
れ
た
こ
と
が
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
こ
の
批
判
は
、
国
文
学
者
に
対
す
る
よ
り
も
む
し
ろ
出
版
関
係
の
事

業
に
当
る
者
に
対
し
て
向
け
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
は
あ
る
が
、
少
く
と
も
寝
覚

に
関
し
て
は
、
こ
の
「
寝
覚
物
語
全
釈
」
の
お
か
げ
で
、
中
村
氏
の
要
求
も
満

た
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
わ
け
で
あ
る
。
な
ほ
、
湛
覚
の
註
釈
を
早
く
か
ら
志
し

て
を
ら
れ
た
光
学
に
石
川
氏
が
あ
り
、
「
熱
謹
蒻
蝋
」
と
綴
し
て
雑
畦
”

「
む
ら
さ
き
」
に
連
載
さ
れ
て
ゐ
た
こ
と
が
あ
る
が
、
完
結
し
な
か
っ
た
こ
と

ば
か
へ
す
が
へ
す
も
残
念
で
あ
る
。

寝
覚
の
現
代
語
訳
に
は
、
河
出
書
房
新
社
か
ら
刊
行
さ
れ
た
「
日
本
国
民
文

学
全
集
」
第
六
巻
「
王
朝
物
語
集
」
Ｉ
や
、
そ
の
改
訂
版
の
「
日
本
文
学
全

集
」
第
三
巻
に
、
円
地
文
子
氏
の
も
の
が
あ
り
、
寝
蹴
を
骨
子
と
し
た
創
作
に

は
、
河
川
書
房
か
ら
出
た
中
村
真
一
郎
氏
の
「
王
杣
小
説
集
恋
路
」
所
収
の

「
寝
覚
」
が
あ
る
な
ど
、
確
か
に
寝
覚
は
、
国
文
学
者
以
上
に
文
壇
の
人
盈
が

こ
れ
を
大
衆
に
而
結
さ
せ
よ
う
と
注
Ⅱ
し
て
ゐ
る
や
う
で
あ
る
が
、
「
湛
党
物

語
全
釈
」
の
出
た
の
を
契
機
と
し
て
、
国
文
学
に
携
は
る
者
は
、
更
に
こ
の
物

語
に
関
す
る
指
導
者
的
立
場
に
立
た
ね
ば
な
ら
な
い
。

㈲
そ
の
他
の
研
究

寝
覚
物
語
絵
巻
は
、
末
尾
脳
巻
内
容
の
想
定
に
ぜ
ひ
な
く
て
は
な
ら
ぬ
資
料

で
あ
る
が
、
現
在
、
こ
れ
に
関
す
る
研
究
は
ほ
と
ん
ど
停
淵
し
て
ゐ
る
様
子
で

あ
る
。
角
川
書
店
か
ら
刊
行
さ
れ
つ
つ
あ
る
「
日
本
絵
巻
物
全
集
」
な
ど
に
は
、

こ
の
寝
覚
物
語
絵
巻
は
当
然
収
め
ら
れ
て
然
る
べ
き
で
あ
ら
う
。

ま
た
、
寝
覚
の
題
号
が
、
本
来
「
寝
覚
」
「
夜
半
の
寝
覚
」
「
夜
の
寝
覚
」
．

「
寝
覚
物
語
」
な
ど
の
い
づ
れ
で
あ
っ
た
か
と
い
ふ
こ
と
に
対
す
る
研
究
と
し

（
註
三
三
）

て
は
、
関
根
氏
の
も
の
が
唯
一
の
も
の
で
、
関
根
氏
は
「
ね
ざ
め
」
と
す
る
考

一
一

’
｡
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へ
方
を
持
っ
て
を
ら
れ
る
や
う
で
あ
る
。
な
ほ
、
こ
の
物
語
は
も
ち
ろ
ん
平
安

末
期
物
語
の
総
合
的
研
究
と
し
て
石
川
氏
の
「
古
代
小
説
史
稿
Ｉ
源
氏
物
語
と

其
前
後
ｌ
」
、
三
谷
博
士
の
「
物
語
文
学
史
論
」
が
あ
る
こ
と
を
忘
れ
て
は

な
ら
な
い
。

一
一
一

以
上
、
寝
覚
研
究
の
意
義
と
そ
の
現
況
に
つ
い
て
述
べ
た
が
、
要
す
る
に
寝

覚
研
究
は
ま
だ
基
礎
的
な
研
究
の
範
囲
を
ほ
と
ん
ど
一
歩
も
出
て
ゐ
な
い
し
、

そ
の
基
礎
的
研
究
も
決
し
て
十
分
進
め
ら
れ
て
ゐ
る
と
は
言
へ
な
い
有
様
で
あ

（
註
三
四
）

っ
て
、
評
論
的
な
研
究
な
ど
は
永
井
利
子
氏
の
も
の
ぐ
ら
ゐ
で
は
な
い
か
と
思

は
れ
る
。
今
後
、
我
交
は
こ
の
寝
覚
を
含
め
た
平
安
末
期
物
語
に
、
よ
り
一
層

（
註
三
五
）

の
深
い
関
心
を
持
っ
て
、
こ
の
荒
野
の
開
拓
に
粘
進
す
べ
き
で
あ
ら
う
。

（
註
一
）
狭
衣
・
浜
松
・
と
り
か
へ
ぱ
や
は
、
明
治
以
後
の
国
文
学
関
係
の
叢

書
（
例
へ
ば
「
日
本
文
学
全
書
」
「
国
交
大
観
」
「
校
註
凶
文
遊
書
」
「
校

註
Ⅱ
本
文
学
大
系
」
な
ど
）
巾
に
し
ば
し
ば
収
め
ら
れ
て
来
た
が
、
回
収
近
で

は
、
浜
松
が
「
新
註
国
文
学
叢
書
」
に
収
め
ら
れ
た
の
み
で
、
現
在
刊
行
中

の
「
川
本
古
典
文
学
大
系
」
「
Ⅱ
本
古
典
全
沖
」
「
Ⅱ
本
古
典
鑑
賞
識
座
」

に
は
三
作
品
と
も
取
り
挙
げ
ら
れ
て
ゐ
な
い
・
寝
覚
は
、
従
来
の
叢
書
と
は

全
く
無
関
係
で
、
叩
行
本
と
し
て
橋
本
佳
氏
洲
「
校
本
夜
半
の
堪
覚
」
、
藤

田
徳
太
郎
・
墹
淵
恒
吉
両
氏
共
編
「
校
註
夜
半
の
寝
覚
」
、
関
根
慶
子
・
小

松
登
美
両
氏
共
著
「
寝
覚
物
語
全
釈
」
が
あ
る
。
な
ほ
、
浜
松
に
は
尾
上
八

・
郎
・
松
尾
聰
両
博
士
共
編
「
尾
上
本
浜
松
巾
納
言
物
語
」
が
あ
り
、
ま
た

一
‐
古
典
文
庫
」
信
峠
』
は
四
作
品
の
翻
刻
が
あ
る
（
た
だ
し
、
浜
松
は
末
巻
の
み

の
、
寝
覚
は
中
村
本
の
翻
刻
）
。

P

上

（
註
二
）
藤
原
道
長
。
小
右
記
（
寛
仁
年
十
月
十
六
日
条
）
・
袋
草
紙
（
巻

一
）
・
統
古
事
談
（
第
こ

（
註
三
）
他
の
現
象
と
し
て
は
、
新
機
軸
を
生
み
出
さ
う
と
し
て
奇
矯
に
走

っ
た
こ
と
も
挙
げ
ら
れ
る
で
あ
ら
う
。

（
註
四
）
津
田
左
右
吉
博
士
著
忌
檸
旅
顕
国
民
思
想
の
研
究
」
第
一
巻
四

七
六
頁
。

（
註
五
）
天
福
元
年
三
月
二
十
日
条
。

（
註
六
）
お
伽
草
子
「
狭
衣
」
と
か
中
村
本
寝
覚
な
ど
。

（
註
七
）
「
源
氏
物
語
の
巾
古
文
学
へ
の
影
響
」
（
創
元
社
版
「
源
氏
物
語

講
座
」
第
三
巻
所
収
）

（
註
八
）
「
註
七
」
参
照
。

（
註
九
）
「
国
学
院
雑
誌
」
第
六
一
巻
第
七
号
所
載
。

（
註
一
○
）
第
一
締
夜
半
の
渡
覚
序
説
第
一
節
夜
半
の
湛
覚
研
究
史

（
註
二
）
昭
和
三
十
六
年
一
月
十
三
日
に
東
京
の
大
隈
会
館
で
「
松
平
文
庫

に
つ
い
て
聞
く
会
」
が
開
催
さ
れ
、
今
井
氏
の
右
益
な
中
間
報
告
が
あ
っ
た

が
、
そ
の
時
の
模
様
を
紹
介
さ
れ
た
鈴
木
一
雄
氏
の
「
開
か
れ
る
国
文
学
の
宝

嘩
」
（
「
言
語
と
文
芸
」
昭
和
三
十
六
年
三
月
号
所
載
）
に
よ
る
と
、
松
平
文

庫
本
夜
半
の
ね
ざ
め
は
、
前
田
本
に
近
い
様
子
で
あ
る
。
な
ほ
、
ほ
か
に
個

人
的
に
今
井
氏
か
ら
御
教
示
を
い
た
だ
い
た
が
、
訳
解
を
招
く
恐
れ
も
あ
る

の
で
、
関
係
者
か
ら
の
正
式
な
公
表
を
待
つ
こ
と
に
し
た
い
。

（
註
二
一
）
「
よ
は
の
ね
さ
め
の
伝
本
研
究
Ｉ
前
出
家
本
の
再
検
討
ｌ
」

（
「
国
文
学
諭
錐
」
第
四
帆
所
救
）

（
註
一
三
）
拙
稿
「
寝
覚
註
釈
覚
書
ｌ
天
人
降
下
事
件
よ
り
密
通
事
件
ま
で

ｌ
」
（
「
平
安
文
学
研
究
」
第
二
十
一
帆
所
葱
・
拙
稲
「
班
覚
註
釈
覚
書

Q

二

丹



（
統
）
」
（
「
平
安
文
学
研
究
」
第
二
十
三
輯
所
枚
）

（
註
一
四
）
「
神
宮
文
庫
本
「
よ
は
の
ね
ざ
め
』
に
つ
い
て
」
（
「
国
語
」
昭
和
二

十
九
年
四
月
号
所
載
）

（
註
一
五
）
「
神
宮
文
庫
本
「
夜
寝
覚
物
語
』
に
つ
い
て
ｌ
中
村
本
本
文
と

の
比
岐
Ｉ
」
（
「
平
安
文
学
研
究
」
第
十
七
蝿
所
收
）

（
註
一
六
）
「
夜
の
寝
覚
物
語
の
研
究
」

（
註
一
七
）
拙
稿
「
黒
川
本
夜
半
の
寝
覚
最
善
本
説
批
判
」
（
「
平
安
文
学
研

究
」
第
二
十
五
輯
所
載
）
・
拙
稿
「
黒
川
本
夜
半
の
寝
覚
最
善
本
説
批
判
（
承

前
）
」
（
「
平
安
文
学
研
究
」
第
二
十
六
輯
所
載
）
参
照
。

（
註
一
八
）
「
国
文
学
」
昭
和
三
十
二
年
十
月
号
所
放
。

（
註
一
九
）
統
古
今
集
に
孝
標
女
作
と
し
て
採
ら
れ
た
二
打
が
浜
松
に
見
え
る

の
で
、
こ
の
こ
と
も
傍
証
と
な
ら
う
。

（
註
二
○
）
「
更
級
・
浜
松
・
寝
覚
に
描
か
れ
た
可
笑
味
に
就
い
て
ｌ
更
級

日
記
奥
書
所
載
の
更
級
・
浜
松
・
寝
覚
同
作
者
伝
説
を
確
実
化
さ
せ
よ
う
と

す
る
た
め
の
試
論
の
一
鮒
と
し
て
ｌ
」
（
「
国
語
と
何
文
学
」
昭
和
十
年
八

月
号
所
收
）
・
「
夜
は
の
ね
ざ
め
」
（
久
松
潜
一
陣
士
細
「
ｎ
本
文
学
史
巾

古
」
所
収
）

（
註
一
二
）
「
形
式
的
処
理
に
よ
る
一
つ
の
場
合
ｌ
寝
覚
・
浜
松
に
関
し
て

ｌ
」
（
「
国
語
と
国
文
学
」
昭
和
二
十
五
年
十
二
月
号
所
載
）
・
「
寝
覚
・

浜
松
の
位
置
ｌ
位
置
づ
け
の
前
提
条
件
の
一
考
察
ｌ
」
（
「
国
語
と
国
文

学
」
昭
和
三
十
四
年
四
月
所
栽
）

（
註
二
二
）
「
「
夜
半
の
寝
覚
』
の
成
立
時
期
に
就
て
ｌ
文
法
的
考
察
か
ら

ｌ
」
（
「
文
学
」
昭
和
十
年
五
月
号
所
載
）

（
註
二
三
）
「
註
二
○
」
に
掲
げ
た
論
文
・
「
夜
半
の
寝
覚
閥
巻
補
考
ｌ
附
、
末

寝
覚
研
究
の
意
義
と
そ
の
現
況

己

a

､

巻
梗
概
ｌ
」
（
「
文
学
‐
｜
昭
和
十
年
十
一
月
号
所
載
。
「
平
安
時
代
物
語
の

研
究
」
に
も
収
録
）

（
註
二
四
）
日
本
古
典
全
書
「
栄
花
物
語
」
（
四
）
附
録
。

（
註
二
五
）
前
掲
拙
著
第
二
篇
浜
松
中
納
言
物
語
第
一
章
夜
半
の
寝

覚
・
浜
松
巾
納
言
物
語
の
成
立
順
序
ｌ
作
者
を
菅
原
孝
標
女
と
仮
定
し
て
ｌ

（
註
二
六
）
「
国
語
と
国
文
学
」
昭
和
三
十
五
年
七
月
号
所
城
。

（
註
二
七
）
松
尾
博
士
「
菅
原
孝
標
女
ｌ
そ
の
作
品
「
夜
半
の
寝
覚
』
の
形

態
に
つ
い
て
ｌ
」
（
岩
波
講
座
日
本
文
学
。
「
平
安
時
代
物
語
の
研
究
」

に
も
収
録
）
及
び
「
註
二
三
」
に
掲
げ
た
「
夜
半
の
寝
覚
胴
巻
補
考
ｌ
附
、
末

巻
梗
概
ｌ
」
・
楠
本
氏
「
夜
半
の
堪
覚
に
つ
い
て
」
（
「
校
本
夜
半
の
寝
覚
」

所
収
）
・
墹
洲
氏
「
夜
の
寝
覚
物
語
の
研
究
」
（
藤
田
氏
と
の
共
細
「
校
註

夜
半
の
湛
覚
」
所
収
）

（
註
二
八
）
「
国
文
学
全
史
平
安
朝
篇
」

（
註
二
九
）
松
尾
博
士
著
「
平
安
時
代
物
語
の
研
究
」
所
収
。

（
註
三
○
）
前
掲
拙
著
附
録
「
平
安
末
期
物
語
研
究
文
献
Ⅱ
録
」
参
照
。
な
ほ

・
そ
の
他
の
文
献
と
し
て
、
大
槻
節
子
氏
の
「
巾
村
本
「
夜
湛
覚
物
語
』
の
改

作
態
度
ｌ
人
物
の
性
別
の
変
更
及
び
女
主
人
公
第
四
子
の
想
定
に
つ
い
て

ｌ
」
（
「
平
安
文
学
研
究
」
第
二
十
三
輯
所
載
）
も
あ
る
。

（
註
三
一
）
「
文
学
の
ひ
ろ
ぱ
」
（
「
文
学
」
昭
和
三
十
四
年
九
月
号
所
載
）

（
註
三
二
）
「
む
ら
さ
き
」
第
八
巻
第
二
号
よ
り
第
七
号
ま
で
。
た
だ
し
、
第

六
号
を
除
く
。
前
掲
拙
著
附
録
「
平
安
末
期
物
語
研
究
文
献
Ⅱ
録
」
に
は
脱

落
し
て
ゐ
た
の
で
、
今
補
っ
て
お
く
。

，
（
註
三
三
）
前
掲
著
言
。

（
註
三
四
）
「
「
ね
ざ
め
』
の
構
造
」
（
「
平
安
文
学
研
究
」
第
二
十
五
輯
所
載
）
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（
註
三
五
）
前
掲
拙
著
附
録
の
文
献
目
録
に
は
、
そ
の
「
凡
例
」
に
示
し
た
通

り
、
江
戸
時
代
以
降
昭
和
三
十
四
年
二
月
ま
で
に
発
表
さ
れ
た
も
の
を
収
載

し
た
が
、
そ
れ
以
後
昭
和
三
十
六
年
六
月
ま
で
の
寝
覚
関
係
の
主
要
文
献
で

本
文
に
取
扱
は
な
か
っ
た
も
の
を
、
こ
こ
に
纒
め
て
掲
げ
る
。
ｌ
松
尾
博

士
「
古
代
後
期
の
物
語
」
（
岩
波
書
店
刊
、
日
本
文
学
協
会
細
「
日
本
文
学

研
究
必
携
古
典
細
」
所
収
）
・
中
村
氏
「
竹
販
物
語
伊
勢
物
語
落
窪

物
語
夜
半
の
寝
党
解
説
」
（
河
川
書
房
新
社
刊
「
日
本
文
学
全
集
３
」
所

収
）
・
三
谷
博
士
「
物
語
の
行
方
」
（
「
国
語
と
国
文
学
」
昭
和
三
十
四
年
四

月
号
所
載
）
・
拙
稿
「
寝
覚
・
浜
松
・
更
級
の
歌
に
関
す
る
考
察
」
（
「
論
究

日
本
文
学
」
第
十
一
号
所
載
）
・
増
淵
氏
「
接
続
助
詞
「
て
』
の
用
法
ｌ

古
文
解
釈
の
た
め
の
文
法
ｌ
」
（
「
学
燈
」
昭
和
三
十
四
年
十
二
月
号
所
載
）
．

拙
稿
「
前
田
本
寝
覚
の
異
文
覚
書
」
（
「
平
安
文
学
研
究
」
第
二
十
四
輯
所

載
）
・
中
村
氏
「
源
氏
亜
流
物
語
の
現
代
的
意
味
」
（
「
文
学
」
昭
和
三
十
五

年
四
月
号
所
載
）
・
三
谷
博
士
「
意
外
に
開
拓
さ
れ
て
い
な
い
物
語
の
研
究
」

（
「
国
文
学
解
釈
と
鍬
賞
」
昭
和
三
十
五
年
五
月
号
所
戦
）
・
阿
部
秋
生
博
士

舎
一
■
貫
秒

ｌ
附
記
ｌ

本
稿
は
、
昨
年
十
一
月
三
日
、
池
坊
学
園
短
期
大
学
に
於
て
開
催
さ
れ
た
平
安

文
学
研
究
会
第
六
回
学
会
に
発
表
し
た
「
寝
党
研
究
の
現
段
階
」
の
草
稲
を
袖

訂
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
特
に
松
村
博
司
・
石
川
徹
両
氏
か
ら
種
を
御
指
導
を

賜
っ
た
ほ
か
、
そ
の
後
も
、
今
井
源
衛
氏
か
ら
は
松
平
文
庫
本
に
つ
い
て
御
教

示
を
い
た
だ
き
、
山
田
勝
弘
氏
か
ら
は
「
寝
覚
物
語
成
立
私
考
」
な
る
小
冊
子

を
わ
ざ
わ
ざ
お
送
り
い
た
だ
い
た
。
と
も
に
記
し
て
厚
く
感
謝
申
し
上
げ
る
次

第
で
あ
る
。
な
ほ
、
横
山
由
清
自
筆
本
夜
半
の
寝
覚
の
転
写
本
が
上
野
図
書
館

本
の
由
（
川
瀬
一
馬
博
士
著
「
日
本
書
誌
学
之
研
究
」
九
三
五
頁
’
九
四
○
頁
訓

右
自
筆
本
に
つ
い
て
は
こ
こ
に
は
触
れ
な
か
っ
た
。ｌ

昭
和
三
六
・
八
・
二
二
Ｉ

「
夜
半
の
寝
覚
」
（
秀
英
出
版
刊
、
阿
部
博
士
署
「
中
古
日
本
文
学
概
説
」
所

収
）
・
青
木
生
子
氏
「
王
朝
後
期
物
語
」
（
弘
文
堂
刊
、
青
木
氏
著
「
日
本
古

代
文
芸
に
お
け
る
恋
愛
」
所
収
）

患
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