
邸
試
測
列
刈
、
、
同
じ
く
は
空
に
も
驚
く
ば
か
り
と
、
吹
き
澄
ま
し
給
へ

り
。
星
の
光
に
輝
き
、
月
の
光
ま
さ
り
て
、
空
の
光
近
づ
く
心
地
す
。

香
ば
し
き
風
、
大
殿
の
上
に
満
ち
て
、
白
き
雲
た
な
び
き
渡
る
に
、
上

の
御
心
地
い
と
恐
ろ
し
く
な
り
て
、
大
臣
の
取
り
隠
し
給
け
ん
を
、
我

が
諌
め
言
ひ
つ
る
も
、
い
と
う
た
て
恨
み
深
か
ら
ん
と
、
あ
や
し
く
ゆ

ゆ
し
き
に
、
急
ぎ
止
め
さ
せ
給
ひ
つ
。

（
１
）

（
『
有
明
の
別
れ
』
巻
一
、
五
八
頁
～
五
九
頁
）

右
大
将
は
今
を
と
き
め
く
摂
関
の
左
大
臣
家
の
嗣
子
で
、
文
、
琴
笛
す
。
へ

む
ま
じ
く
思
さ
れ
て
三
位
中
将
仕
う
ま
つ
り
給
ふ
笙
の
笛
と
り
換
へ

て
、
心
の
ゆ
く
限
り
吹
き
添
へ
給
へ
る
は
、
今
少
し
耳
馴
れ
ず
、
珍
し

き
心
地
す
る
に
、
「
こ
れ
も
か
く
に
こ
そ
あ
り
け
れ
」
と
、
あ
さ
ま
し

く
聞
し
召
す
。

霞
め
る
月
影
に
澄
み
上
り
て
、
言
ふ
由
な
く
お
も
し
ろ
き
に
、
え
止

一
、
問
題
提
起
Ｉ
《
笛
》
の
奇
瑞
の
内
実

『
有
明
の
別
れ
』
の
笙
の
笛

「
有
明
の
別
れ
』
の
笙
の
笛

な
に
が
し
の
月
影
に
、
山
に
上
り
け
る
人
も
げ
に
思

ｌ
女
右
大
将
の
奇
瑞
の
光
と
影
Ｉ

て
に
秀
で
、
中
で
も
笛
の
才
は
比
類
な
い
も
の
だ
っ
た
。
あ
る
年
、
左
大
臣

家
の
臨
時
客
で
横
笛
の
手
を
尽
く
し
て
心
ゆ
く
ま
で
吹
き
通
す
と
、
空
の
気

配
た
だ
な
ら
ず
奇
瑞
が
起
こ
り
、
父
左
大
臣
に
制
止
さ
れ
る
。
こ
の
評
判
を

聞
き
つ
け
た
帝
が
二
月
、
梅
花
の
宴
を
催
し
、
横
笛
の
奏
を
強
要
し
、
自
ら

横
笛
を
吹
く
。
「
霞
め
る
月
影
に
澄
み
上
り
て
」
と
い
う
横
笛
の
楽
興
に
、

断
り
切
れ
な
く
な
っ
た
右
大
将
は
、
「
三
位
中
将
の
仕
う
ま
つ
り
給
ふ
笙
の

笛
と
り
換
へ
て
」
吹
き
す
ま
し
、
星
や
月
の
か
が
や
き
を
増
す
奇
瑞
は
再
び

起
こ
り
か
け
て
、
帝
に
制
止
さ
れ
る
と
い
う
の
が
、
冒
頭
に
引
用
し
た
場
面

で
あ
る
。

院
政
期
成
立
と
推
定
さ
れ
る
こ
の
物
語
『
有
明
の
別
れ
』
は
、
『
と
り
か

へ
ぱ
や
』
（
現
存
今
本
）
の
男
装
の
姫
君
を
め
ぐ
る
物
語
展
開
ｌ
結
婚
、
〃
妻
〃

の
密
通
・
懐
妊
・
出
産
そ
し
て
男
装
が
い
つ
露
見
す
る
か
の
悩
み
を
経
る
う

ち
に
自
ら
も
男
君
と
契
り
を
結
び
、
そ
れ
を
き
っ
か
け
に
男
装
を
解
き
、
入

内
・
出
産
・
立
后
へ
と
至
る
と
い
う
共
通
モ
チ
ー
フ
と
描
写
ｌ
を
な
ぞ
り

な
が
ら
も
、
『
と
り
か
へ
ぱ
や
』
の
よ
う
に
男
装
し
て
い
る
間
の
み
、
い
わ

ば
男
装
の
生
活
の
精
華
と
し
て
の
み
、
上
記
の
よ
う
な
笛
を
め
ぐ
る
物
語
展

松
浦
あ
ゆ
み
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開
が
綴
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
実
は
男
装
の
姫
君
で
あ
る
女
右
大
将
は
、

帝
と
の
契
り
を
き
っ
か
け
に
死
去
と
偽
っ
て
男
装
を
解
き
以
前
か
ら
左
大
臣

家
に
い
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
姫
君
に
な
り
す
ま
し
入
内
す
る
が
、
一
件
落

着
で
あ
る
は
ず
の
入
内
の
後
も
、
懐
妊
中
の
里
下
り
の
際
に
は
、
男
装
時
の

壷
遺
品
〃
を
偲
び
、
と
り
わ
け
手
馴
れ
の
笛
を
も
は
や
音
を
吹
き
通
せ
な
い
こ

と
を
思
い
、
涙
に
暮
れ
る
の
で
あ
ぁ
』

し
か
し
そ
の
後
末
尾
近
く
の
巻
三
に
至
っ
て
、
奇
瑞
は
、
朱
雀
院
四
十
賀

に
お
い
て
女
院
と
な
っ
た
女
右
大
将
の
琵
琶
と
そ
の
第
二
子
で
あ
る
春
宮
の

笛
と
の
合
奏
と
い
う
形
で
再
び
起
こ
り
、
今
度
は
中
断
さ
れ
る
こ
と
な
く
七

人
の
「
天
つ
乙
女
」
の
降
下
ま
で
実
現
す
る
。
女
右
大
将
の
容
貌
を
受
け
継

ぐ
〃
隠
さ
れ
た
実
子
“
春
宮
こ
そ
女
右
大
将
の
超
人
的
な
笛
の
才
を
継
ぐ
者
で

あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
い
わ
ば
満
た
さ
れ
ぬ
ま
ま
だ
っ
た
女
右
大
将
の
思
い

が
遂
げ
ら
れ
た
形
と
な
り
、
笛
の
親
子
相
伝
は
、
隠
さ
れ
た
血
筋
と
容
貌
の

相
似
を
介
し
て
行
わ
れ
た
こ
と
に
な
龍

以
上
の
よ
う
な
奇
瑞
を
め
ぐ
る
物
語
展
開
に
つ
い
て
は
、
後
述
す
る
よ
う

に
こ
れ
ま
で
様
々
に
論
じ
ら
れ
て
き
た
が
、
今
こ
こ
で
”
笛
〃
の
奇
瑞
の
物
語

展
開
を
さ
ら
に
細
か
く
み
た
場
合
、
女
右
大
将
に
よ
る
巻
一
の
奇
瑞
が
、
二

回
に
わ
た
っ
て
、
横
笛
と
、
「
三
位
中
将
仕
う
ま
つ
り
給
ふ
」
笙
の
笛
と
い

う
二
種
類
の
笛
で
起
こ
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
巻
三
の
奇
瑞
は
春
宮
の

横
笛
と
女
右
大
将
の
琵
琶
と
に
よ
っ
て
実
現
し
た
点
に
注
目
し
て
み
た
い
。

女
院
（
女
右
大
将
）
が
子
に
教
え
伝
え
た
こ
の
横
笛
は
、
か
つ
て
男
装
時
「
か

の
天
つ
空
響
か
し
給
ひ
し
夜
の
御
笛
」
（
九
九
頁
）
と
し
て
入
内
直
後
に
惜

し
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
は
、
女
右
大
将
が
男
装
を
解
く
き
っ
か
け

と
な
っ
た
帝
と
の
契
り
の
あ
っ
た
帰
り
に
道
す
が
ら
吹
き
立
て
た
「
御
身
離

れ
ぬ
笛
」
（
八
一
頁
）
も
、
最
初
の
左
大
臣
家
臨
時
客
で
奇
瑞
を
引
き
起
こ

し
た
笛
も
、
み
な
右
大
将
手
馴
れ
の
横
笛
で
あ
る
。
入
内
直
後
に
強
く
偲
ば

れ
な
が
ら
も
、
「
御
草
子
ど
も
の
な
か
に
隠
さ
」
（
一
○
○
頁
）
れ
た
ま
ま
に

な
っ
て
い
た
の
が
、
巻
三
の
朱
雀
院
四
十
賀
に
お
い
て
、

昔
、
御
櫛
の
箱
に
隠
さ
れ
し
御
笛
ぞ
、
こ
の
宮
に
伝
へ
さ
せ
給
へ
る
、

け
ふ
の
た
め
に
こ
そ
は
あ
ら
め
。
（
二
九
五
頁
）

こ
の
晴
れ
の
日
の
た
め
に
春
宮
に
伝
え
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
と
告
げ
ら
れ
、

し
か
る
べ
く
し
て
奇
瑞
が
起
こ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
、
笙
の
笛
の
方

は
以
降
、
女
右
大
将
自
身
と
は
直
接
関
わ
っ
て
こ
な
い
。

奇
瑞
を
起
こ
し
た
楽
器
の
種
類
に
つ
い
て
は
、
巻
三
の
琵
琶
と
合
わ
せ
、

三
種
類
の
楽
器
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
て
お
り
、
奇
瑞
を
起
こ
し
は
し
な

か
っ
た
箏
の
琴
も
含
め
る
と
あ
ら
ゆ
る
楽
器
に
通
じ
て
い
る
こ
と
に
な
る
と

の
常
盤
博
子
氏
の
指
摘
が
あ
駒
』
常
盤
氏
の
指
摘
の
通
り
、
そ
れ
だ
け
で
も

主
人
公
た
る
に
ふ
さ
わ
し
い
女
右
大
将
の
楽
の
才
は
発
揮
さ
れ
て
い
る
わ
け

だ
が
、
な
ぜ
こ
の
場
合
笙
の
笛
な
の
か
と
い
う
疑
問
は
依
然
残
る
。

笛
と
琴
と
を
対
置
さ
せ
た
場
合
、
小
嶋
菜
温
子
氏
が
指
摘
す
る
通
り
、
前

述
の
よ
う
な
楽
の
相
伝
の
物
語
展
開
に
お
い
て
は
奇
瑞
を
起
こ
す
の
は
琴
で

な
く
「
幻
の
男
君
の
象
徴
」
で
あ
る
笛
で
な
く
て
は
な
ら
な
嘘
で
は
、
同

じ
笛
の
類
の
場
合
は
ど
う
か
。
あ
る
い
は
横
笛
と
笙
の
笛
の
違
い
は
、
単
な

る
趣
向
の
問
題
で
、
さ
し
て
重
要
で
は
な
い
と
も
考
え
ら
れ
る
。
確
か
に
笙

の
笛
の
奇
瑞
描
写
自
体
は
、
左
大
臣
家
臨
時
客
に
お
け
る
横
笛
の
場
合
、

雲
の
上
に
も
堪
え
ぬ
に
や
、
限
り
な
く
晴
れ
た
り
つ
る
空
俄
か
に
曇

’
一



り
、
稲
妻
い
た
く
し
て
、
い
ひ
知
ら
ぬ
香
ば
し
き
香
吹
き
出
で
た
る
に

（
五
五
頁
）

と
「
今
少
し
耳
馴
れ
」
な
い
他
は
奇
瑞
の
度
合
が
違
う
わ
け
で
は
な
い
。

し
か
し
な
が
ら
、
臨
時
客
よ
り
も
晴
れ
が
ま
し
い
御
前
の
宴
の
場
に
お
い

（
６
）

て
、
し
か
も
『
狭
衣
物
語
』
巻
一
の
有
名
な
場
面
ま
で
踏
襲
し
た
描
写
で
盛

り
上
が
っ
て
い
く
中
で
、
女
右
大
将
は
、
な
ぜ
継
承
な
ど
さ
れ
な
い
笙
の
笛

を
吹
き
奇
瑞
を
起
こ
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
こ
で
笙
の
笛
と
い
う
楽
器
自
体
を
考
え
て
み
る
と
『
有
明
の
別
れ
』
の

描
写
に
は
冒
頭
引
用
文
中
「
空
に
も
驚
く
ば
か
り
」
、
後
続
の
物
語
展
開
で

も
「
は
な
ぱ
な
と
」
（
二
五
頁
、
後
述
）
吹
き
立
て
ら
れ
る
と
い
う
際
だ

っ
た
形
容
が
あ
る
も
の
の
、
あ
ま
り
隔
た
ら
な
い
時
代
で
も
実
際
の
音
色
は
、

習
習
ダ
ル
春
ノ
風
二
、
雌
鴻
ノ
霧
二
咽
ガ
ゴ
ト
シ
、
蒼
蒼
ダ
ル
秋
ノ

月
二
別
鶴
ノ
宵
二
鳴
ニ
タ
リ
。

（
『
續
教
訓
挑
一
文
永
七
年
［
一
二
七
○
晟
立
）

と
評
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
明
ら
か
に
横
笛
の
よ
う
に
単
音
に
近
い
音
で

は
な
く
和
音
と
考
え
ら
れ
、
雅
楽
が
一
つ
の
旋
律
を
各
々
の
楽
器
が
担
う
音

（
８
）

楽
で
あ
る
と
は
い
え
、
そ
の
役
割
は
、

（
合
奏
に
お
い
て
は
）
も
っ
ぱ
ら
六
ま
た
は
五
音
か
ら
成
る
合
竹
（
あ

い
た
け
）
と
称
す
る
和
音
を
奏
す
る
こ
と
に
あ
る
。
こ
の
点
は
雅
楽
の

ほ
か
の
管
楽
器
（
篁
葉
・
横
笛
）
が
旋
律
楽
器
で
あ
る
の
に
対
し
特
徴

的
で
あ
満
↑

と
い
う
説
明
に
あ
る
よ
う
に
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
通
常
は
単
独
で
旋
律
を

（
叩
）

奏
す
る
楽
器
で
は
な
い
。

『
有
明
の
別
れ
』
の
笙
の
笛

（
１
）
物
語
文
学
史
に
お
け
る
笙
の
笛

先
行
物
語
の
継
承
と
い
う
点
か
ら
ま
ず
見
て
い
こ
》
和

琴
の
琴
の
奇
瑞
を
め
ぐ
っ
て
躍
動
す
る
物
語
『
字
津
保
物
語
」
で
は
十
八

例
笙
の
笛
の
奏
例
が
出
て
来
る
。
ま
ず
主
人
公
で
あ
る
右
大
将
仲
忠
は
五
回

吹
い
て
い
る
が
、
そ
れ
は
父
兼
雅
の
教
育
方
針
で
、
引
き
取
る
前
か
ら
の
琴

の
琴
に
加
え
、
一
琴
を
ぱ
さ
ら
に
も
い
は
ず
、
異
才
も
、
〈
略
〉
笙
・
横
笛
も

（
ｕ
）

習
は
せ
給
（
俊
蔭
巻
・
九
三
頁
）
」
と
い
う
よ
う
に
ま
ん
誤
へ
ん
な
く
習
っ
た

楽
器
の
一
つ
に
過
ぎ
な
い
。
そ
の
他
に
笙
の
笛
を
吹
く
人
物
に
は
、
皇
族
系

の
人
物
の
大
臣
源
正
頼
（
あ
て
宮
の
父
）
、
式
部
卿
宮
、
兵
部
卿
宮
、
弾
正

宮
が
い
る
も
の
の
他
の
楽
器
と
の
列
記
扱
い
で
あ
り
、
後
は
殿
上
童
や
仲
忠

に
仕
え
る
縫
殿
頭
の
奏
例
と
な
っ
て
い
る
。

こ
こ
で
、
『
源
氏
物
語
』
ま
で
の
物
語
に
お
け
る
笙
の
笛
の
特
徴
を
概
観

し
て
お
く
な
ら
ば
、
と
り
わ
け
、
童
殿
上
の
際
に
習
う
楽
器
と
い
う
こ
と
が

あ
げ
ら
れ
る
。
奏
例
と
し
て
、
こ
の
『
宇
津
保
物
語
』
の
一
例
（
嵯
峨
院
の

『
有
明
の
別
れ
』
に
お
い
て
、
笙
の
笛
を
、
旋
律
楽
器
で
あ
る
横
笛
Ｉ

実
子
春
宮
に
継
承
さ
れ
た
方
の
“
笛
“
同
様
、
奇
瑞
を
引
き
起
こ
す
楽
器
へ
押

し
上
げ
た
も
の
は
何
だ
っ
た
の
か
。
作
品
自
体
の
検
討
は
と
り
あ
え
ず
置
い

て
、
ま
ず
は
『
有
明
の
別
れ
』
ま
で
の
王
朝
物
語
、
及
び
そ
の
他
の
様
々
な

ジ
ャ
ン
ル
の
作
品
・
記
録
に
お
け
る
笙
の
笛
を
概
観
し
て
み
る
こ
と
に
す

ア
（
》
。

二
、
笙
の
笛
を
め
ぐ
る
背
景

一
一
一



孫
の
童
）
や
、
『
落
窪
物
語
』
一
例
（
落
窪
君
所
生
の
道
頼
太
郎
君
）
や
『
源

氏
物
語
」
五
例
（
後
の
紅
梅
大
納
言
を
含
む
）
が
あ
る
が
、
結
局
の
と
こ
ろ
、

貴
族
の
子
弟
が
身
に
つ
け
る
教
養
の
一
つ
と
い
う
以
上
の
意
味
を
持
た
さ
れ

て
い
な
い
と
い
え
る
。

そ
れ
以
外
で
は
、
『
源
氏
』
で
「
例
の
事
葉
吹
く
随
身
、
笙
の
笛
持
た
せ

た
る
す
き
も
の
な
ど
あ
り
・
一
（
若
紫
巻
・
一
，
二
九
七
頁
～
二
九
八
頁
）
と

し
、
「
す
き
者
」
、
つ
ま
り
腹
心
の
殿
上
人
や
随
身
な
ど
の
中
で
も
風
流
人
を

自
負
し
て
い
る
者
が
奏
す
る
も
の
と
い
う
枠
を
与
え
ら
れ
て
い
る
の
が
目
立

っ
て
お
り
、
琴
の
琴
の
よ
う
な
王
統
に
ま
つ
わ
る
特
別
な
楽
器
や
前
述
の
柏

木
の
物
語
展
開
に
お
け
る
横
笛
な
ど
と
は
比
ぶ
べ
く
も
な
い
。

ち
な
み
に
『
枕
草
子
』
で
は
、
「
笙
の
笛
は
月
の
明
き
に
車
な
ど
に
て
聞

き
得
た
る
、
い
と
を
か
し
。
」
（
「
笛
は
」
の
段
）
と
評
価
さ
れ
て
い
る
も
の

の
、
同
時
に
演
奏
の
様
に
つ
い
て
は
「
所
せ
く
も
て
扱
ひ
に
く
く
ぞ
見
ゆ
る
。

さ
て
吹
く
顔
や
い
か
に
ぞ
。
そ
れ
は
、
横
笛
も
吹
き
な
し
な
め
り
か
し
」
（
同
）

と
、
横
笛
も
同
じ
事
と
言
い
な
が
ら
も
大
き
い
楽
器
で
顔
が
隠
れ
て
し
ま
う

様
子
が
滑
稽
に
感
じ
る
か
の
よ
う
に
か
か
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
元
来
こ
の
段

は
、
「
笛
は
横
笛
、
い
み
じ
う
を
か
し
」
で
始
ま
る
の
で
あ
る
。

『
源
氏
』
以
降
に
な
っ
て
も
、
こ
の
よ
う
な
脇
役
的
な
笙
の
笛
の
扱
い
は

さ
し
て
変
わ
ら
な
い
。
『
字
津
保
物
語
』
の
流
れ
を
承
け
、
琴
の
琴
が
主
人

公
中
納
言
の
唐
后
思
慕
に
重
要
な
役
割
を
果
た
す
『
浜
松
中
納
言
物
語
』
で

も
巻
二
の
一
例
の
み
で
、
ほ
と
ん
ど
物
語
前
面
に
出
て
こ
な
い
筑
前
守
と
い

う
人
物
の
奏
が
、
帰
国
し
た
中
納
言
を
迎
え
る
筑
紫
で
の
管
弦
の
宴
で
他
の

楽
器
と
と
も
に
列
記
さ
れ
る
に
留
ま
っ
て
い
る
。

最
後
に
、
「
有
明
の
別
れ
』
の
奇
瑞
描
写
自
体
や
物
語
展
開
で
踏
ま
え
て

い
る
『
狭
衣
物
語
』
『
と
り
か
へ
ぱ
や
」
に
つ
い
て
確
認
し
て
お
こ
う
。
結

論
か
ら
い
う
と
笙
の
笛
に
つ
い
て
は
い
ず
れ
の
作
品
と
も
他
の
楽
器
と
の
列

記
扱
い
に
す
ぎ
な
い
。

『
狭
衣
物
語
』
に
お
い
て
は
、
親
子
相
伝
に
つ
な
が
る
展
開
で
は
な
い
も

の
の
横
笛
で
起
こ
し
た
奇
瑞
へ
の
男
主
人
公
狭
衣
の
執
着
が
続
く
点
で
、

『
有
明
の
別
れ
』
と
通
底
し
て
い
麺
だ
が
、
横
笛
が
聿
津
保
物
重

『
源
氏
物
語
』
で
尊
重
さ
れ
て
き
た
琴
の
琴
に
代
わ
り
天
稚
御
子
降
下
の
奇

瑞
を
起
こ
す
楽
器
と
し
て
物
語
前
面
に
出
て
い
る
の
に
比
べ
、
笙
の
笛
に
関

し
て
い
え
ば
、
狭
衣
が
そ
の
奇
瑞
を
起
こ
し
た
管
弦
の
宴
で
「
た
だ
今
の
い

み
じ
き
も
の
の
上
手
ど
も
」
の
一
人
と
し
て
、
第
二
及
び
第
三
系
統
本
文
で

は
一
中
務
の
宮
の
少
将
」
、
第
一
系
統
本
及
び
第
一
・
第
三
系
統
混
合
本
本

文
で
は
天
部
卿
の
宮
の
少
将
」
が
奏
す
る
例
一
例
の
み
で
あ
海
前
者
の

場
合
、
粉
川
詣
で
に
随
行
す
る
ほ
ど
狭
衣
と
親
し
い
と
さ
れ
て
い
る
人
物
、

後
者
の
場
合
狭
衣
と
結
婚
す
る
姫
君
（
藤
壺
女
御
）
の
兄
と
な
り
、
人
物
と

し
て
は
重
要
で
は
あ
る
が
、
笙
の
笛
の
奏
自
体
に
意
味
が
あ
る
わ
け
で
は
な

い
。

『
と
り
か
へ
ば
や
』
に
お
い
て
も
笙
の
笛
は
や
は
り
重
要
な
も
の
で
は
な

く
、
巻
四
で
宰
相
中
将
が
今
大
将
（
女
装
を
解
い
た
後
の
男
主
人
公
）
主
催

の
月
の
宴
で
奏
す
る
一
例
の
み
で
あ
る
。
な
お
、
成
立
の
先
後
関
係
の
注
目

さ
れ
る
『
松
浦
宮
物
語
』
で
笙
の
笛
は
出
て
こ
な
い
が
、
あ
ら
た
め
て
後
述

す
る
。以

上
の
よ
う
に
、
先
行
物
語
に
お
け
る
笙
の
笛
に
つ
い
て
一
通
り
検
討
し
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て
き
た
が
、
と
り
た
て
て
重
要
な
扱
い
は
さ
れ
て
い
な
嘘
そ
こ
で
、
次
に

時
代
背
景
を
知
る
上
で
、
物
語
以
外
の
記
録
類
に
目
を
向
け
て
み
る
必
要
が

あ
廊
』

（
２
）
記
録
類
に
み
ら
れ
る
笙
の
笛

史
上
に
伝
え
ら
れ
る
名
手
、
奏
例
の
傾
向
を
み
て
み
る
と
、
ま
ず
平
安
時

代
前
期
で
は
、
藤
原
基
経
（
堀
川
関
白
）
、
藤
原
保
忠
（
八
条
大
将
一
時
平
長

男
）
、
村
上
天
皇
を
、
後
世
の
『
続
教
訓
抄
』
に
は
名
を
挙
げ
て
い
る
が
詳

細
は
明
ら
か
で
な
嘘

つ
い
で
、
平
安
時
代
中
期
ｌ
涙
氏
物
置
成
立
前
後
の
頃
で
は
、
京

右
記
』
に
、
道
長
の
舅
源
雅
信
〈
左
大
臣
〉
、
源
経
房
〈
中
納
言
、
『
御
堂
関

白
記
』
に
も
宰
相
中
将
任
官
時
の
奏
例
あ
り
、
合
計
二
例
〉
の
奏
例
（
〈
〉（

胴
）

内
は
奏
当
時
の
官
職
）
が
あ
る
が
、
こ
れ
も
や
は
り
内
容
は
不
明
で
あ
る
。

平
安
時
代
前
期
・
中
期
の
い
ず
れ
も
、
少
な
く
と
も
決
し
て
取
り
立
て
て

笙
の
笛
に
目
立
っ
た
名
手
と
し
て
注
目
さ
れ
る
例
は
な
く
、
献
贈
物
と
し
て

の
例
や
名
器
と
し
て
の
記
載
は
散
見
さ
れ
る
も
の
の
、
笙
の
笛
自
体
が
取
り

立
て
て
注
目
さ
れ
て
い
る
と
は
思
わ
れ
な
唾

と
こ
ろ
が
、
平
安
時
代
末
期
に
な
る
と
、
楽
の
愛
好
と
い
う
全
体
的
な
風

潮
も
あ
る
が
、
笙
の
笛
の
名
手
や
愛
好
者
と
い
わ
れ
る
人
物
が
多
く
出
て
く

る
よ
う
に
な
る
。
楽
芸
の
才
を
こ
と
さ
ら
重
視
す
る
傾
向
の
『
今
鏡
』
で
は
、

堀
河
天
皇
、
藤
原
宗
俊
（
大
納
言
一
道
長
の
曾
孫
）
、
源
雅
定
（
中
院
右
大
臣
、

村
上
源
氏
具
平
親
王
玄
孫
）
、
源
顕
仲
（
六
条
顕
房
息
）
、
藤
原
頼
長
（
頼
通

『
有
明
の
別
れ
』
の
笙
の
笛

玄
孫
）
等
を
、
笙
の
笛
の
名
手
ま
た
は
愛
好
者
と
し
て
記
し
て
い
る
し
、

（
加
）

『
殿
暦
』
や
『
御
遊
抄
』
で
も
名
前
が
頻
出
す
る
。
と
り
わ
け
、
「
悪
左
府
」

と
呼
ば
れ
摂
関
家
氏
長
者
で
あ
っ
た
左
大
臣
藤
原
頼
長
は
、
保
元
の
乱
で
有

名
な
人
物
だ
が
、

参
一
条
殿
、
次
乗
舟
帰
洛
、
明
月
浮
水
、
感
興
余
、
価
吹
笙

（
『
台
記
」
天
養
二
年
（
二
四
五
）
閨
十
月
十
五
日
）

と
あ
る
よ
う
に
、
笙
の
笛
を
公
的
な
場
以
外
で
も
吹
く
な
ど
、
こ
と
さ
ら
笛

を
愛
好
し
て
い
る
事
が
目
を
引
鍾

こ
の
他
に
も
、
平
安
時
代
末
期
は
笙
の
笛
の
楽
人
の
家
系
と
し
て
豊
原
家

が
そ
の
名
を
高
め
て
い
く
頃
で
も
あ
っ
て
、
『
今
鏡
』
等
で
は
伝
授
に
関
す

る
逸
話
を
い
く
つ
も
載
せ
て
い
る
し
、
鎌
倉
期
成
立
と
思
わ
れ
る
秘
曲
伝
授

讃
『
時
秋
物
語
』
は
こ
の
頃
の
豊
原
家
の
笙
の
笛
相
伝
を
題
材
に
し
た
も
の

で
あ
る
。

以
上
の
記
録
類
の
検
討
か
ら
、
平
安
時
代
末
期
に
な
る
と
笙
の
笛
が
名
手

や
奏
例
が
多
く
な
る
ほ
ど
重
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
様
子
を
明
ら
か
に
し

て
き
た
。
こ
こ
で
、
漢
詩
文
に
目
を
移
す
と
、
新
た
に
作
品
本
文
と
の
関
係

が
浮
か
ん
で
く
る
。

で
は
、
本
稿
冒
頭
の
奇
瑞
の
場
面
描
写
に
戻
っ
て
み
よ
う
。

冒
頭
に
引
用
し
た
『
有
明
の
別
れ
』
巻
一
の
梅
花
の
宴
の
場
面
を
検
討
し

三
、
「
な
に
が
し
の
月
影
に
山
に
上
り
け
る
人
」
と

笙
の
笛
の
奇
瑞
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て
み
る
と
、
奇
瑞
を
起
こ
す
笙
の
笛
の
奏
の
際
、
「
げ
に
思
ひ
出
で
ら
れ
て
、

同
じ
く
は
空
に
も
驚
く
ば
か
り
と
」
右
大
将
が
思
い
を
馳
せ
た
先
例
「
な
に

が
し
の
月
影
に
山
に
上
り
け
る
人
」
（
引
用
文
中
の
波
線
部
）
が
注
目
さ
れ

テ
（
》
○

こ
の
先
例
に
つ
い
て
は
、
中
村
忠
行
氏
が
『
宇
津
保
物
語
』
や
『
狭
衣
物

語
』
、
散
逸
物
語
『
隠
れ
蓑
」
の
一
場
面
の
可
能
性
を
指
摘
一
撃
大
槻
脩
氏

は
、
表
現
の
類
似
か
ら
『
松
浦
宮
物
語
』
の
一
連
の
場
面
、
遣
唐
使
の
主
人

公
橘
氏
忠
が
陶
翁
と
い
う
老
人
に
導
か
れ
夜
の
商
山
山
上
で
琴
の
琴
を
弾
く

華
陽
公
主
（
唐
帝
の
妹
）
に
出
会
う
に
至
る
描
写
を
承
け
た
も
の
と
し
た
上

で
、
『
有
明
の
別
れ
』
の
成
立
を
『
松
浦
宮
』
以
後
と
論
じ
て
い
る
の
で
あ

臨
｝
（
た
だ
し
、
該
当
部
分
の
う
ち
本
稿
で
「
上
り
け
る
人
」
と
し
て
い
る
部

分
を
大
槻
氏
は
「
登
り
け
る
人
」
と
し
て
い
る
）
。

ま
ず
は
、
そ
の
『
松
浦
宮
物
語
』
巻
一
の
陶
翁
の
琴
の
琴
の
場
面
を
検
討

し
て
み
よ
う
。

八
月
十
三
日
の
月
く
ま
な
く
澄
み
の
ぼ
り
て
、
三
十
六
宮
ま
こ
と
に

残
る
く
ま
も
な
く
お
も
し
ろ
き
に
、
〈
略
〉
夜
中
ば
か
り
に
も
な
り
ぬ

ら
ん
と
見
ゆ
る
月
か
げ
に
、
松
風
遠
く
ひ
宣
き
て
、
高
き
山
の
上
に
、

か
す
か
な
る
楼
を
つ
く
り
て
、
琴
弾
く
人
ゐ
た
り
。
心
に
入
た
る
こ
と

に
て
、
楼
の
も
と
に
の
ぼ
る
。
〈
略
〉
け
だ
か
き
翁
の
、
〈
略
〉
塵
も
く

も
ら
ぬ
月
か
げ
に
、
琴
を
弾
く
な
り
け
り
。
階
の
上
の
こ
し
に
い
て
、

と
ば
か
り
聞
く
に
、
心
は
澄
み
ま
さ
り
て
、
涙
は
ほ
ろ
ノ
、
と
こ
ぼ
れ

ぬ
。
人
の
か
く
て
ゐ
た
る
を
見
い
る
シ
さ
ま
に
も
あ
ら
ず
、
声
は
い
と

お
も
し
ろ
く
て
、
琴
の
声
に
あ
は
せ
て
唱
歌
し
た
る
、
似
る
物
な
く
め

（
ど

で
た
し
。
（
二
七
頁
～
二
八
頁
）

大
槻
氏
は
、
こ
れ
に
加
え
そ
の
翌
晩
氏
忠
が
華
陽
公
主
の
琴
の
琴
を
た
ず
ね

て
、
高
き
楼
の
上
を
「
は
る
か
に
た
づ
ね
の
ぼ
」
り
「
秋
の
月
の
く
ま
な
き

空
に
澄
み
の
ぼ
り
た
る
心
地
」
の
美
し
さ
の
華
陽
公
主
が
「
よ
ろ
づ
の
も
の

の
音
ひ
と
つ
に
あ
ひ
て
、
空
に
ひ
び
き
か
よ
へ
る
」
さ
ま
に
心
を
奪
わ
れ
る

月
夜
の
場
面
（
二
三
頁
～
二
二
頁
）
と
の
類
似
も
指
摘
し
て
い
る
。

確
か
に
こ
の
一
連
の
場
面
に
は
類
似
表
現
が
み
ら
れ
、
ま
た
大
槻
氏
睦
一
言

及
し
て
い
な
い
が
、
そ
の
後
氏
忠
と
契
り
を
結
ん
だ
華
陽
公
主
が
病
を
得
て

弾
く
最
後
の
奏
は
「
稲
妻
し
き
り
し
て
、
雲
の
た
出
ず
ま
ひ
た
宣
な
ら
ね
ば
」

（
四
一
二
頁
）
と
『
有
明
の
別
れ
』
同
様
、
奇
瑞
を
起
こ
し
て
い
る
。

し
か
し
、
楽
器
の
種
類
に
こ
だ
わ
る
必
要
は
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
が
、

こ
れ
ら
の
場
面
は
、
琴
の
琴
の
奏
で
あ
り
、
笙
の
笛
で
は
な
い
。
そ
の
上
、

『
有
明
の
別
れ
』
の
当
該
箇
所
を
“
月
光
の
下
に
琴
を
奏
し
た
陶
翁
や
華
陽

公
主
に
魅
せ
ら
れ
て
山
に
登
っ
た
氏
忠
“
と
解
す
れ
ば
矛
盾
は
な
い
も
の
の
、

女
右
大
将
が
想
起
す
る
の
が
、
山
に
登
っ
た
方
の
氏
忠
で
あ
っ
て
、
琴
の
琴

を
奏
し
た
陶
翁
や
華
陽
公
主
で
は
な
い
と
い
う
の
は
、
不
審
に
思
わ
れ
る
。

ま
た
、
『
有
明
の
別
れ
」
が
優
れ
た
先
例
を
超
え
る
奏
を
描
こ
う
と
し
て

い
る
可
能
性
も
無
視
で
き
な
い
が
、
『
松
浦
宮
』
の
こ
の
時
点
で
は
奇
瑞
が

起
き
る
ほ
ど
の
奏
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
共
通
し
て
起
こ

っ
て
い
る
奇
瑞
の
場
面
の
方
も
、
『
狭
衣
物
語
』
の
表
現
を
踏
ま
え
た
も
の

と
い
え
る
。

以
上
の
疑
問
を
納
得
さ
せ
る
先
行
作
品
を
改
め
て
考
え
た
場
合
、
む
し
ろ
、

｛
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漢
詩
文
の
ジ
ャ
ン
ル
、
王
子
晉
の
笙
の
笛
の
故
事
の
方
が
可
能
性
が
高
い
の

で
は
な
い
か
。
こ
れ
は
、
周
の
霊
王
の
太
子
で
あ
る
王
子
晉
（
王
子
喬
）
が

秋
月
の
下
、
笙
の
笛
を
吹
き
つ
つ
嵩
高
山
に
上
っ
て
神
仙
と
な
り
維
氏
山
頂

に
白
鶴
に
乗
っ
て
現
れ
、
昇
天
し
た
話
で
、
「
蒙
求
』
に
こ
そ
と
り
あ
げ
ら

れ
て
は
い
な
い
も
の
の
、
『
白
氏
文
集
」
『
和
漢
朗
詠
集
』
『
梁
塵
秘
抄
』
な

ど
多
く
の
書
で
平
安
時
代
に
広
く
知
ら
れ
て
い
た
故
事
と
思
わ
れ
る
。
笙
の

笛
と
王
子
晉
と
の
つ
な
が
り
は
、
『
和
漢
朗
詠
集
』
の
「
王
喬
一
去
雲
長
断

早
晩
笙
声
帰
故
渓
」
（
下
ｌ
仙
家
、
菅
原
文
時
「
山
中
有
仙
室
二
及
び
そ

の
古
注
（
朗
詠
注
）
や
、
鎌
倉
初
期
成
立
の
『
教
訓
抄
』
「
笙
」
の
項
の
記

述
「
列
仙
伝
日
王
子
喬
作
笙
歌
」
か
ら
す
る
と
、
周
知
の
事
だ
っ
た
の
で
は

な
い
か
。

原
典
は
、
『
列
仙
伝
』
上
の
「
王
子
喬
」
の
話
で
、
『
芸
文
類
聚
』
『
初
学

記
」
（
朗
詠
私
注
所
引
）
『
太
平
廣
記
』
な
ど
の
類
書
に
、
さ
ら
に
は
『
幼
学

指
南
堂
な
ど
の
日
本
の
類
書
に
も
引
か
れ
た
。
次
に
原
文
を
挙
げ
毒

王
子
喬
者
、
周
霊
王
太
子
晉
也
。
好
吹
笙
作
鳳
凰
鳴
、
遊
伊
洛
之
間

道
士
浮
丘
公
接
以
上
嵩
高
山
。
三
十
余
年
後
求
之
於
山
上
見
栢
良
日
、

告
我
家
七
月
七
日
待
我
於
維
氏
山
顛
至
時
、
果
乗
白
鶴
駐
山
頭
、
望
之

不
得
到
畢
手
謝
時
人
数
日
而
去
亦
立
祠
於
維
氏
山
下
及
嵩
高
首
焉
。

こ
こ
で
は
、
『
有
明
の
別
れ
』
で
い
う
「
な
に
が
し
の
月
か
げ
」
は
出
て
こ

な
い
が
、
昇
天
そ
の
も
の
で
は
な
い
と
は
い
え
、
『
白
氏
文
集
』
「
王
子
晉
廟
」

の
「
子
晉
廟
前
山
月
明
人
間
性
往
夜
吹
笙
」
（
巻
二
八
Ｉ
律
詩
、
朗
詠
永
済

注
所
引
）
や
『
和
漢
朗
詠
集
』
の
「
王
子
晉
之
昇
仙
後
人
立
祠
於
維
嶺
之

月
」
（
巻
下
‐
懐
旧
）
で
は
月
の
情
景
と
し
て
描
か
れ
て
い
奄
後
者
の
原
詩

『
有
明
の
別
れ
』
の
笙
の
笛

『
本
朝
文
粋
』
巻
十
一
所
収
の
序
詩
で
あ
る
源
相
規
「
初
冬
陪
菅
丞
相
廟
同

賦
雛
菊
有
残
花
」
は
有
名
で
、
『
江
談
抄
」
第
六
に
道
真
の
霊
を
感
応
せ
し

め
た
詩
と
し
て
紹
介
が
あ
る
。
『
有
明
の
別
れ
」
の
女
右
大
将
が
、
こ
の
神

仙
諄
を
思
い
浮
か
べ
な
が
ら
、
同
じ
笙
の
笛
の
奇
瑞
を
成
し
遂
げ
た
と
考
え

（
刀
〉

れ
ぱ
、
納
得
が
い
く
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
は
、
こ
れ
を
い
わ
ゆ
る
典
拠
の
認
定
や
先
後
関
係
と
し
て
だ
け
で

は
な
く
、
院
政
期
に
お
い
て
『
有
明
の
別
れ
』
及
び
『
松
浦
宮
物
語
』
が
、

当
時
流
行
し
て
い
た
笙
や
箭
に
ま
つ
わ
る
神
仙
諏
を
物
語
展
開
の
原
動
力
に

取
り
入
れ
て
い
っ
た
表
れ
と
し
て
も
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
も
そ

も
、
平
安
時
代
末
期
に
は
、
実
際
の
奏
例
の
他
に
も
、
『
続
本
朝
往
生
伝
』
（
大

江
匡
房
作
）
な
ど
仏
教
に
お
け
る
往
生
伝
の
往
生
描
写
に
は
、
「
笙
歌
不
絶
」

「
笙
歌
遥
聴
孤
雲
上
」
「
笙
歌
之
声
」
「
笙
歌
妓
楽
満
山
」
な
ど
の
常
套
句
が

多
く
な
っ
て
い
る
。

こ
う
し
た
時
代
背
景
の
も
と
、
笙
と
似
た
名
前
を
持
つ
楽
器
篇
（
せ
う
）

が
笙
と
は
異
な
る
も
の
の
、
『
松
浦
宮
物
語
』
巻
二
で
同
じ
く
神
仙
の
イ
メ

ー
ジ
で
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
の
も
注
目
さ
れ
る
。

山
の
端
出
づ
る
月
の
光
、
く
れ
は
つ
る
ま
シ
に
、
う
き
雲
の
こ
ら
ず

空
は
れ
て
、
さ
え
ゆ
く
夜
の
さ
ま
に
、
物
の
あ
は
れ
ま
さ
り
て
、
は
る

か
な
る
林
の
奥
を
た
づ
ね
ゆ
け
ば
、
我
が
国
に
、
璽
藁
と
か
や
、
な
つ

か
し
き
声
と
し
も
思
ひ
な
ら
は
ざ
り
し
物
に
や
、
所
か
ら
は
、
似
る
も

の
な
く
問
こ
ゆ
。
こ
の
国
に
は
、
篇
と
ぞ
言
ふ
。
む
ぺ
こ
そ
、
昔
の
女

皇
女
の
、
こ
れ
を
吹
て
仙
に
の
ぼ
り
給
に
け
れ
、
と
あ
は
れ
に
涙
と
萱

め
が
た
し
。
（
七
四
頁
～
七
五
頁
）
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こ
こ
で
ひ
か
れ
て
い
る
の
は
、
王
子
晉
の
故
事
と
同
じ
く
『
列
仙
伝
』
上
所

（
亜
）

載
の
爺
史
・
弄
玉
の
箭
の
奇
瑞
で
あ
る
。
『
蒙
求
』
で
広
く
普
及
し
、
さ
ら

に
日
本
で
も
『
蒙
求
和
歌
』
『
唐
物
語
』
『
漢
故
事
和
歌
集
』
『
和
漢
朗
詠
集
』

な
ど
で
紹
介
さ
れ
た
神
仙
諌
で
あ
る
が
、
『
松
浦
宮
物
語
』
は
上
記
の
陶
翁

・
華
陽
公
主
弾
琴
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
と
は
異
な
る
箇
所
、
巻
二
の
唐
后
と
の
梅

里
で
の
契
り
の
場
面
で
、
篇
の
奏
が
描
き
出
さ
れ
て
お
り
、
陶
翁
・
華
陽
公

主
の
場
合
に
も
ま
さ
る
神
仙
の
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
、
茄
史
・
弄
玉
の
箭
の
奇

瑞
を
作
品
の
中
に
呼
び
込
ん
で
い
る
。

箭
は
、
竹
管
を
並
べ
た
管
楽
器
で
平
安
時
代
中
期
に
は
日
本
で
は
使
用
さ

れ
な
く
な
っ
た
た
め
、
『
松
浦
宮
物
語
』
の
例
の
よ
う
に
箪
葉
、
あ
る
い
は

（
汐
）

尺
八
な
ど
の
他
の
楽
器
と
混
同
さ
れ
て
い
る
が
、
笙
の
笛
も
混
同
さ
れ
て
い

る
楽
器
の
一
つ
な
の
で
あ
る
。
『
蒙
求
和
歌
』
と
同
じ
源
光
行
作
の
『
百
詠

和
歌
』
第
十
一
で
は
「
篇
〈
略
）
笙
事
故
（
不
審
）
・
」
と
記
す
よ
う
に
、
笙

と
箭
を
混
同
し
て
お
り
、
『
李
端
百
二
十
詠
』
の
「
仙
人
幸
見
尋
一
を
説
明

｛
犯
）

す
る
の
に
、
王
子
晉
の
故
事
が
箭
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
と
し
て
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
混
同
は
さ
れ
ず
と
も
、
時
代
が
下
る
も
の
の
『
十
訓
抄
』
巻
十
で
は
、

王
子
晉
が
笙
を
吹
き
つ
つ
神
仙
と
な
る
さ
ま
が
術
を
吹
く
弄
玉
と
一
緒
に
記

さ
れ
て
い
る
の
も
注
目
を
引
く
。

以
上
の
よ
う
に
、
神
仙
諄
の
浸
透
や
笙
の
笛
の
愛
好
が
著
し
く
、
笙
と
箭

と
が
相
近
し
く
受
け
入
れ
ら
れ
て
も
い
た
、
平
安
末
期
か
ら
鎌
倉
時
代
に
か

け
て
の
時
期
に
、
王
朝
物
語
で
あ
る
『
有
明
の
別
れ
』
で
も
巻
一
の
梅
花
の

宴
に
お
け
る
笙
の
笛
の
奇
瑞
は
、
横
笛
を
超
え
る
か
の
よ
う
に
、
お
そ
ら
く

（
列
）

は
王
子
晉
の
月
影
の
も
と
の
神
仙
の
楽
の
イ
メ
ー
ジ
で
繰
り
広
げ
ら
れ
た
も

（
１
）
三
位
中
将
と
〈
右
大
将
お
は
せ
ぬ
嘆
き
〉

前
に
述
べ
た
よ
う
に
、
女
右
大
将
が
笙
の
笛
を
手
に
す
る
こ
と
は
も
は
や

な
い
。笙

の
笛
が
再
び
吹
き
立
て
ら
れ
る
の
は
、
女
右
大
将
が
男
装
を
解
き
入
内

・
出
産
・
立
后
し
た
後
、
行
わ
れ
た
如
月
の
花
の
宴
で
あ
り
、
笙
を
賜
っ
て

奏
す
る
の
は
、
三
位
中
将
ｌ
女
右
大
将
に
と
っ
て
は
お
じ
に
あ
た
る
左
大

将
の
子
息
ｌ
で
あ
る
。
こ
こ
で
冒
頭
の
引
用
文
を
振
り
返
っ
て
み
る
と
、

当
節
で
述
べ
る
宴
の
鐸
先
例
“
た
る
花
の
宴
で
女
右
大
将
が
奇
瑞
を
起
こ
し
か

け
た
笙
の
笛
は
、
「
三
位
中
将
仕
う
ま
つ
り
給
ふ
笙
の
笛
」
で
あ
る
こ
と
が

の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
力
は
、
『
狭
衣
物
語
』
の
天
稚
御
子
降
下
の
よ
う

な
異
界
の
侵
入
す
る
場
面
へ
と
読
者
の
連
想
を
つ
な
げ
て
い
く
べ
き
も
の
で

あ
る
。
実
際
、
〃
結
末
録
と
も
い
う
べ
き
巻
三
の
奇
瑞
を
見
た
場
合
、
横
笛
と

琵
琶
の
合
奏
で
降
下
し
た
七
人
の
「
天
つ
乙
女
一
や
、
さ
ら
に
女
院
（
女
右

大
将
）
の
前
身
も
天
女
と
い
う
よ
う
な
天
上
界
と
近
し
い
関
係
に
あ
る
よ
う

に
み
ら
れ
奄

で
は
、
女
右
大
将
の
男
装
時
の
時
点
に
お
い
て
笙
の
笛
が
こ
の
よ
う
に
物

語
を
大
き
く
つ
き
動
か
す
可
能
性
を
持
っ
て
い
た
の
な
ら
ば
、
そ
れ
以
後
の

物
語
展
開
で
は
、
ど
の
よ
う
に
移
り
変
わ
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ

れ
ま
で
ふ
れ
て
こ
な
か
っ
た
、
女
右
大
将
が
男
装
を
解
い
た
後
の
物
語
展
開

の
過
程
を
た
ど
る
こ
と
に
す
る
。

四
、
三
位
中
将
の
笙
の
笛
を
め
ぐ
っ
て
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思
い
返
さ
れ
よ
う
。
女
右
大
将
は
、
帝
か
ら
奏
す
る
よ
う
に
賜
っ
た
横
笛
を
、

三
位
中
将
の
笙
の
笛
と
「
と
り
換
へ
て
」
奏
し
た
の
で
あ
る
。

こ
の
三
位
中
将
に
つ
い
て
は
、
は
な
は
だ
し
く
色
好
み
で
あ
り
、
女
右
大

将
の
〃
妻
“
対
の
上
に
密
通
し
子
を
生
ま
せ
る
人
物
で
あ
る
と
い
う
先
行
作
品

『
と
り
か
へ
ぱ
や
』
と
の
類
似
点
が
ま
ず
注
目
さ
れ
よ
う
が
、
こ
こ
で
少
な

く
と
も
確
認
し
て
お
き
た
い
の
は
、
こ
の
密
通
事
件
が
作
品
全
体
で
果
た
す

役
割
の
差
で
あ
る
。
確
か
に
そ
の
物
語
展
開
と
表
現
は
、
『
と
り
か
へ
ぱ
や
』

と
似
通
っ
て
い
る
も
の
の
、
む
し
ろ
『
源
氏
物
語
』
若
菜
下
巻
の
柏
木
と
女

三
宮
の
密
通
に
近
く
、
密
通
し
て
も
露
妻
“
対
の
上
の
心
は
な
び
か
ず
、
出
産

以
降
逢
う
こ
と
は
絶
え
て
し
ま
う
点
で
、
『
と
り
か
へ
ぱ
や
」
と
は
展
開
上

の
違
い
を
見
せ
て
い
る
。
女
右
大
将
に
厭
世
感
と
屈
辱
感
を
味
わ
せ
る
描
写

に
は
共
通
点
は
あ
っ
て
も
、
結
局
の
と
こ
ろ
物
語
展
開
の
原
動
力
と
な
っ
て

い
な
嘘

で
は
、
そ
の
三
位
中
将
の
笙
の
笛
は
、
ど
ん
な
役
割
を
果
た
し
た
の
か
。

上
の
御
遊
び
始
ま
り
て
、
も
の
の
興
切
な
る
程
に
、
左
大
将
の
宰
相

中
将
、
笙
の
笛
賜
は
り
て
、
は
な
ぱ
な
と
吹
き
た
て
た
る
を
ぞ
、
左
の

大
臣
思
し
分
く
方
な
く
打
ち
萎
れ
給
ふ
を
、
見
る
限
り
ゆ
ゆ
し
き
ま
で

押
し
拭
ひ
給
ふ
。
右
の
大
臣
、
折
過
ぐ
さ
ず
、

珍
し
き
雲
居
響
き
し
笛
の
音
の
恋
し
さ
ま
さ
る
春
の
夜
の
月

左
大
臣
、

月
は
な
ほ
同
じ
雲
居
を
照
ら
す
と
も
絶
え
に
し
笛
の
音
こ
そ
つ
ら

け
れ

あ
ま
り
忌
ま
忌
ま
し
か
ら
ん
も
思
す
所
や
あ
り
け
ん
、
春
の
鴬
と
か
い

『
有
明
の
別
れ
」
の
笙
の
笛

ふ
調
べ
を
あ
や
に
く
に
。

〈
中
宮
（
女
右
大
将
）
の
〉
御
心
に
入
り
し
事
は
、
例
人
知
れ
ぬ
御
心

の
内
に
、百

千
鳥
さ
え
づ
る
声
は
そ
れ
な
が
ら
我
の
み
夢
の
心
地
こ
そ
す
れ

天
下
る
天
人
も
な
け
れ
ば
そ
こ
は
か
と
な
く
て
、
事
も
果
て
ぬ
れ
ば
皆

ま
か
で
給
。
二
一
五
～
一
ニ
ハ
頁
）

三
位
中
将
が
笙
の
笛
を
「
は
な
ぱ
な
と
吹
き
た
て
」
る
に
つ
れ
て
、
左
大
臣

は
愛
息
女
右
大
将
が
笙
の
笛
の
奏
で
奇
瑞
を
起
こ
し
た
昔
を
思
い
出
し
て
涙

に
沈
み
、
三
位
中
将
の
父
で
あ
る
兄
右
大
臣
（
左
大
将
）
か
ら
慰
め
を
受
け

歌
の
贈
答
を
交
わ
す
。
し
か
し
実
際
に
は
、
女
右
大
将
は
生
き
て
い
て
偽
死

及
び
男
装
を
解
き
入
内
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
父
左
大
臣
も
十
分
承
知
の
は

ず
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ど
う
も
そ
こ
に
は
幻
の
〃
亡
き
右
大
将
“
が

厳
然
と
存
在
し
て
い
る
よ
う
な
の
で
あ
る
。
左
大
臣
は
、
嗣
子
〃
亡
き
右
大

将
“
の
た
ぐ
い
稀
な
る
「
絶
え
に
し
笛
」
自
体
を
痛
切
に
惜
し
ん
で
い
る
。

こ
の
よ
う
な
〃
亡
き
右
大
将
〃
の
欠
落
感
が
、
秘
め
ら
れ
た
実
子
の
う
ち
「
故

大
将
の
忘
ら
れ
ぬ
面
影
」
を
宿
し
た
春
宮
の
登
場
及
び
母
女
院
（
女
右
大
将
）

と
の
合
奏
の
〃
結
末
鐙
を
引
き
寄
せ
る
構
造
は
、
小
嶋
菜
温
子
氏
の
論
に
詳
し

（
汎
）

い
・

こ
こ
で
さ
ら
に
付
言
す
る
な
ら
ば
、
〈
女
右
大
将
お
は
せ
ぬ
嘆
き
〉
と
で

も
呼
べ
る
こ
の
傾
向
が
、
こ
の
三
位
中
将
の
笙
の
笛
の
奏
に
ば
か
り
で
な
く

作
品
全
体
に
わ
た
っ
て
続
く
こ
と
で
あ
る
。
引
用
し
た
花
の
宴
の
場
面
に
限

っ
て
も
、
「
御
簾
の
外
の
ひ
き
代
へ
た
る
映
え
な
さ
は
い
み
じ
く
口
惜
し
き
」

「
心
を
尽
く
し
た
る
文
ど
も
も
、
御
製
な
ら
で
は
あ
な
が
ち
に
珍
し
き
節
な
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く
人
の
言
草
に
な
ら
い
を
、
尽
き
せ
ず
す
ず
ろ
は
し
く
思
ふ
人
多
か
り
。
」

と
地
の
文
で
頻
繁
に
綴
ら
れ
る
。
全
く
の
見
所
が
な
い
と
い
う
わ
け
で
は
な

く
後
任
の
右
大
将
と
な
っ
た
元
の
右
衛
門
督
の
最
近
の
際
だ
っ
た
立
派
さ
も

描
か
れ
て
は
い
る
。
し
か
し
三
位
中
将
の
笙
の
笛
の
描
写
の
後
、
最
後
に
は

「
天
下
る
天
人
も
な
け
れ
ば
」
ｌ
奇
瑞
な
ど
起
こ
り
よ
う
も
な
い
ｌ
と

だ
め
押
し
を
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
〈
女
右
大
将
お
は
せ
ぬ
嘆
き
〉
は
、
そ
の
前
後
に
も
頻
繁
に
各
所
に

見
ら
れ
、
『
源
氏
』
匂
宮
巻
冒
頭
を
用
い
て
表
さ
れ
た
女
右
大
将
の
〃
死
勿
直

後
の
世
間
の
嘆
き
、

そ
の
神
無
月
の
嵐
の
う
ち
に
光
隠
れ
給
ひ
に
し
か
ば
く
略
〉
女
君
、

母
宮
な
ど
は
さ
ら
に
も
聞
え
ず
、
世
に
あ
り
と
あ
る
人
、
賎
の
男
ま
で

も
、
な
の
め
に
や
は
惜
し
み
間
ゆ
べ
き
。
（
巻
一
‐
九
四
頁
）

あ
る
い
は
、
〃
男
〃
女
両
性
へ
の
恋
情
と
交
錯
す
る
複
合
的
な
感
情
、

我
だ
に
尽
き
せ
ず
恋
し
き
面
影
を
思
ひ
出
づ
る
に
ぞ
、
及
ば
ぬ
鏡
の

影
ま
で
も
、
罪
さ
り
所
な
く
思
ひ
屈
ん
ぜ
ら
れ
け
る
。
（
巻
一
‐
一
二
一

頁
）

即
ち
密
通
相
手
対
の
上
と
の
仲
が
途
絶
え
る
際
、
対
の
上
の
“
夫
鐸
で
あ
る
〃
亡

き
右
大
将
〃
へ
の
三
位
中
将
そ
の
人
の
劣
等
感
な
ど
、
様
々
な
形
で
様
々
な

出
来
事
に
言
寄
せ
て
表
れ
、
〃
亡
き
右
大
将
〃
一
色
に
塗
り
つ
ぶ
す
の
で
あ
る
。

か
く
し
て
、
〈
女
右
大
将
お
は
せ
ぬ
嘆
き
〉
に
覆
わ
れ
て
、
三
位
中
将
の

笙
の
笛
は
奇
瑞
を
起
こ
す
べ
く
も
な
い
。
女
右
大
将
の
起
こ
し
た
奇
瑞
が
神

仙
に
連
な
る
牽
引
力
が
あ
れ
ば
な
お
さ
ら
、
そ
の
落
差
と
失
望
感
は
大
き
い

の
で
あ
る
。

（
２
）
笙
の
笛
と
〈
左
大
将
の
族
〉

巻
三
の
笙
の
笛
の
場
面
を
次
に
引
用
す
る
。

上
の
御
遊
び
始
ま
り
て
、
関
白
殿
、
昔
よ
り
名
高
き
御
琵
琶
を
か
き

立
て
給
に
つ
け
て
、
大
将
の
笙
の
笛
仕
う
ま
つ
り
給
に
、
ま
づ
内
の
大

臣
思
し
出
で
て
、
忍
び
て
拭
ひ
隠
し
給
。
（
二
九
五
頁
）

「
内
の
大
臣
」
、
つ
ま
り
元
の
三
位
中
将
は
、
こ
の
時
点
で
は
既
に
亡
い
。

独
身
で
通
し
た
彼
は
、
昔
関
係
を
持
っ
た
女
君
た
ち
（
対
の
上
、
三
条
の
君
）

の
も
と
に
生
ま
れ
た
中
宮
（
女
右
大
将
の
義
子
）
、
四
条
の
上
（
女
右
大
将

の
義
子
左
大
臣
の
通
い
妻
）
を
探
し
終
え
た
後
で
病
死
し
て
い
る
。

こ
の
後
の
三
位
中
将
は
、
中
宮
（
女
右
大
将
）
の
琵
琶
を
立
聞
き
、
恋
心

を
募
ら
せ
る
。
そ
の
際
、
「
そ
の
上
よ
り
、
い
と
い
た
く
色
め
き
過
ぎ
、
重

き
方
の
才
な
ど
は
心
も
と
な
く
て
、
た
だ
こ
の
道
に
徒
ら
に
な
し
ぬ
く
き
好

き
者
」
（
一
二
○
頁
）
、
「
胸
や
す
か
ら
ぬ
も
、
を
こ
な
り
か
し
三
一
二
一
頁
）

と
地
の
文
で
決
め
つ
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
人
物
造
型
か
ら
す
る
と
、
三
位

中
将
の
吹
く
笙
の
笛
は
ま
さ
に
『
源
氏
物
語
」
の
い
う
「
す
き
者
一
の
も
て

あ
そ
び
も
の
の
よ
う
に
み
え
る
。
結
局
三
位
中
将
は
〃
亡
き
右
大
将
〃
を
呼
び

起
こ
す
引
立
て
役
に
過
ぎ
な
か
っ
た
の
か
。
そ
し
て
笙
の
笛
は
、
横
笛
の
陰

に
隠
れ
た
ま
ま
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

実
は
笙
の
笛
は
巻
三
に
も
う
一
度
出
て
来
る
。
そ
れ
が
春
宮
と
女
院
（
女

右
大
将
）
と
の
合
奏
が
行
わ
れ
天
人
降
下
の
奇
瑞
が
起
こ
る
朱
雀
院
の
四
十

の
賀
な
の
で
あ
る
。
こ
の
結
末
部
分
に
お
い
て
笙
の
笛
の
意
味
を
も
う
一
度

問
い
直
し
て
み
よ
う
。

一
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父
関
白
、
つ
ま
り
元
の
左
大
将
（
女
右
大
将
の
お
じ
）
は
、
亡
き
愛
息
を
偲

ん
で
、
涙
に
沈
む
の
で
あ
る
わ
け
だ
が
、
こ
こ
で
問
題
に
し
た
い
の
は
文
中

の
「
大
将
」
で
あ
る
。
大
槻
脩
氏
は
、
笙
の
笛
で
奇
瑞
を
呼
び
起
こ
し
た
”
今

（
羽
）

は
亡
き
〃
女
右
大
将
の
こ
と
と
解
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
巻
一
に
お
い
て
、

笙
の
笛
の
奇
瑞
に
先
立
ち
、
女
右
大
将
が
横
笛
で
奇
瑞
を
起
こ
し
た
正
月
二

日
の
左
大
臣
臨
時
客
の
宴
で
、
左
大
将
が
琵
琶
を
弾
い
た
場
面
、

左
大
将
、
昔
よ
り
優
れ
給
へ
る
御
琵
琶
、
つ
れ
な
き
御
耳
に
も
思
し

出
で
ら
る
ば
か
り
と
、
常
よ
り
も
用
意
し
給
へ
る
、
似
る
も
の
な
き
に
、

主
の
大
将
の
御
笛
の
音
、
常
よ
り
こ
と
に
雲
居
を
響
か
す
ば
か
り
あ
は

れ
に
悲
し
き
に
（
五
五
頁
）

を
想
起
し
た
た
め
と
す
る
。

確
か
に
、
臨
時
客
の
場
面
と
対
応
し
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
し
、
女

右
大
将
に
だ
ぶ
ら
せ
た
文
脈
も
否
め
な
い
。
女
右
大
将
”
亡
き
〃
後
の
、
如
月

の
花
の
宴
で
、
後
任
の
右
大
将
の
美
し
さ
が
賞
楊
さ
れ
た
よ
う
に
、
そ
の
時

の
大
将
が
言
及
さ
れ
、
そ
の
都
度
、
“
亡
き
”
右
大
将
が
呼
び
起
こ
さ
れ
る
仕

組
み
に
な
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

し
か
し
、
こ
の
場
合
の
「
大
将
」
は
直
接
に
は
、
現
前
す
る
人
物
と
考
え

る
の
が
文
脈
上
妥
当
で
あ
り
、
内
大
臣
（
三
位
中
将
）
の
弟
権
中
納
言
と
み

る
べ
き
で
は
な
い
か
。
四
十
の
賀
の
少
し
前
に
左
大
臣
（
女
右
大
将
の
義
子
）

か
ら
左
大
将
の
職
を
譲
ら
れ
て
い
る
（
二
九
三
頁
）
。
系
図
上
は
次
の
よ
う

に
な
る
。

『
有
明
の
別
れ
』
の
笙
の
笛

耀
↓
忌
宮

一

［
女
右
大
将
洲
帷
帥
鞭
艤
誰
蕊

左
大
臣
（
太
政
大
臣
）

左
大
将
薑
ｌ
晨
孵
譲
蕊
〈
馴
一
噸
の
上
｛
左
大
臣
妻
｝

こ
の
末
尾
近
く
の
時
点
に
至
っ
て
は
、
三
位
中
将
は
、
左
大
将
家
の
血
筋
か

ら
父
関
白
に
偲
ば
れ
る
こ
と
に
な
り
、
“
亡
き
“
右
大
将
を
呼
び
起
こ
す
よ
す

が
だ
け
の
存
在
で
は
な
く
な
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
、
『
源
氏
物
語
」
柏
木
巻
、
愛
息
柏
木
の
死
に
惑
う
致
仕
の
大
臣

（
頭
中
将
）
の
悲
嘆
が
想
起
さ
れ
る
。
柏
木
巻
で
は
、
実
は
形
見
の
薫
が
い

る
と
も
言
え
ず
光
源
氏
が
致
仕
の
大
臣
の
悲
嘆
ぶ
り
を
見
て
い
る
様
子
が
描

か
れ
て
い
る
が
、
『
有
明
の
別
れ
』
の
三
位
中
将
の
場
合
、
形
見
の
女
子
は

い
て
も
、
笙
の
笛
の
音
を
嗣
ぐ
べ
き
男
子
は
い
な
い
の
で
あ
る
。
『
有
明
の

別
れ
』
に
お
け
る
柏
木
の
笛
の
物
語
展
開
を
承
け
た
流
れ
に
つ
い
て
は
近
年
、

秘
め
ら
れ
た
父
子
女
右
大
将
ｌ
春
宮
の
楽
の
相
承
実
琴
、
前
述
し
た
三

（
”
）

位
中
将
〈
子
探
し
〉
の
物
語
展
開
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
本
稿
に
お
い
て
も
、

こ
の
三
位
中
将
の
対
の
上
密
通
が
『
源
氏
物
語
』
の
女
三
宮
密
通
と
の
類
似

が
明
ら
か
な
こ
と
を
先
に
確
認
し
て
い
る
が
、
さ
ら
に
付
け
加
え
る
な
ら
ば
、

未
発
に
終
わ
っ
た
三
位
中
将
か
ら
幻
の
男
子
へ
の
笙
の
笛
の
相
承
も
、
女
右

大
将
ｌ
春
宮
の
楽
の
奇
瑞
を
生
む
横
笛
相
承
と
と
も
に
柏
木
ｌ
薫
の
父

一
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『
有
明
の
別
れ
』
に
お
い
て
笙
の
笛
は
、
一
旦
神
仙
の
イ
メ
ー
ジ
を
は
ら

ん
だ
奇
瑞
の
可
能
性
を
も
ち
な
が
ら
も
、
三
位
中
将
の
奏
に
お
い
て
は
不
発

に
終
わ
っ
て
〈
右
大
将
お
は
せ
ぬ
嘆
き
〉
を
増
す
役
目
を
果
た
す
が
、
最
終

的
に
は
三
位
中
将
本
人
の
死
の
悲
嘆
を
誘
う
よ
す
が
へ
と
変
わ
っ
て
い
る
。

そ
れ
は
、
再
び
神
聖
な
力
を
持
っ
た
笛
に
は
な
り
得
な
く
と
も
、
旋
律
楽
器

で
あ
る
横
笛
の
陰
に
隠
れ
な
が
ら
も
、
無
視
で
き
な
い
並
び
立
つ
存
在
と
い

う
笙
の
笛
の
一
面
を
う
か
が
わ
せ
る
。

ま
た
、
笙
の
笛
を
吹
く
三
位
中
将
に
つ
い
て
も
、
〈
右
大
将
お
は
せ
ぬ
嘆

き
〉
を
増
す
だ
け
の
単
な
る
引
立
て
役
に
と
ど
ま
ら
ず
、
左
大
将
（
関
白
）

一
族
の
血
筋
の
問
題
と
し
て
作
品
全
体
の
中
で
論
じ
る
必
要
性
が
明
ら
か
に

な
っ
た
。
そ
れ
は
、
近
年
に
な
っ
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
、
血
の
論
理
ｌ
物

子
相
承
を
受
け
継
い
で
い
る
の
で
は
な
い
か
。
こ
れ
は
、
単
に
三
位
中
将
の

幻
の
笛
相
承
の
可
能
性
と
し
て
だ
け
の
問
題
で
は
な
く
、
作
品
後
半
の
物
語

展
開
を
論
じ
る
上
で
、
広
い
意
味
で
の
左
大
将
家
の
血
筋
に
ま
つ
わ
る
物
語

展
開
の
一
端
を
読
み
取
る
必
要
性
が
あ
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。

亡
き
人
を
偲
ぶ
よ
す
が
Ⅱ
笛
の
音
を
相
互
反
復
し
て
い
く
、
女
右
大
将
の

血
筋
と
三
位
中
将
の
血
筋
を
め
ぐ
る
二
つ
の
物
語
展
開
が
、
柏
木
の
笛
の
相

承
を
め
ぐ
る
物
語
史
の
流
れ
の
上
で
、
光
と
な
り
影
と
な
り
交
錯
し
て
い
く

ｌ
そ
れ
が
、
『
有
明
の
別
れ
』
に
お
い
て
横
笛
・
笙
の
笛
と
い
う
二
つ
の

笛
が
絡
み
合
う
物
語
展
開
と
い
え
る
。

終
わ
り
に
ｌ
今
後
の
課
題

語
展
開
の
中
で
血
筋
を
優
先
さ
せ
る
原
動
力
ｌ
や
女
右
大
将
の
嗣
子
獲
得

を
め
ぐ
る
家
の
論
理
、
あ
る
い
は
血
筋
を
超
え
た
容
貌
の
相
似
の
論
理
と
の

関
係
で
論
じ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
ら
れ
電
こ
れ
ら
の
課
題
に

つ
い
て
は
、
後
日
、
稿
を
改
め
て
論
じ
る
予
定
で
あ
る
。

注
（
１
）
以
下
の
本
文
と
頁
は
、
大
槻
脩
校
注
『
在
明
の
別
』
（
桜
楓
社
、
昭
和

四
五
年
）
。
な
お
、
市
古
貞
次
・
三
角
洋
一
編
『
鎌
倉
時
代
物
語
集
成
一
』

（
笠
間
書
院
、
昭
和
六
三
年
）
、
鈴
木
一
雄
弓
有
明
の
別
れ
』
と
こ
ろ
ど

こ
ろ
」
（
一
金
沢
大
学
国
語
国
文
」
六
、
昭
和
五
三
年
一
二
月
）
を
参
考
に

し
つ
つ
、
私
に
修
正
を
施
し
た
箇
所
が
あ
る
。

（
２
）
拙
稿
弓
と
り
か
へ
ぱ
や
』
古
本
・
今
本
と
『
有
明
の
別
れ
』
ｌ
男

装
の
姫
君
の
〈
笛
の
別
れ
〉
ｌ
」
（
物
語
研
究
会
編
『
物
語
Ｉ
そ
の

転
生
と
再
生
〈
新
物
語
研
究
二
匡
有
精
堂
、
平
成
六
年
一
○
月
）
、
一
『
有

ね

明
の
別
れ
』
の
〈
笛
の
別
れ
〉
ｌ
『
と
り
か
へ
ぱ
や
』
の
音
の
行
方

ｌ
」
（
「
古
代
文
学
研
究
第
二
次
」
三
、
平
成
六
年
一
○
月
）
で
詳
述
。

（
３
）
小
嶋
菜
温
子
舅
有
明
の
別
』
と
『
源
氏
物
語
』
ｌ
音
楽
の
相
伝
を

め
ぐ
っ
て
Ｉ
」
（
『
平
安
文
学
論
集
』
風
間
書
房
、
平
成
四
年
一
○
月
）

（
４
）
弓
在
明
の
別
』
の
「
天
人
降
下
」
考
」
（
「
実
践
国
文
学
」
四
三
、
平
成

五
年
三
月
）
。
な
お
、
複
数
の
楽
器
に
よ
る
奇
瑞
は
、
既
に
『
字
津
保
物

語
」
や
『
狭
衣
物
語
』
で
行
わ
れ
て
お
り
、
関
連
性
が
考
え
ら
れ
る
。
『
宇

津
保
物
語
」
に
つ
い
て
は
注
（
皿
）
後
出
論
文
、
『
狭
衣
物
語
』
に
つ
い

て
は
田
村
良
平
「
『
狭
衣
物
語
』
の
音
楽
描
写
一
弓
源
氏
物
語
と
平
安
文

’
一
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学
第
三
集
』
早
稲
田
大
学
出
版
部
、
平
成
五
年
）
、
同
「
狭
衣
物
語
の

音
楽
」
（
「
中
古
文
学
」
五
三
、
平
成
六
年
五
月
）
に
詳
し
い
。

（
５
）
『
有
明
の
別
』
と
『
源
氏
物
語
雪
（
注
（
３
）
前
出
論
文
）

（
６
）
大
槻
脩
校
注
『
在
明
の
別
の
研
究
』
（
桜
楓
社
、
昭
和
四
四
年
三
月
）
、

原
田
明
美
弓
奇
瑞
』
ｌ
そ
の
形
態
と
変
遷
Ｉ
」
二
論
叢
〈
甲
南
女

子
大
学
大
学
院
ご
一
、
昭
和
五
四
年
八
月
）
で
指
摘
。

（
７
）
本
文
は
日
本
古
典
全
集
本
に
よ
る
。

（
８
）
増
本
喜
久
子
『
雅
楽
ｌ
伝
統
音
楽
へ
の
新
し
い
ア
プ
ロ
ー
チ
ー
』

（
音
楽
之
友
社
、
昭
和
四
三
年
）
で
詳
述
。
当
書
に
は
、
こ
の
他
に
も
多

く
の
教
示
を
得
た
。

（
９
）
増
本
喜
久
子
『
国
史
大
辞
典
』
「
笙
」
の
項
解
説
。

（
Ⅲ
）
笙
の
笛
の
具
体
的
描
写
の
あ
る
数
少
な
い
物
語
、
現
存
『
海
人
の
刈
藻
』

（
南
北
朝
頃
の
改
作
本
か
）
の
御
遊
の
場
面
に
も
、
「
雲
居
を
響
か
し
た

る
」
横
笛
に
比
べ
、
笙
の
笛
の
描
写
は
「
賑
は
は
し
く
、
も
の
に
合
ひ
て

面
白
し
」
（
妹
尾
好
信
校
注
『
中
世
王
朝
物
語
全
集
二
海
人
の
刈
藻
』

笠
間
書
院
、
平
成
七
年
、
巻
一
－
一
四
頁
）
の
よ
う
に
和
音
と
し
て
の
合

奏
の
役
割
を
誉
め
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
答
笙
、
鳳
笙
な
ど
種
類
の
差

が
あ
る
に
せ
よ
、
和
音
と
い
う
点
で
は
変
わ
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
。

（
Ⅲ
）
『
有
明
の
別
れ
』
に
至
る
物
語
文
学
史
上
の
楽
の
奇
瑞
に
つ
い
て
は
、

中
野
幸
一
「
う
つ
ほ
物
語
の
影
響
ｌ
物
語
文
学
へ
の
一
傾
向
’
二
宇

津
保
物
語
研
究
会
編
『
宇
津
保
物
語
新
孜
』
古
典
文
庫
、
昭
和
四
一
年
一

月
所
収
）
、
原
田
明
美
『
奇
瑞
』
ｌ
そ
の
形
態
と
変
遷
ｌ
」
（
注
（
６
）

前
出
論
文
）
、
同
一
「
奇
瑞
』
ｌ
そ
の
基
底
世
界
ｌ
」
二
論
叢
〈
甲
南

『
有
明
の
別
れ
』
の
笙
の
笛

女
子
大
学
大
学
院
ご
二
、
昭
和
五
五
年
三
月
）
に
詳
し
い
。

な
お
、
物
語
と
音
楽
の
検
討
に
あ
た
っ
て
は
、
野
口
元
大
「
う
つ
ほ
物

語
の
音
楽
」
（
『
う
つ
ほ
物
語
の
研
究
』
笠
間
書
院
、
昭
和
五
一
年
）
、
中

川
正
美
『
源
氏
物
語
と
音
楽
』
（
和
泉
書
院
、
平
成
三
年
）
や
、
吉
海
直

人
『
「
源
氏
物
語
」
研
究
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
』
（
翰
林
書
房
、
平
成
六
年
）
「
〈
音

楽
〉
関
係
研
究
文
献
目
録
」
所
載
の
諸
論
考
を
参
照
し
た
。

（
、
）
本
文
と
頁
は
、
宇
津
保
物
語
研
究
会
編
『
宇
津
保
物
語
本
文
と
索
引

本
文
編
』
（
笠
間
書
院
、
昭
和
四
八
年
一
頁
は
原
版
の
原
頁
）
の
も
の
。
表

記
に
つ
い
て
は
私
に
修
正
を
施
し
た
。

な
お
、
他
の
物
語
に
つ
い
て
は
、
『
源
氏
物
語
』
は
旧
小
学
館
日
本
古

典
文
学
全
集
、
『
枕
草
子
』
は
旧
小
学
館
日
本
古
典
文
学
全
集
、
『
狭
衣
物

語
』
第
三
系
統
本
文
は
新
潮
日
本
古
典
集
成
、
第
一
系
統
本
文
は
旧
岩
波

日
本
文
学
大
系
の
各
本
文
に
拠
っ
た
。

（
旧
）
深
沢
徹
「
往
還
の
構
図
も
し
く
は
『
狭
衣
物
語
』
の
論
理
構
造
（
上
）

本
が

Ｉ
陰
画
と
し
て
の
『
無
名
草
子
』
論
’
二
「
文
芸
と
批
評
」
五
〈
三
〉
、

昭
和
五
四
年
一
二
月
）
、
井
上
真
弓
「
『
狭
衣
物
語
』
の
構
造
私
論
ｌ
狭

衣
の
果
た
し
た
役
割
よ
り
ｌ
」
（
「
日
本
文
学
」
三
二
〈
二
、
昭
和
五

八
年
一
月
）
、
田
村
良
平
「
狭
衣
物
語
の
音
楽
」
（
注
（
４
）
前
出
論
文
）

等
で
指
摘
。

こ
の
点
に
関
し
て
は
、
立
命
館
大
学
日
本
文
学
会
大
会
発
表
（
平
成
一

○
年
六
月
一
四
日
）
の
席
上
で
野
村
倫
子
氏
の
ご
教
示
を
得
た
。

（
脚
）
後
藤
康
文
弓
狭
衣
物
語
』
の
「
宮
の
中
将
」
を
め
ぐ
っ
て
」
（
「
語
文

研
究
」
五
五
、
昭
和
五
八
年
六
月
）
の
論
が
あ
る
。

一
一
一
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（
巧
）
『
竹
取
物
語
』
『
伊
勢
物
語
』
『
大
和
物
語
』
『
夜
の
寝
覚
』
『
堤
中
納
言

物
語
』
及
び
日
記
類
に
は
、
い
ず
れ
も
笙
の
笛
の
用
例
が
な
い
。

な
お
『
住
吉
物
語
』
に
つ
い
て
は
、
現
存
本
に
姫
君
救
出
・
帰
京
時
の

宴
の
場
面
で
奏
例
が
あ
る
。
し
か
し
、
琴
が
恋
愛
の
物
語
展
開
等
で
重
要

な
役
割
を
果
た
す
（
吉
海
直
人
弓
住
吉
物
語
』
の
琴
を
め
ぐ
っ
て
」
「
國

學
院
雑
誌
」
八
三
〈
七
〉
、
昭
和
五
七
年
七
月
初
出
）
の
に
対
し
、
笙
の

笛
は
男
主
人
公
少
将
の
琴
（
及
び
腹
心
の
横
笛
な
ど
）
、
さ
も
な
く
ぱ
横

笛
の
次
に
列
記
さ
れ
る
楽
器
に
過
ぎ
な
い
。
諸
本
の
中
で
は
、
少
将
の
笛

と
姫
君
の
琴
に
、
か
つ
て
姫
君
の
婿
が
ね
だ
っ
た
左
兵
衛
督
の
笙
の
笛
と

い
う
国
文
学
研
究
資
料
館
蔵
本
の
取
り
合
わ
せ
が
重
要
度
の
高
い
部
類
か

と
思
わ
れ
る
。

他
の
鎌
倉
時
代
物
語
に
つ
い
て
は
、
注
（
川
）
で
言
及
し
た
『
海
人
の

刈
藻
』
の
笙
の
笛
が
、
横
笛
と
併
述
さ
れ
る
点
で
注
目
さ
れ
る
が
、
横
笛

が
物
語
冒
頭
の
該
当
場
面
で
奏
し
た
権
中
納
言
（
当
時
三
位
中
将
）
が
物

語
末
尾
の
出
家
の
際
、
手
馴
れ
の
横
笛
を
わ
が
子
若
君
へ
の
形
見
に
残
す

と
い
う
柏
木
の
物
語
展
開
を
変
奏
し
た
結
構
に
な
っ
て
い
る
の
に
対
し

て
、
笙
の
笛
は
せ
い
ぜ
い
横
笛
と
の
担
当
人
物
の
混
同
が
あ
る
点
か
ら
、

横
笛
と
同
等
の
楽
器
と
み
ら
れ
る
に
す
ぎ
な
い
。

（
妬
）
和
歌
で
は
、
ほ
と
ん
ど
言
及
さ
れ
て
い
な
い
。

『
千
載
和
歌
集
』
巻
九
哀
傷
’
五
九
七
で
は
、
「
花
園
左
大
臣
」
源
有
仁

を
、
法
印
が
下
仕
童
の
時
に
賜
わ
っ
た
笙
の
笛
を
形
見
と
し
て
偲
ん
で
い

る
が
、
有
仁
が
特
に
笙
の
笛
に
堪
能
だ
っ
た
と
い
う
記
録
は
な
い
。
ま
た
、

こ
の
歌
が
他
の
「
笛
」
の
歌
ｌ
お
そ
ら
く
は
横
笛
の
歌
と
異
な
る
点
は

な
い
。

（
Ⅳ
）
『
続
教
訓
抄
』
で
は
、
藤
原
基
経
を
「
笙
の
祖
」
と
記
し
て
い
る
。

（
咽
）
『
小
右
記
』
寛
和
元
・
正
・
二
、
寛
仁
三
・
二
・
廿
八
、
『
御
堂
関
白
記
』

寛
弘
四
・
四
・
廿
六
、
の
各
条
。
本
調
査
結
果
は
平
安
時
代
フ
ル
テ
キ
ス

ト
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
（
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
）
に
よ
る
検
索
に
基
づ
く
。

な
お
、
源
経
房
に
つ
い
て
は
、
こ
の
他
『
枕
草
子
』
一
御
仏
名
の
ま
た

の
日
」
の
段
で
笙
を
奏
し
た
事
が
記
さ
れ
、
他
の
楽
器
担
当
の
公
卿
と
共

に
「
お
も
し
ろ
し
」
と
評
さ
れ
て
い
る
。

（
⑲
）
名
器
と
し
て
は
、
い
な
か
へ
じ
（
『
枕
草
子
』
「
無
名
と
い
ふ
琵
琶
」
の

段
）
、
円
融
天
皇
秘
蔵
の
新
岡
崎
（
『
続
教
訓
抄
』
）
な
ど
が
有
名
。
な
お
、

同
じ
く
『
枕
草
子
』
「
無
名
と
い
ふ
琵
琶
」
の
段
で
は
藤
原
道
隆
か
ら
二

女
原
子
（
三
条
天
皇
女
御
）
へ
伝
え
ら
れ
た
楽
器
が
話
題
に
さ
れ
て
い
る
。

（
ｍ
）
『
殿
暦
』
で
は
豊
原
時
元
二
例
（
当
時
の
官
職
”
府
生
、
康
和
五
・
十
一

・
廿
八
一
元
永
元
・
十
・
十
）
、
源
雅
定
六
例
（
少
将
、
天
永
二
・
二
・
十

四
》
天
永
三
・
十
二
・
十
四
一
永
久
元
・
正
・
一
工
同
・
同
・
十
六
、
永
久

三
・
九
・
廿
言
同
・
十
一
・
廿
九
）
、
源
顕
仲
（
康
和
四
・
三
・
九
）
、

藤
原
宗
能
（
四
位
少
将
、
天
永
三
・
三
・
六
）
、
源
有
賢
（
永
久
四
・
正

・
廿
三
）
、
『
後
二
条
師
通
記
』
で
は
藤
原
宗
忠
（
侍
従
、
寛
治
五
・
三
・

十
六
）
の
各
奏
例
が
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
も
注
（
咽
）
と
同
じ
く
平
安

時
代
フ
ル
テ
キ
ス
ト
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
を
利
用
し
た
。

（
別
）
海
野
泰
男
『
今
鏡
全
釈
』
上
、
福
武
書
店
、
昭
和
五
七
年
。
当
書
に
は
、

こ
の
他
に
も
多
く
の
教
示
を
得
た
。
『
御
遊
抄
』
に
よ
れ
ば
、
頼
長
は
、

崇
徳
院
の
臨
時
御
会
（
保
延
三
・
六
・
廿
三
）
や
、
近
衛
天
皇
の
清
暑
堂

一
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御
遊
（
庚
治
元
・
十
一
・
十
七
）
な
ど
で
も
笙
を
奏
し
て
い
る
。

（
辺
）
『
有
明
の
別
』
（
古
典
文
庫
、
昭
和
三
三
年
）
「
解
題
〈
二
ご

（
刀
）
『
在
明
の
別
の
研
究
』
（
注
（
６
）
前
出
書
）
研
究
編
「
成
立
年
代
」

四
三
二
頁
～
四
三
五
頁

（
型
）
以
下
の
本
文
と
頁
は
、
久
保
田
孝
夫
・
関
根
賢
司
・
吉
海
直
人
編
『
松

浦
宮
物
語
』
翰
林
書
房
、
平
成
八
年
。

（
お
）
本
文
は
四
庫
全
書
に
よ
る
。
な
お
、
『
和
漢
朗
詠
集
』
『
梁
塵
秘
抄
」
は

旧
岩
波
日
本
古
典
文
学
大
系
、
『
白
氏
文
集
』
は
『
白
居
易
集
萎
校
』
に

よ
る
。

（
犯
）
渚
高
山
の
月
は
、
縦
氏
山
と
同
様
、
「
嵩
山
表
裏
千
重
雪
」
（
『
白
氏
文

集
』
三
二
「
八
月
十
五
夜
同
諸
客
翫
月
」
、
『
和
漢
朗
詠
集
』
巻
上
ｌ
十
五

夜
所
収
）
な
ど
で
知
ら
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

（
刀
）
こ
の
他
、
『
和
漢
朗
詠
集
』
で
は
、
「
帰
嵩
鶴
舞
日
高
見
飲
渭
龍
昇
雲

不
残
」
（
巻
下
Ｉ
晴
、
大
江
以
言
）
が
あ
り
、
『
梁
塵
秘
抄
』
巻
二
に
は
『
文

選
』
巻
こ
の
孫
緯
「
遊
天
台
山
賦
」
の
「
王
喬
控
鶴
以
沖
天
」
に
端
を

発
し
、
見
聞
系
の
朗
詠
注
に
多
く
見
ら
れ
る
派
生
説
話
Ｉ
天
台
山
に
飛

来
し
天
台
大
師
の
弟
子
に
な
っ
た
と
か
仙
骨
を
得
た
と
い
っ
た
も
の
Ｉ

や
、
源
信
「
天
台
大
師
和
讃
」
等
の
流
れ
を
受
け
た
「
白
道
猷
が
旧
き
室
、

王
子
晋
が
故
の
跡
、
一
々
に
巡
り
て
見
た
ま
ふ
に
、
昔
の
夢
に
異
な
ら
ず
、
」

が
あ
る
。
ま
た
『
中
外
抄
』
（
藤
原
忠
実
述
）
で
は
祇
園
天
神
を
、
見
聞

系
の
朗
詠
注
で
は
熊
野
権
現
や
神
武
天
皇
を
各
々
王
子
晉
の
霊
の
後
身
と

す
る
説
を
紹
介
し
て
い
る
。

（
羽
）
一
．
列
仙
傳
』
巻
上
Ｉ
蒲
史

『
有
明
の
別
れ
』
の
笙
の
笛

「
蒸
史
者
秦
穆
公
時
人
也
。
善
吹
箭
能
致
孔
雀
白
鶴
於
庭
。
穆
公
有
女
字

弄
玉
、
好
之
公
遂
以
女
妻
焉
。
日
教
弄
玉
作
鳳
鳴
、
居
数
年
吹
似
鳳
声
、

鳳
凰
来
止
其
屋
、
公
為
作
鳳
台
夫
婦
止
其
上
、
不
下
数
年
一
旦
皆
随
鳳
凰

飛
去
、
故
秦
人
為
作
鳳
女
祠
於
雍
宮
中
、
時
有
箭
声
而
巳
三
四
庫
全
書
）
。

『
蒙
求
」
古
注
真
福
寺
宝
生
院
蔵
本
に
も
ほ
ぼ
同
様
の
文
章
を
載
せ
る
。

（
汐
）
『
蒙
求
』
一
蒲
史
鳳
台
」
注
（
国
会
図
書
館
蔵
大
永
五
年
書
写
本
）
で
は

尺
八
、
『
松
浦
宮
物
語
』
『
続
教
訓
抄
』
で
は
璽
菫
と
混
同
さ
れ
て
い
る
。

（
犯
）
「
周
の
霊
王
太
子
晉
箭
を
吹
く
。
道
士
浮
丘
公
し
ろ
き
鶴
に
な
り
て
飛

来
て
聞
く
。
ふ
え
の
音
の
う
ら
か
な
し
く
や
闇
え
け
ん
帰
る
そ
ら
な
き
鶴

の
け
衣
」
（
栃
尾
武
編
『
百
詠
和
歌
注
』
汲
古
書
院
、
昭
和
五
四
年
）

（
別
）
中
国
に
お
い
て
笙
の
笛
は
、
古
代
よ
り
「
我
有
嘉
賓
、
鼓
碁
吹
笙
」
（
小

雅
１
鹿
鳴
）
と
い
う
『
詩
経
』
の
句
の
よ
う
に
、
二
十
五
絃
琴
の
碁
（
し

つ
）
と
並
ん
で
治
政
の
一
環
と
し
て
の
公
式
の
礼
楽
に
使
わ
れ
た
り
、
笙

の
笛
に
合
わ
せ
て
歌
う
形
式
の
詩
「
笙
詩
」
（
散
逸
）
が
作
ら
れ
て
き
た

伝
統
が
あ
っ
た
。
神
仙
の
楽
器
と
し
て
の
力
を
獲
得
し
た
の
は
こ
の
流
れ

の
上
に
あ
っ
た
と
見
ら
れ
る
。

（
五
）
辛
島
正
雄
弓
在
明
の
別
』
覚
書
」
（
「
リ
ポ
ー
ト
笠
間
」
三
一
、
平
成

二
年
一
○
月
）
で
は
女
院
（
女
右
大
将
）
が
「
天
つ
乙
女
」
に
「
な
れ
し

く
も
ゐ
に
た
ち
か
へ
る
ま
で
」
と
返
歌
す
る
ま
で
の
経
緯
を
読
み
取
っ
て

い
る
。
な
お
、
他
に
大
槻
脩
弓
有
明
の
別
れ
』
の
女
君
ｌ
そ
の
人
物

造
型
を
め
ぐ
っ
て
ｌ
」
（
『
源
氏
物
語
及
び
以
後
の
物
語
（
古
代
文
学
論

叢
七
こ
武
蔵
野
書
院
、
昭
和
五
四
年
）
、
常
盤
博
子
弓
在
明
の
別
』
の

「
天
人
降
下
」
考
」
（
注
（
４
）
前
出
論
文
）
の
諸
論
が
あ
る
。

一
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四
年
）

（
汎
）
一
ヨ

（
お
）
『
在

（
苑
）
小
一

論
文
）

（
詞
）
神
田
龍
身
「
鎌
倉
時
代
物
語
論
序
説
ｌ
仮
装
、
も
し
く
は
父
子
の
物

語
１
１
」
（
「
日
本
文
学
」
三
五
〈
一
二
〉
、
昭
和
六
一
年
一
二
月
）

（
犯
）
西
本
寮
子
『
在
明
の
別
』
の
成
立
期
に
つ
い
て
ｌ
男
装
の
意
味
あ

い
と
「
女
院
」
の
性
格
ｌ
」
（
「
国
文
学
孜
」
二
一
、
昭
和
六
一
年
九

月
所
収
）
、
同
弓
在
明
の
別
」
再
考
Ｉ
家
の
存
続
と
血
の
継
承
ｌ
」

（
『
中
古
文
学
の
形
成
と
展
開
（
中
古
か
ら
中
世
へ
）
〈
継
承
と
展
開
五
こ
、

和
泉
書
院
、
平
成
七
年
）
、
小
嶋
菜
温
子
弓
有
明
の
別
』
と
『
源
氏
物
語
』
」

（
注
（
３
）
前
出
論
文
）
、
神
田
龍
身
「
鎌
倉
時
代
物
語
論
序
説
」
（
注
（
卯
）

（
兎
）
拙
稿
弓
有
明
の
別
れ
』
の
〈
笛
の
別
れ
ご
（
注
（
２
）
前
出
論
文
）
。

柏
木
・
女
三
宮
の
密
通
と
の
類
似
描
写
に
つ
い
て
は
、
野
村
倫
子
弓
侍

従
』
考
ｌ
平
安
末
期
物
語
お
よ
び
鎌
倉
時
代
の
物
語
に
み
ら
れ
る
脇
役

女
房
物
語
史
ｌ
」
（
物
語
研
究
会
編
『
物
語
研
究
第
二
集
』
新
時
代

社
、
昭
和
六
三
年
）
が
女
房
侍
従
の
密
通
関
与
・
語
り
手
と
し
て
の
役
割

な
ど
を
指
摘
し
て
い
る
が
、
「
侍
従
ぞ
大
き
に
包
み
た
る
文
を
持
て
来
た

る
」
（
六
九
頁
）
と
い
う
文
使
い
の
役
割
も
そ
の
一
つ
で
あ
ろ
う
。
な
お
、

『
と
り
か
へ
ぱ
や
』
と
の
場
面
類
似
に
つ
い
て
は
、
原
田
明
美
弓
有
明

の
別
れ
』
と
『
と
り
か
へ
ぱ
や
』
（
大
槻
脩
校
注
『
有
明
の
別
れ
ｌ
あ

る
男
装
の
姫
君
の
物
語
〈
全
対
訳
日
本
古
典
新
書
こ
創
英
社
、
昭
和
五

る
男
装
の
姫
君
の
物
語
〈
全

四
年
）
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

『
有
明
の
別
れ
』
と
『
源
氏
物
語
』
（
注
（
３
）
前
出
論
文
）

『
在
明
の
別
』
（
注
（
１
）
前
出
）
頭
注
、
二
九
六
頁

小
嶋
菜
温
子
一
『
有
明
の
別
れ
」
と
『
源
氏
物
語
」
（
注
（
３
）
前
出

付
記脱

稿
後
、
井
上
千
鶴
子
氏
か
ら
、
女
右
大
将
が
当
初
賜
っ
た
横
笛
を
、
三
位

中
将
の
笙
の
笛
と
交
換
し
た
の
は
、
一
度
奇
瑞
を
起
こ
し
て
し
ま
っ
た
楽
器
を

忌
み
避
け
た
か
ら
で
は
な
い
か
と
い
う
指
摘
を
受
け
た
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て

は
、
後
日
改
め
て
検
討
す
る
予
定
で
あ
る
。

前
出
論
文
）

（
ま
つ
う
ら
・
あ
ゆ
み
本
学
大
学
院
研
究
生
）
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一
ハ


