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は
じ
め
に

　

平
安
時
代
前
期
の
漢
詩
人
と
し
て
、
ま
た
数
多
く
の
説
話
の
主
人
公
と
し

て
も
名
高
い
小
野
篁
（
八
〇
二
─
八
五
二
）
を
主
人
公
と
す
る
『
篁
物
語
』
の

構
成
に
つ
い
て
は
、
お
お
む
ね
二
つ
の
部
分
か
ら
成
る
も
の
と
と
ら
え
ら
れ

て
き
た
。
中
世
の
『
源
氏
物
語
』
古
注
釈
書
『
河
海
抄
』
と
『
花
鳥
余
情
』、

そ
し
て
『
仙
源
抄
』
に
本
文
が
引
用
さ
れ
な
が
ら
、
永
ら
く
そ
の
存
在
を
確

認
し
え
な
か
っ
た
『
篁
日
記
』（「
篁
が
日
記
」「
小
野
篁
記
」
と
も
）
で
あ
っ
た

が
、
そ
れ
に
相
当
す
る
『
小
野
篁
集
』（
宮
内
庁
書
陵
部
蔵
）
を
初
め
て
紹
介

し
た
後
藤
［
一
九
二
七
］
は
、
次
の
よ
う
に
構
成
を
と
ら
え
て
い
た
（
傍
線

は
引
用
者
に
よ
る
）。

第
一
段
は
篁
と
異
腹
の
妹
と
の
情
事
に
筆
を
起
し
、
妹
の
悶
死
す
る
に

至
る
事
を
叙
し
、
第
二
段
は
右
大
臣
の
息
女
を
懇
望
す
る
話
よ
り
、
遂

に
そ
の
女
婿
と
な
つ
て
栄
達
す
る
こ
と
を
書
い
て
ゐ
る
。

「
第
一
段
」
と
「
第
二
段
」
と
い
う
呼
び
方
で
、
二
つ
の
部
分
の
内
容
を
簡

潔
に
ま
と
め
て
い
る
。
こ
の
呼
び
方
は
、
た
と
え
ば
『
篁
物
語
』
に
関
す
る

初
の
作
品
論
と
も
い
う
べ
き
今
井
［
一
九
三
五
］
で
も
踏
襲
さ
れ
て
い
る
。

一
方
、「
前
半
」「
後
半
」
と
い
う
言
い
方
も
し
ば
し
ば
用
い
ら
れ
て
き
た
（
た

と
え
ば
彰
考
館
蔵
『
篁
物
語
』（
二
本
）
の
紹
介
に
関
わ
っ
た
宮
田
和
一
郎
に
よ
る
新

釈
の
「
解
題
」
な
ど
）。

　

そ
の
後
、
こ
の
作
品
の
構
成
に
関
し
て
は
、
岩
清
水
［
一
九
五
五
］
が
「
第

一
話
」「
第
二
話
」
と
呼
び
、
ま
た
菊
田
［
一
九
五
七
］
お
よ
び
菊
田
［
一

九
六
四
］
が
「
第
一
部
」「
第
二
部
」
と
呼
ん
で
、
両
者
の
差
異
を
と
ら
え

つ
つ
、
成
立
過
程
の
問
題
と
関
わ
ら
せ
て
論
じ
て
い
る
。
こ
の
こ
ろ
以
後
は
、

「
第
一
部
」「
第
二
部
」
と
い
う
呼
び
方
が
ほ
ぼ
定
着
し
て
い
る
と
い
え
よ

う１
。

　

二
つ
の
部
分
の
う
ち
、
妹
の
死
に
つ
い
て
は
『
古
今
集
』
哀
傷
部
の
篁
の

歌
（
八
二
九
番
）
が
、
ま
た
右
大
臣
の
姫
君
へ
の
求
婚
に
つ
い
て
は
『
本
朝

文
粋
』
巻
七
所
収
の
「
奉
右
大
臣
」
と
い
う
篁
の
記
し
た
書
状
が
、
そ
れ
ぞ

れ
素
材
と
し
て
み
と
め
ら
れ
て
い
る
。
岩
清
水
［
一
九
五
五
］
は
、「
元
来

別
の
話
で
あ
る
両
者
」
が
「
第
二
話
」
に
お
け
る
「
亡
妹
の
事
」
に
よ
っ
て

「
結
ば
れ
て
ゐ
る
」
と
い
う
理
解
を
示
す
。
こ
の
よ
う
な
お
さ
え
方
が
大
方

　

『
篁
物
語
』
の
構
成
と
言
葉

陣
　
野
　
英
　
則
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に
支
持
さ
れ
て
い
る
よ
う
だ
が
、
津
本
［
一
九
七
七
］
は
後
半
を
「
前
半
部

を
受
け
た
展
開
」
と
と
ら
え
、「
第
一
部
、
第
二
部
と
言
う
区
分
も
敢
え
て

設
け
る
必
要
は
な
い
」
と
い
う
見
解
を
示
し
て
お
り
、
津
本
［
一
九
九
二
］

で
も
こ
の
見
解
を
堅
持
し
て
い
る
。

　

一
方
、
石
原
［
一
九
七
七
ａ
］
は
、「
後
半
部
の
筆
者
」
が
「
前
半
部
の

主
題
を
考
え
、
そ
れ
を
揺
曳
し
な
が
ら
執
筆
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
」
と

し
つ
つ
、「
後
半
部
」
は
、「
妹
の
霊
魂
に
心
を
奪
わ
れ
た
男
の
不
思
議
な
物

語
」
と
し
て
「
事
実
上
終
っ
て
い
る
」
と
い
う
、
き
わ
め
て
重
要
な
指
摘
を

し
て
い
る
。
要
は
、「
こ
の
男
は
、
若
き
間あ
ひ
だ
は
い
と
ね
ん
ご
ろ
に
あ
は
で

…
…
」（
二
五
ウ
）
と
始
ま
る
末
尾
部
分
（
彰
考
館
文
庫
蔵
甲
本
で
二
十
一
行
分
）

に
つ
い
て
、
石
原
論
文
は
、「
語
る
内
容
・
時
制
・
文
体
が
ま
っ
た
く
違
う
」

も
の
で
あ
り
、「
篁
へ
の
注
記
的
記
事
の
ご
と
き
意
味
し
か
も
た
な
い
」
と

い
う
の
で
あ
る
。

　

近
時
、
筆
者
は
『
篁
物
語
』
に
関
す
る
梗
概
、
解
説
、
そ
れ
に
二
部
構
成

説
を
ふ
く
む
先
行
研
究
の
数
々
を
一
度
す
べ
て
度
外
視
し
た
上
で
、
こ
の
物

語
を
精
読
し
て
み
た
が
、
い
わ
ゆ
る
「
第
一
部
」
と
「
第
二
部
」
と
の
違
い

よ
り
も
、
石
原
論
文
が
指
摘
す
る
末
尾
部
分
の
異
質
さ
の
方
に
よ
り
大
き
な

違
和
感
を
お
ぼ
え
た
。
本
稿
で
は
、「
第
一
部
」
と
「
第
二
部
」
と
い
う
構

成
区
分
の
問
題
を
指
摘
し
、
後
藤
［
一
九
二
七
］
が
本
作
品
の
研
究
の
出
発

点
で
用
い
た
「
段
」
と
い
う
語
を
改
め
て
用
い
、
あ
わ
せ
て
末
尾
部
分
の
異

質
さ
を
ふ
ま
え
、「
第
一
段
」
か
ら
「
第
三
段
」
と
い
う
三
区
分
説
を
提
唱

す
る
。

　

な
お
、『
篁
物
語
』
の
構
成
の
問
題
は
、
成
立
に
関
す
る
議
論
と
も
関
わ

り
が
で
て
く
る
。
筆
者
は
、『
篁
物
語
』
の
成
立
過
程
の
解
明
を
め
ざ
し
て

は
い
な
い
。
ま
た
、
外
部
徴
証
な
く
し
て
成
立
の
過
程
な
ど
を
実
証
す
る
こ

と
は
ほ
ぼ
無
理
だ
と
考
え
る
が
、
新
た
な
構
成
説
に
も
と
づ
く
こ
と
で
成
立

過
程
に
関
す
る
い
く
つ
か
の
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
面
も
あ
る
の
で
、
慎
重

に
言
及
し
て
み
る
こ
と
と
し
よ
う２
。

　

一
方
、
こ
れ
ま
で
は
二
部
構
成
説
が
前
提
と
な
っ
て
い
た
た
め
、（
本
稿

に
い
う
）
第
一
段
か
ら
第
二
段
に
か
け
て
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
が
検
討
さ
れ
る

こ
と
が
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
と
い
う
問
題
も
あ
る
。
そ
も
そ
も
、
こ
の
作
品

は
「
言
葉discourse

」
の
分
析
さ
え
あ
ま
り
な
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
が
、

近
年
で
は
、
こ
の
物
語
が
「
極
め
て
意
識
的
に
創
ら
れ
」
て
い
る
こ
と
（
三

浦
［
二
〇
〇
〇
］）、
あ
る
い
は
「
一
つ
の
物
語
と
し
て
語
る
方
法
が
確
立
さ

れ
つ
つ
あ
っ
た
こ
と
」（
中
村
［
二
〇
〇
九
］）
に
対
し
て
意
識
的
な
論
考
も
あ

る
。さ
ら
に
湯
淺
［
二
〇
一
〇
］
は
、「
継
子
譚
の
方
法
に
則
」
り
な
が
ら
「
そ

れ
を
異
化
」
し
て
い
る
と
説
く
。
こ
の
論
旨
の
妥
当
性
に
つ
い
て
は
措
く
と

し
て
、『
篁
物
語
』
の
方
法
を
正
面
か
ら
考
察
す
る
論
が
よ
う
や
く
現
れ
て

き
た
と
い
え
よ
う
。
た
だ
し
、
こ
れ
ら
の
論
考
の
い
ず
れ
も
、
検
討
の
対
象

は
第
一
段
限
定
で
あ
る
。
こ
う
し
た
研
究
状
況
に
あ
っ
て
、
本
稿
で
は
全
体

を
充
分
に
論
ず
る
こ
と
は
無
理
だ
が
、
特
に
第
一
段
か
ら
第
二
段
に
か
け
て

の
恋
の
物
語
に
関
わ
る
コ
ン
テ
ク
ス
ト
の
把
握
を
試
み
た
い
。

一
　
こ
れ
ま
で
の
二
部
構
成
説

　
『
篁
物
語
』
を
二
部
構
成
と
み
る
説
は
、
先
述
の
と
お
り
定
説
化
し
て
い

る
。
異
説
と
し
て
は
、
山
口
［
一
九
六
七
］
の
「
成
立
」
説
（
初
出
は
一
九

五
七
年
）
が
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、
篁
と
異
母
妹
と
の
恋
、
妹
の
死
と
亡
霊
出
現
、

右
大
臣
の
三
の
君
と
の
結
婚
と
い
う
三
グ
ル
ー
プ
に
分
か
つ
説
で
、
素
材
と
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し
て
の
篁
関
連
の
説
話
群
か
ら
い
か
に
物
語
が
形
成
さ
れ
た
か
と
い
う
観
点

に
よ
る
区
分
で
あ
る
。
菊
田
［
一
九
六
四
］
は
、「
素
材
そ
の
も
の
」
に
「
立

ち
返
っ
て
、
そ
こ
に
章
段
わ
け
の
基
準
を
求
め
る
」
こ
と
を
批
判
し
て
い
る
。

そ
の
と
お
り
で
あ
ろ
う
が
、
山
口
論
文
の
三
部
構
成
説
に
し
て
も
、
二
部
構

成
説
に
い
う
「
第
一
部
」
を
二
分
割
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
後

半
の
と
ら
え
方
に
は
違
い
は
な
い
。

　

こ
の
物
語
の
構
成
に
つ
い
て
も
っ
と
も
丹
念
に
論
じ
て
い
る
の
は
、
菊
田

［
一
九
六
四
］
で
あ
ろ
う３
。
こ
れ
は
、
菊
田
［
一
九
五
七
］
で
示
し
た
説
を

発
展
さ
せ
た
論
考
で
、「
第
一
部
」
を
「
五
つ
の
小
話
（
章
段
）」
に
、「
第

二
部
」
を
「
三
つ
の
小
話
（
章
段
）」
に
そ
れ
ぞ
れ
区
分
し
て
い
る
。

　

全
体
の
五
分
の
一
弱
に
あ
た
る
「
第
二
部
」
に
つ
い
て
の
菊
田
論
文
の
区

分
を
確
認
し
て
お
く
と
、
右
大
臣
の
三
の
君
と
の
結
婚
成
立
ま
で
を
「
一

段
」、
妹
の
亡
霊
が
現
れ
て
七
日
間
も
三
の
君
の
も
と
を
訪
れ
な
か
っ
た
の

ち
、
亡
き
妹
の
こ
と
で
三
の
君
に
怨
ま
れ
る
と
こ
ろ
ま
で
を
「
二
段
」、
そ

し
て
「
こ
の
男
は
、
若
き
間あ
ひ
だは
…
…
」（
二
五
ウ
）
と
始
ま
り
、
そ
の
後
の
栄

達
と
三
の
君
と
の
円
満
な
関
係
な
ど
に
言
及
す
る
末
尾
部
分
を
「
三
段
」
と

し
て
い
る
。
こ
の
区
分
に
は
、
特
に
無
理
な
と
こ
ろ
は
な
い
。
た
だ
し
、
石

原
［
一
九
七
七
ａ
］
の
い
う
と
お
り
、「
第
二
部
」
の
「
二
段
」
で
男
主
人

公
の
物
語
が
「
事
実
上
終
っ
て
い
る
」
こ
と
、
ま
た
「
三
段
」（
末
尾
部
分
）

が
「
注
記
的
記
事
」
で
あ
る
こ
と
に
留
意
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

　

以
下
、
本
稿
で
は
菊
田
論
文
に
い
う
「
第
一
部
」
を
「
第
一
段
」、「
第
二

部
」
の
「
一
段
」
と
「
二
段
」
を
「
第
二
段
」、
そ
し
て
「
第
二
部
」
の
「
三

段
」
を
「
第
三
段
」
と
呼
ぶ
こ
と
を
徹
底
す
る
。

二
　
第
二
段
に
お
け
る
男
主
人
公
の
異
様
さ

　

ま
ず
は
、
こ
の
物
語
の
第
一
段
の
最
後
の
あ
た
り
か
ら
、
第
二
段
の
初
め

の
部
分
を
引
用
し
て
み
る
。

①
そ
の
人
〔
＝
妹
〕、
七
日
は
、
な
し
は
て
て
も
ほ
の
め
く
こ
と
絶
え
ざ

り
け
り
。
三
年
す
ぎ
て
は
、
夢
に
も
た
し
か
に
見
え
ざ
り
け
り
。
な
ほ

か
な
し
か
り
け
れ
ば
、
初
め
の
ご
と
し
て
な
ん
、
ま
か
せ
た
り
け
る
。

妻め

に
も
寄
ら
で
、
ひ
と
り
な
ん
あ
り
け
る
。
時
の
右
大
臣
の
む
す
め
、

た
ま
へ
、
と
ふ
み
を
お
も
し
ろ
く
作
り
て
、〔
右
大
臣
ガ
〕
内う

ち裏
に
参
り

給
ふ
と
て
御
車
よ
り
と＊

ほ
り
給
ふ
ご
と
に
、
つ
い
ふ
る
ま
ひ
て
、
奉
れ

た
ぶ
に
、
…
…�

（
二
一
オ
～
二
二
オ
）

＊�

と
ほ
り
給
ふ
ご
と
に
─
と
り
た
ま
ふ
と
に
〈
彰
〉
─
ト
ホ
リ
タ
マ
フ
コ
ト

ニ
〈
承
〉

　

妹
の
亡
霊
は
三
年
経
過
す
る
と
現
れ
な
く
な
っ
た
と
さ
れ
、
さ
ら
に
期
間

は
不
明
だ
が
、
男
主
人
公
は
独
身
で
あ
り
つ
づ
け
た
と
い
う
。
そ
の
直
後
で
、

傍
線
部
の
よ
う
に
「
右
大
臣
の
む
す
め
」
と
の
結
婚
を
望
む
男
主
人
公
の
話

へ
と
転
じ
て
い
る
。
な
お
、
現
存
諸
本
の
い
ず
れ
も
、
こ
こ
で
改
行
は
し
て

い
な
い
。

　

こ
こ
に
違
和
感
を
お
ぼ
え
る
の
は
当
然
で
あ
ろ
う
。
右
大
臣
と
い
う
権
門

の
「
む
す
め
」
と
の
結
婚
を
望
む
こ
と
、
し
か
も
右
大
臣
当
人
へ
の
「
ふ
み
」

を
し
た
た
め
、
直
接
奉
る
行
為
は
、
第
一
段
の
男
主
人
公
の
あ
り
方
か
ら
は

想
像
し
が
た
い
。
何
ら
か
の
接
続
を
示
す
語
句
が
あ
っ
て
ほ
し
い
と
こ
ろ
で

も
あ
る
。
と
に
か
く
、
こ
の
男
主
人
公
は
、
望
み
ど
お
り
に
「
右
大
臣
の
む

す
め
」、
三
の
君
と
の
結
婚
を
果
た
す
。
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菊
田
［
一
九
六
四
］
に
よ
れ
ば
、
こ
こ
か
ら
の
物
語
の
「
主
題
」
は
「
積

極
的
な
行
動
に
よ
っ
て
右
大
臣
の
三
の
君
と
の
結
婚
に
成
功
し
た
篁
を
、
理

想
的
人
物
と
し
て
描
き
出
す
」
こ
と
だ
と
い
う
。
し
か
し
、
そ
も
そ
も
第
二

段
に
お
け
る
男
主
人
公
の
あ
り
よ
う
は
、「
理
想
的
人
物
」
な
ど
と
み
と
め

ら
れ
る
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
右
大
臣
の
三
の
君
と
の
結
婚
は
「
成
功
」
な
の

だ
ろ
う
か
。
第
三
段
の
内
容
一
切
を
記
憶
の
中
か
ら
除
い
て
第
二
段
を
読
み

進
め
て
み
よ
う
。
要
は
、
た
だ
素
朴
に
物
語
を
前
か
ら
順
に
た
ど
っ
て
読
ん

で
ゆ
く
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、
第
二
段
で
は
、
男
主
人
公
の

結
婚
相
手
に
対
す
る
常
軌
を
逸
し
た
態
度
ば
か
り
が
際
立
っ
て
み
え
る
。
右

大
臣
邸
に
婿
と
し
て
訪
ね
て
ゆ
く
と
き
の
い
で
立
ち
、
手
に
持
っ
た
「
文ふ
み

巻ま
き

」（
二
二
ウ
）
を
初
め
て
逢
う
三
の
君
に
い
き
な
り
与
え
よ
う
と
す
る
奇
行
、

結
婚
披
露
宴
が
催
さ
れ
る
「
三
日
の
夜
」（
二
三
オ
）、
童
一
人
だ
け
を
連
れ

て
く
る
と
い
う
非
常
識
。
経
済
力
の
な
さ
、
ま
た
身
分
上
の
限
界
な
ど
が
あ

る
に
し
て
も
、
は
る
か
に
身
分
の
高
い
女
性
に
対
す
る
態
度
と
し
て
あ
ま
り

に
挑
発
的
で
あ
り
、
傲
慢
で
も
あ
る
。
型
破
り
な
求
婚
の
方
法
、
お
よ
び
（
語

ら
れ
て
は
い
な
い
も
の
の
）
秀
逸
な
学
才
が
右
大
臣
か
ら
高
い
評
価
を
受
け
た

こ
と
は
推
察
さ
れ
る
が
、
妻
へ
の
態
度
を
「
理
想
的
」
と
み
る
こ
と
は
お
お

よ
そ
無
理
だ
ろ
う
。
ま
た
、
自
ら
が
望
ん
だ
結
婚
を
実
現
し
て
い
る
の
に
、

右
大
臣
家
と
の
安
定
し
た
関
係
を
築
き
、
出
世
を
図
ろ
う
と
す
る
姿
勢
は
ま

る
で
み
え
な
い
。
つ
ま
り
、
本
気
で
出
世
・
栄
達
を
望
ん
で
い
る
男
の
物
語

と
は
お
も
え
な
い
の
で
あ
る
。

　

一
方
、
妹
の
亡
霊
出
現
に
つ
い
て
は
、
そ
の
タ
イ
ミ
ン
グ
に
留
意
す
る
必

要
が
あ
る
。

②
三
日
の
夜
、〔
右
大
臣
側
ハ
〕
い
と
い
か
め
し
う
て
待
ち
給
ふ
。〔
男
ハ
〕

た
だ
童わ
ら
はひ
と
り
ぞ
具
し
給
ひ
け
る
。
さ
て
、
こ
の
こ
ろ
、
妹
の
あ
り
し

屋や

に
行い

き
た
り
け
れ
ば
、
い
と
か
な
し
か
り
け
れ
ば
、
寝
に
け
り
。
妹
、

見
し
人
に
そ
れ
か
あ
ら
ぬ
か
お
ぼ
つ
か
な
も
の
わ
す
れ
せ
じ
と
思

ひ
し
も
の
を

と
言
ひ
け
れ
ば
、
か
の
殿
に
も
行＊

か
で
ぞ
泣
き
を
り
け
る
。

�

（
二
三
オ
～
二
三
ウ
）

＊
行
か
で
ぞ
─
い
か
に
て
そ
〈
彰
〉
─
イ
カ
テ
ソ
〈
承
〉

傍
線
部
の
「
こ
の
こ
ろ
」
は
、
結
婚
が
正
式
に
決
ま
っ
た
「
三
日
の
夜
」
の

直
後
を
指
す
と
み
て
よ
か
ろ
う
。
男
主
人
公
は
結
婚
成
立
か
ら
す
ぐ
あ
と
、

わ
ざ
わ
ざ
「
妹
の
あ
り
し
屋
」
へ
と
出
向
い
た
の
で
あ
る
。
亡
き
妹
へ
の
恋

心
は
、
右
大
臣
の
三
の
君
と
い
う
高
嶺
の
花
と
の
結
婚
に
至
っ
た
こ
の
時
点

で
も
、
な
お
つ
づ
い
て
い
た
。
こ
の
結
婚
は
、
男
主
人
公
に
と
っ
て
の
負
い

目
と
な
っ
て
い
た
よ
う
で
も
あ
る
。

　

そ
れ
か
ら
七
日
間
も
右
大
臣
邸
を
訪
れ
な
か
っ
た
男
主
人
公
は
、
よ
う
や

く
三
の
君
の
も
と
へ
向
か
い
、「
す
な
ほ
な
り
け
る
人
」（
二
四
オ
）
で
あ
る

が
ゆ
え
に
、
包
み
隠
す
こ
と
な
く
事
情
を
伝
え
た
と
い
う
。
妻
は
、
殊
勝
な

こ
と
に
夫
と
亡
き
妹
と
の
関
係
を
「
い
と
あ
る
べ
か
し
き
こ
と
」、
ま
た
「
あ

は
れ
の
こ
と
」（
二
四
オ
）
と
一
度
は
み
と
め
た
上
で
、
夫
の
心
が
自
分
に
向

い
て
い
な
い
こ
と
を
「
あ
な
恥
づ
か
し
」
と
訴
え
る
。
そ
れ
に
対
す
る
男
主

人
公
は
、「
試
し
に
あ
な
た
と
お
別
れ
し
ま
し
ょ
う
か
」
と
い
う
意
味
の
挑

発
を
し
た
上
で
、
次
の
本
文
③
の
傍
線
部
の
ご
と
き
、
捨
て
台
詞
を
発
す
る
。

こ
の
台
詞
こ
そ
『
篁
物
語
』
第
二
段
の
最
後
に
位
置
し
て
い
る
。
な
お
、
本

文
③
で
は
第
三
段
の
初
め
の
部
分
も
あ
わ
せ
て
引
く
。

③　

「
別
れ
な
ば
お
の
が
さ
ま
ざ
ま
な
り
ぬ
と
も
お
ど
ろ
か
さ
ね
ば
あ
ら
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じ
と
ぞ
思
ふ

出
で
て
ま
か
り
し
を
、
引
き
と
ど
め
て
今け

日ふ

ま
で
さ
ぶ
ら
は
せ
給
ふ
、

う
る
さ
し
か
し
」
と
言
ひ
け
る
。
こ
の
男
は
、
若
き
間あ

ひ
だは

い
と
ね
ん
ご

ろ
に
あ
は
で
、
ほ
か
に
夜
が
れ
な
ど
も
し
け
り
。
な
り
出
で
て
宰
相
よ

り
も
上か
み

に
な
り
に
け
り
。
こ
れ
な
ん
名
に
立
つ
篁
な
り
け
る
。

�

（
二
五
オ
～
二
五
ウ
）

　

傍
線
部
で
は
、
初
め
て
男
主
人
公
が
三
の
君
と
逢
っ
た
際
の
こ
と
を
話
題

に
し
て
い
る
。
先
に
も
言
及
し
た
よ
う
に
、
男
主
人
公
は
い
き
な
り
「
文
巻
」

を
さ
し
だ
し
た
が
、
三
の
君
は
受
け
取
ら
な
か
っ
た
。
男
主
人
公
が
「
文
巻
」

を
帯
に
さ
し
挟
ん
で
出
て
ゆ
こ
う
と
し
た
と
こ
ろ
、
三
の
君
は
男
の
「
皮
の

帯
を
取
り
て
引
き
止
め
」
た
の
で
（
二
三
オ
）、
男
は
そ
こ
に
と
ど
ま
っ
た
。

本
文
③
で
、
男
主
人
公
は
結
婚
を
決
定
づ
け
た
三
の
君
の
一
瞬
の
判
断
と
行

動
を
と
り
あ
げ
、
自
分
を
夫
と
し
て
「
さ
ぶ
ら
は
せ
」
る
こ
と
が
「
う
る
さ

し
か
し
」、
す
な
わ
ち
「
わ
ず
ら
わ
し
い
よ
」
と
言
い
放
っ
て
い
る
の
で
あ

る
。
結
婚
か
ら
十
日
程
度
で
あ
ろ
う
か
、
早
く
も
夫
婦
関
係
の
危
機
が
や
っ

て
き
て
い
る
。
し
か
も
、
男
主
人
公
と
妻
三
の
君
と
の
具
体
的
な
や
り
と
り

が
語
ら
れ
る
の
は
、
こ
れ
が
最
後
で
あ
る
。

　

第
二
段
の
物
語
に
お
い
て
、
男
主
人
公
の
理
想
性
な
ど
と
い
う
こ
と
は
う

か
が
う
こ
と
が
で
き
な
い
し
、
右
大
臣
家
の
婿
と
な
っ
て
出
世
・
栄
達
が
約

束
さ
れ
た
な
ど
と
解
す
る
こ
と
も
、
ま
ず
無
理
で
あ
ろ
う
。

三
　
第
二
段
と
第
三
段
と
の
ギ
ャ
ッ
プ

　

従
来
は
、
第
三
段
に
書
か
れ
て
い
る
こ
と
を
か
ぶ
せ
る
よ
う
に
し
て
、
第

二
段
の
物
語
内
容
が
と
ら
え
ら
れ
て
い
た
。
実
は
、
第
三
段
の
異
質
さ
を
鋭

く
指
摘
し
た
石
原
［
一
九
七
七
ａ
］
で
さ
え
、
惜
し
い
か
な
、「
右
大
臣
の

娘
を
得
て
栄
達
し
て
も
、
妹
の
魂
は
彼
の
心
を
つ
ね
に
お
お
っ
て
い
つ
づ
け

る
」
と
と
ら
え
て
い
る４
。
し
か
し
、
男
主
人
公
の
栄
達
に
関
す
る
言
及
は
、

第
二
段
に
ま
っ
た
く
み
ら
れ
な
い
。
一
方
、「
妹
の
魂
」
に
関
わ
る
こ
と
が

ら
は
第
二
段
ま
で
で
あ
っ
て
、
第
三
段
で
は
一
切
ふ
れ
ら
れ
な
い
。
つ
ま
り
、

栄
達
を
果
た
し
た
あ
と
も
「
妹
の
魂
は
彼
の
心
を
つ
ね
に
お
お
っ
て
」
い
る

と
は
読
め
な
い
の
だ
。

　

こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、
第
二
段
と
第
三
段
と
の
間
に
は
大
き
な

ギ
ャ
ッ
プ
が
あ
る
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
第
二
段
の
物
語
は
、
小
野
篁
と

い
う
歴
史
上
の
人
物
の
出
世
・
栄
達
を
重
ね
て
読
む
こ
と
を
求
め
て
い
る
よ

う
に
は
考
え
に
く
い
の
で
あ
る
。『
本
朝
文
粋
』
巻
七
・
書
状
の
、
小
野
篁

に
よ
る
「
奉
右
大
臣
」
を
素
材
と
し
て
い
る
こ
と
は
確
実
だ
が
、
そ
う
し
た

素
材
を
利
用
す
る
こ
と
と
、
篁
の
出
世
・
栄
達
を
語
る
こ
と
と
は
同
一
で
は

な
い
だ
ろ
う
。
菊
田
［
一
九
六
四
］
は
、
第
二
段
と
第
三
段
（
菊
田
論
文
に

お
け
る
「
第
二
部
」）
に
つ
い
て
、「
叙
事
的
・
現
実
的
・
理
知
的
・
観
照
的
「
を

か
し
」
の
様
式
を
も
つ
説
話
的
（
事
実
譚
的
・
物
語
的
）」
な
も
の
と
評
し
て

い
る
。
こ
れ
は
、
本
稿
に
い
う
第
三
段
の
説
明
と
し
て
は
納
得
し
う
る
も
の

の
、
第
二
段
に
つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど
あ
て
は
ま
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
。

　

三
の
君
と
の
破
局
す
ら
予
感
さ
れ
る
第
二
段
の
末
尾
か
ら
、
第
三
段
の

「
め
で
た
し
め
で
た
し
」
の
展
開
は
あ
ま
り
に
も
飛
躍
が
過
ぎ
る
。
先
の
本

文
③
の
波
線
部
「
若
き
間あ
ひ
だは
い
と
ね
ん
ご
ろ
に
あ
は
で
、
ほ
か
に
夜
が
れ
な

ど
も
し
け
り
」
は
、
か
ろ
う
じ
て
第
二
段
の
夫
婦
関
係
の
延
長
上
で
う
け
と

め
ら
れ
る
が
、
そ
の
あ
と
は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。
先
の
本
文
③
の

直
後
か
ら
最
後
ま
で
を
引
く
。



〔　　〕34

④
才
学
は
さ＊

ら
に
も
い
は
ず
、
う＊

た
つ
く
る
こ
と
も
え
た
り
顔が
ほ

、
こ
の
国

人
に
は
た
ら
ず
ぞ
あ
り
け
る
。
こ
の
子＊
こ

、
孫む
ま
ごど
も
に
て
、
か
く
う
た
詠

ま
ぬ
は
な
か
り
け
り
。
聞
き
た
ま
は
ざ
り
し
姉
ふ
た
と
こ
ろ
は
、
い
と

わ
ろ
き
人
の
妻め

に
て
、
こ
の
御
徳
を
見
給
ひ
け
る
。
い
と
よ
く
な
り
出

で
け
れ
ば
、
こ
の
三
の
君
を
ま
た
二
つ
な
く
も
て
か
し
づ
き
た
て
ま
つ

る
。
今
の
人
、
ま
さ
に
大
学
の
せ
う
を
婿む
こ

に
と
る
大
臣じ

も
あ
ら
む
や
。

〔
右
大
臣
ハ
〕
た
だ
心
、
か
た
ち
、
才さ
い

を
と
り
給
ふ
な
る
べ
し
。　
　

又＊

あ
ら
じ
か
し
、
か
や
う
に
思
ひ
て
文
つ
く
る
人
は
。�（
二
五
オ
～
二
六
ウ
）

＊
さ
ら
に
も
─
さ
う
に
も
〈
彰
〉
─
サ
ラ
ニ
モ
〈
承
〉

＊
う
た
つ
く
る
─
山
た
つ
る
〈
彰
〉
─
ウ
タ
ツ
ク
ル
〈
承
〉

＊�

子こ

、
孫む
ま
ごど
も
に
て
─
こ
ん
ま
う
の
ゝ
こ
て
〈
彰
〉
─
コ
ム
コラ

ノ
ヽ
コ
テ
〈
承
〉

〔
意
改
〕

＊
（「
又
」
の
前
の
空
白
）
─
ア
リ
〈
彰
〉
─
ナ
シ
〈
承
〉

夫
婦
関
係
に
つ
い
て
い
え
ば
、
ま
さ
に
理
想
的
な
「
か
し
づ
き
」
方
の
よ
う

で
あ
る
。
長
い
時
の
経
過
に
よ
っ
て
こ
う
し
た
変
化
が
起
こ
ら
な
い
と
は
限

ら
な
い
。
こ
の
変
わ
り
よ
う
を
否
定
し
た
い
わ
け
で
も
な
い
。
た
だ
、
こ
の

よ
う
に
変
わ
っ
て
ゆ
く
コ
ン
テ
ク
ス
ト
が
み
え
て
こ
な
い
点
を
問
題
視
し
て

い
る
。

　

そ
の
上
、
男
主
人
公
と
の
結
婚
を
了
承
し
な
か
っ
た
姉
二
人
は
、
い
ず
れ

も
「
い
と
わ
ろ
き
人
」、
す
な
わ
ち
と
て
も
身
分
の
低
い
人
と
結
婚
し
た
の

で
、
出
世
し
た
男
主
人
公
の
支
援
を
受
け
た
と
い
う
。
典
型
的
な
末
子
成
功

譚
の
ダ
メ
押
し
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
、
右
大
臣
と
い
う
権
門
の
姫
君
二
人
が

ど
う
し
て
「
い
と
わ
ろ
き
人
」
と
結
婚
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
か
─
─
こ

れ
ま
た
、
コ
ン
テ
ク
ス
ト
が
全
然
み
え
て
こ
な
い
話
で
あ
り
、
話
型
に
あ
わ

せ
た
物
語
、
も
し
く
は
話
型
の
た
め
の
物
語
と
で
も
い
い
た
く
な
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　

＊

　

あ
ら
た
め
て
、
第
二
段
の
物
語
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
。
第
二
段
が
小
野

篁
の
書
状
「
奉
右
大
臣
」
を
素
材
と
し
て
い
る
こ
と
は
確
か
だ
が
、
に
も
か

か
わ
ら
ず
出
世
・
栄
達
も
、
結
婚
の
成
功
も
語
ら
な
い
話
を
展
開
さ
せ
て
い

る
の
は
何
ゆ
え
か
。
そ
し
て
、
こ
の
段
の
物
語
は
い
っ
た
い
何
を
語
ろ
う
と

す
る
の
か
。

　

青
木
［
一
九
六
一
］
は
、「
亡
妹
に
対
す
る
篁
の
愛
が
、
如
何
様
に
し
て

三
君
へ
の
愛
に
結
び
付
く
か
と
い
う
よ
う
な
内
省
的
経
路
は
無
視
さ
れ
、
分

裂
し
た
愛
の
様
相
を
露
呈
し
て
い
る
」
と
評
し
た
。
し
か
し
、
第
二
段
の
み

に
限
る
と
、
三
の
君
へ
の
「
愛
」
を
読
み
取
る
こ
と
は
ほ
ぼ
無
理
で
あ
る
。

二
節
で
み
た
と
お
り
、
三
の
君
に
対
す
る
傲
慢
さ
は
常
軌
を
逸
し
て
お
り
、

右
大
臣
家
と
の
関
係
を
ス
テ
ッ
プ
ア
ッ
プ
の
た
め
に
利
用
し
よ
う
と
い
う
姿

勢
さ
え
見
い
だ
し
が
た
い
。
そ
の
一
方
で
、
成
婚
の
直
後
に
「
妹
の
あ
り
し

屋
」
を
訪
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
亡
き
妹
へ
の
恋
心
は
な
お
つ
づ
い
て
い
る

こ
と
が
わ
か
る
。

　

そ
も
そ
も
、「
奉
右
大
臣
」
と
い
う
書
状
に
は
「
賢
第
十し
ふ
じ二
の
娘
、
四し

徳と
く

双な
ら

び
な
く
、
六り
く

行か
う

闕か

け
ず
」
と
あ
り
、
十
二
番
目
の
姫
君
を
並
ぶ
者
も
な
い

方
と
し
て
讃
え
て
い
る
が
、
そ
の
よ
う
な
姿
勢
が
『
篁
物
語
』
の
男
主
人
公

に
は
ま
る
で
み
ら
れ
な
い
。
こ
の
書
状
は
、
素
材
と
は
い
っ
て
も
、
漢
文
で

右
大
臣
の
娘
を
求
め
る
と
い
う
枠
組
み
だ
け
が
利
用
さ
れ
て
い
る
も
の
と
位

置
づ
け
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
青
木
論
文
の
い
う
と
お
り
、
男
主
人
公
の
「
内

省
的
経
路
」
が
不
明
な
の
で
確
か
な
こ
と
は
論
じ
に
く
い
の
だ
が
、
右
大
臣

の
姫
君
へ
の
求
婚
は
、
た
と
え
ば
亡
き
妹
へ
の
恋
心
を
吹
っ
切
ろ
う
と
い
う
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試
み
、
あ
る
い
は
そ
れ
を
吹
っ
切
る
こ
と
の
で
き
な
い
自
分
と
訣
別
す
る
た

め
の
捨
て
鉢
の
行
動
と
で
も
い
う
べ
き
で
は
な
い
か
。

四
　『
篁
物
語
』
の
成
立
に
関
し
て

　
『
篁
物
語
』
研
究
で
は
、
構
成
の
問
題
が
成
立
の
問
題
と
か
ら
め
て
論
じ

ら
れ
て
き
た
。
本
稿
で
は
成
立
説
を
う
ち
だ
す
つ
も
り
は
な
い
が
、
主
要
諸

説
を
瞥
見
し
た
上
で
、
新
た
な
構
成
の
と
ら
え
方
に
即
し
た
場
合
、
成
立
の

問
題
が
ど
の
よ
う
に
み
え
て
く
る
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
簡
単
に
述
べ

る
こ
と
と
す
る
。
成
立
に
関
わ
る
諸
説
は
、
安
部
［
一
九
九
六
］
が
手
際
よ

く
整
理
し
て
い
る
の
で
、
そ
れ
を
参
考
に
し
て
ま
と
め
る
が
、
一
部
の
微
妙

な
説
の
位
置
づ
け
は
安
部
論
文
に
従
っ
て
い
な
い
。

　

ま
ず
、
作
品
全
体
が
一
度
に
成
立
し
た
の
か
、
そ
れ
と
も
二
段
階
（
か
そ

れ
以
上
）
か
と
い
う
問
題
が
あ
る
。
前
者
の
う
ち
、
十
世
紀
後
半
ま
た
は
『
源

氏
物
語
』
以
前
の
成
立
と
す
る
論
考
に
は
、
山
口
［
一
九
六
七
］、
阿
部
［
一

九
六
九
］
な
ど
が
あ
る
。
ま
た
、
黒
木
［
一
九
八
六
］
は
、
作
中
の
「
兵
衛

佐
」
の
年
齢
と
父
の
官
職
に
注
目
し
て
花
山
朝
か
ら
一
条
朝
初
期
の
成
立
と

推
測
す
る
が
、
全
体
が
一
度
に
成
立
し
た
こ
と
を
前
面
に
う
ち
だ
し
て
は
い

な
い
。
全
釈
の
「
解
説
」
も
、「
源
氏
物
語
と
同
時
期
か
そ
れ
以
前
」（
一
六
頁
）

の
成
立
と
説
く
が
、
こ
れ
は
「
第
一
部
」
の
こ
と
で
あ
り
、
全
体
の
推
論
は

控
え
て
い
る
。

　

こ
れ
ら
に
対
し
て
、
成
立
の
時
期
を
平
安
後
期
ま
た
は
末
期
、
あ
る
い
は

鎌
倉
時
代
と
す
る
説
も
、
か
つ
て
は
少
な
か
ら
ず
み
ら
れ
た
。
だ
が
、
今
日

で
は
ほ
と
ん
ど
支
持
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。

　

一
方
、
二
段
階
の
成
立
を
唱
え
て
い
る
論
考
は
、
第
二
段
・
第
三
段
（
通

称
「
第
二
部
」）
が
あ
と
か
ら
足
さ
れ
た
と
み
る
も
の
で
、
岩
清
水
［
一
九
五

五
］、
菊
田
［
一
九
五
七
］、
西
木
［
一
九
六
二
］、
西
木
［
一
九
六
八
］、
そ

れ
に
大
系
の
「
解
説
」
な
ど
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
諸
論
考
で
は
、
表
現
・
文

体
の
相
違
点
を
根
拠
と
し
て
あ
げ
る
ケ
ー
ス
が
多
い
。
地
の
文
の
係
助
詞

「
な
む
」
と
「
ぞ
」、
接
続
助
詞
、
待
遇
表
現
（
特
に
尊
敬
語
の
多
寡
）
な
ど
が

前
半
と
後
半
と
で
大
き
く
異
な
る
と
い
う
。
た
し
か
に
、
そ
れ
ら
の
違
い
は

現
象
と
し
て
み
と
め
う
る
。
た
だ
し
、
そ
の
違
い
を
二
段
階
成
立
の
根
拠
と

し
う
る
か
ど
う
か
は
別
の
問
題
で
あ
る
。
た
と
え
ば
尊
敬
語
に
つ
い
て
い
え

ば
、
第
二
段
以
降
で
増
え
る
の
は
（
一
部
に
微
妙
な
用
法
が
あ
る
も
の
の
）、
右

大
臣
と
そ
の
三
の
君
と
い
う
高
貴
な
人
物
が
物
語
の
中
心
的
人
物
と
な
り
、

か
つ
男
主
人
公
も
そ
の
右
大
臣
家
の
婿
に
な
ろ
う
か
と
い
う
話
な
の
だ
か

ら
、
尊
敬
表
現
が
大
幅
に
増
加
す
る
の
は
当
然
で
あ
ろ
う
。

　

そ
の
後
、
安
部
［
一
九
九
六
］
の
語
彙
・
語
法
に
関
す
る
詳
細
を
極
め
た

研
究
に
よ
り
、
成
立
の
時
期
に
関
す
る
議
論
の
精
度
は
格
段
に
向
上
し
、
第

一
段
に
つ
い
て
は
十
世
紀
末
ま
で
に
成
立
し
た
可
能
性
が
き
わ
め
て
高
い
こ

と
が
実
証
さ
れ
た
。
一
方
、
第
二
段
・
第
三
段
に
つ
い
て
は
、
中
古
末
期
以

降
の
語
彙
が
わ
ず
か
に
み
ら
れ
る
と
い
う
。
第
二
段
の
「
し
り
ゐ
る
」（
二

二
ウ
）
と
第
三
段
の
「
え
た
り
顔が
ほ

」（
二
五
ウ
）
で
あ
る５
。
こ
の
こ
と
を
ど
う

み
る
か
。
安
部
論
文
が
示
す
よ
う
に
、
そ
れ
は
慎
重
に
考
慮
さ
れ
る
べ
き
課

題
と
し
て
残
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
村
田
［
二
〇
〇
五
］
の
形
容
動
詞
に
関

す
る
研
究
で
も
、『
篁
物
語
』
が
平
安
前
期
の
特
徴
を
備
え
て
い
る
こ
と
が

論
証
さ
れ
て
い
る
。

　

問
題
は
第
二
段
で
あ
る
。
前
節
ま
で
の
検
討
を
ふ
ま
え
れ
ば
、
第
一
段
と

第
二
段
が
一
人
の
手
に
よ
っ
て
ま
と
め
ら
れ
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
な
く
は
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な
い
。
た
だ
し
、
二
段
階
に
わ
た
る
成
立
を
つ
よ
く
否
定
し
な
く
て
は
な
ら

な
い
理
由
も
な
い
。
ま
た
、
全
書
の
「
解
題
」
の
よ
う
に
、
既
存
の
二
つ
の

物
語
を
ひ
き
と
っ
て
合
成
さ
せ
た
と
い
う
推
論
も
、
や
は
り
積
極
的
に
否
定

し
う
る
わ
け
で
は
な
い
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
現
存
す
る
『
篁
物
語
』
第
一

段
と
第
二
段
と
の
緊
密
な
関
係
が
み
と
め
ら
れ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
よ
う
に

ま
と
め
た
作
者
も
し
く
は
編
者
の
営
為
こ
そ
重
要
で
あ
り
、
そ
こ
に
至
る
過

程
が
ど
う
で
あ
れ
、『
篁
物
語
』
を
読
み
解
く
上
で
は
さ
ほ
ど
気
に
し
な
く

て
よ
い
よ
う
に
も
お
も
わ
れ
る
。

　

一
方
、
第
三
段
が
後
人
の
「
さ
か
し
ら
」
に
よ
る
と
推
測
し
た
の
は
石
原

［
一
九
七
七
ａ
］
で
あ
っ
た
が
、
た
し
か
に
そ
う
し
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ

る
と
お
も
う
。
た
だ
し
、
そ
の
場
合
、「
さ
か
し
ら
」
が
な
さ
れ
る
以
前
の

物
語
の
終
末
部
は
ど
う
な
っ
て
い
た
の
か
。
第
二
段
の
末
尾
の
ま
ま
で
は
尻

切
れ
と
い
う
感
も
あ
る
が
、
答
え
を
出
す
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
実
は
、
第

一
段
と
第
二
段
を
ま
と
め
て
き
た
作
者
が
、
そ
の
あ
と
に
ふ
さ
わ
し
い
物
語

を
つ
な
い
で
ゆ
く
こ
と
が
困
難
に
な
っ
て
し
ま
い
、
あ
の
よ
う
な
第
三
段
を

足
し
て
、
い
わ
ば
お
茶
を
濁
し
て
し
ま
っ
た
、
と
い
う
可
能
性
も
な
く
は
な

い
よ
う
に
お
も
う
。

　
『
篁
物
語
』
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
い
が
、
平
安
時
代
（
特
に
中
期
ま
で
）

の
作
品
の
生
成
、
成
立
の
様
子
を
想
像
す
る
こ
と
に
は
ど
う
し
て
も
無
理
が

あ
る
。
こ
こ
で
は
こ
れ
以
上
立
ち
入
る
こ
と
は
し
な
い
。
あ
く
ま
で
も
可
能

性
と
し
て
ゼ
ロ
で
は
な
い
と
い
う
事
態
も
排
除
し
な
い
と
い
う
方
針
で
考
え

て
み
た
。

五
　
恋
の
物
語
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト

　
『
篁
物
語
』
の
文
学
史
に
お
け
る
位
置
づ
け
に
つ
い
て
、
先
行
研
究
の
中

で
は
、
た
と
え
ば
岩
清
水
［
一
九
五
五
］
が
、「
実
録
か
ら
虚
構
化
の
物
語

へ
と
発
展
し
て
ゐ
る
こ
と
を
示
す
も
の
」
と
評
し
て
い
る
。
こ
の
「
虚
構
化
」

と
い
う
こ
と
は
、「
つ
く
り
物
語
」
へ
の
接
近
と
も
い
え
よ
う
。
福
家
［
一

九
九
七
］
は
、
第
一
段
の
物
語
の
素
材
と
な
っ
た
、『
古
今
集
』
の
「
い
も

う
と
の
身
ま
か
り
に
け
る
時
」
に
詠
ん
だ
と
さ
れ
る
哀
傷
歌
「
な
く
涙
雨
と

ふ
ら
な
む
わ
た
り
河
水
ま
さ
り
な
ば
か
へ
り
く
る
が
に
」（
八
二
九
番
）
が

『
篁
物
語
』
に
あ
え
て
取
り
込
ま
れ
な
か
っ
た
点
を
重
視
し
、
そ
こ
に
歌
物

語
と
は
異
質
な
「
仮
構
の
物
語
へ
の
傾
斜
」
を
み
て
い
る
。
お
そ
ら
く
、
そ

の
と
お
り
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
こ
の
こ
と
が
第
一
段
だ
け
で
な
く
第
二
段

に
ま
で
わ
た
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

こ
こ
か
ら
は
、
第
一
段
か
ら
第
二
段
に
か
け
て
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
の
把
握

に
努
め
て
み
た
い
と
お
も
う
。
紙
幅
に
限
り
が
あ
る
の
で
、
恋
の
物
語
の
展

開
と
い
う
観
点
か
ら
解
析
を
試
み
る
。

（
一
）
恋
の
物
語
の
始
ま
り

　

ま
ず
は
冒
頭
の
一
節
を
と
り
あ
げ
て
み
る
。

⑤
親
の
い
と
よ
く
か
し
づ
き
け
る
人
の
む
す
め
あ
り
け
り
。
女
の
す
る
才ざ
え

の
か
ぎ
り
し
つ
く
し
て
、
今
は
ふ
み
よ
ま
せ
ん
、
と
て
、
博は
か
せ士
に
は
む

つ
ま
し
か
ら
ん
人
を
せ
ん
、
と
て
異こ
と

腹は
ら

の
子
の
大
学
の
衆し
う

に
て
あ
り
け

り
、
異
腹
な
り
け
れ
ば
う
と
く
て
、〔
妹
〕「
あ
ひ
見
ず
」
な
ど
あ
り
け

れ
ど
、
知
ら
ぬ
人
よ
り
は
、
と
て
簾
す
だ
れ

越ご

し
に
几
帳
立
て
て
ぞ
読
ま
せ
け

る
。
こ
の
男
、〔
妹
ノ
〕
い
と
を
か
し
き
さ
ま
を
見
て
、
少
し
な
れ
ゆ
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く
ま
ま
に
、
顔
を
見
え
物
語
な
ど
も
し
て
、
文
の
て
と
い
ふ
も
の
を
と

ら
せ
た
り
け
る
を
、〔
妹
ガ
〕
見
れ
ば
、〔
男
ハ
〕
角か
く

筆ひ
ち

し
て
一
首
を
な

ん
書
き
た
り
け
る
。�

（
一
オ
～
二
オ
）

　

異
腹
の
兄
に
よ
る
漢
文
の
個
人
指
導
が
始
ま
る
。「
簾
越
し
に
几
帳
立
て

て
」
と
い
う
状
況
で
は
、
そ
れ
と
な
く
妹
の
「
い
と
を
か
し
き
さ
ま
」
も
察

せ
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
の
だ
ろ
う
。
や
が
て
男
主
人
公
は
、
傍
線
部
の
よ
う

に
「
顔
を
見
え
物
語
な
ど
も
し
て
」
と
い
う
行
動
を
示
す
よ
う
に
な
る
。

　

こ
の
傍
線
部
、
諸
注
釈
の
解
釈
に
疑
問
が
あ
る
。
た
と
え
ば
「
顔
を
見
え
」

に
つ
い
て
は
、「
互
に
顔
を
合
せ
」（
新
釈
）
と
い
う
解
釈
が
多
数
派
で
あ
る

（
他
に
全
集
・
新
講
・
全
釈
な
ど
）。
だ
が
、
こ
の
傍
線
部
の
行
為
の
主
体
は
「
こ

の
男
」
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
下
の
「
と
ら
せ
た
り
け
る
を
」
ま
で
一
貫
し
て

い
る
と
解
さ
れ
よ
う
。「
…
を
見
ゆ
」
は
受
け
身
の
表
現
で
、「
…
を
（
人
に
）

見
ら
れ
る
」
の
意
で
あ
る
。
男
主
人
公
は
簾
、
几
帳
か
ら
越
境
し
て
顔
を
見

せ
る
。
妹
の
方
が
こ
の
時
点
で
顔
を
見
せ
る
こ
と
は
、
当
時
の
貴
族
の
常
識

に
照
ら
し
て
も
あ
り
得
な
い
だ
ろ
う
。
顔
を
見
せ
合
う
と
い
う
解
釈
は
物
語

の
出
発
点
を
読
み
誤
っ
て
い
る
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

　

ま
た
、「
物
語
な
ど
も
し
て
」
に
つ
い
て
は
主
体
を
明
示
し
な
い
注
釈
も

多
い
が
、
全
釈
は
「
言
葉
を
交
わ
し
た
り
も
す
る
よ
う
に
な
っ
た
が
」
と
す

る
。
し
か
し
、
先
述
の
と
お
り
、
こ
の
主
体
も
ひ
き
つ
づ
き
「
こ
の
男
」
と

解
す
る
の
が
素
直
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
は
、
男
側
の
ほ
ぼ
一
方
的
な
話
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
の
歌
の
贈
答
が
つ
づ
い
た
の
ち
、
次
の
よ
う
な
一
文
が
あ
る
。

⑥
か
く
い
ふ
程
に
、
人
に
く
か
ら
ぬ
世
な
れ
ば
、
い
と
け
う
と
く
な
か
り

け
り
。�

（
三
オ
）

「
人
に
く
か
ら
ぬ
世
」
は
、
諸
注
釈
が
指
摘
す
る
と
お
り
、『
古
今
集
』
恋

三
の
「
こ
り
ず
ま
に
又
も
な
き
な
は
た
ち
ぬ
べ
し
人
に
く
か
ら
ぬ
世
に
し
す

ま
へ
ば
」（
六
三
一
番
）
を
ふ
ま
え
て
お
り
、
二
人
の
恋
を
予
感
さ
せ
る
よ
う

な
引
歌
に
み
え
る
。
こ
こ
の
傍
線
部
の
主
体
が
ま
た
わ
か
り
に
く
い
。「
妹

は
篁
に
さ
う
う
と
う
と
し
い
仕
打
は
し
な
か
つ
た
」（
新
釈
）
と
い
う
よ
う

に
、
妹
を
主
体
と
み
る
説
が
多
い
が
（
全
集
・
全
書
・
全
釈
な
ど
）、
先
の
本

文
⑤
の
傍
線
部
の
解
釈
が
妥
当
で
あ
る
な
ら
ば
、
こ
う
し
た
地
の
叙
述
で
妹

に
焦
点
を
絞
る
の
は
ま
だ
早
す
ぎ
る
の
で
は
な
い
か
。「
二
人
の
間
」
が
う

と
う
と
し
く
な
い
と
す
る
大
系
・
新
講
の
解
釈
の
方
が
妥
当
で
あ
ろ
う６
。

　

つ
づ
い
て
、
本
文
⑥
の
直
後
、「
師
走
」
の
「
月
」
の
場
面
も
、
み
て
お
く
。

⑦
師
走
の
も
ち
ご
ろ
、
月
い
と
あ
か
き
に
、
物
語
し
け
る
を
、
人
見
て
、

「
た
れ
ぞ
。
あ
な
す
さ
ま
じ
。
師
走
の
月
夜
と
も
あ
る
か
な
」
と
い
ひ

け
れ
ば
、…
〔
中
略
〕
…
か
く
い
ふ
ほ
ど
に
夜
ふ
け
に
け
れ
ば
、〔
妹
〕「
人

う
た
て
見
ん
も
の
」
と
て
入い

り
に
け
り
。
男
は
曹
司
に
と
み
に
も
入い

ら

で
、
う
そ
ぶ
き
あ
り
き
け
り
。�

（
三
オ
～
三
ウ
）

　

全
釈
は
、「
人
」
を
「
古
参
の
女
房
あ
る
い
は
、
縁
者
な
ど
」（
五
六
頁
）

と
し
、「
た
れ
ぞ
。
…
…
」
と
い
う
の
は
、「
二
人
の
近
く
で
面
と
向
か
っ
て

言
わ
れ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
」（
五
八
頁
）
と
解
す
る
。
そ
の
よ
う
な
理
解
で

基
本
的
に
よ
か
ろ
う
。
疑
問
点
は
、「
す
さ
ま
じ
」
と
ネ
ガ
テ
ィ
ヴ
に
受
け

と
め
ら
れ
て
い
た
「
師
走
の
月
夜
」
に
、
こ
の
兄
と
妹
は
ど
の
よ
う
な
位
置

関
係
で
、
ど
う
い
う
や
り
と
り
を
し
て
い
る
の
か
、
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ

の
簡
潔
す
ぎ
る
地
の
文
か
ら
具
体
的
に
把
握
す
る
こ
と
は
困
難
だ
が
、
ま
ず

は
傍
線
部
の
「
物
語
し
け
る
を
」
と
い
う
と
こ
ろ
に
留
意
し
た
い
。
諸
注
釈

は
二
人
で
話
を
し
て
い
る
と
解
す
る
。
誤
り
で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、

「
語
り
あ
っ
て
い
た
」（
全
釈
）
と
い
う
と
、
や
や
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
異
な
る
の
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で
は
な
い
か
。
本
文
⑤
・
⑥
か
ら
の
展
開
を
ふ
ま
え
る
と
、
こ
の
段
階
で
妹

の
方
が
対
等
に
話
を
す
る
の
は
考
え
に
く
い
。
の
ち
に
妹
に
つ
い
て
は
「
入

り
に
け
り
」
と
あ
る
が
、
こ
れ
は
屋
外
、
簀
子
な
ど
に
出
て
い
た
わ
け
で
は

な
く
、
お
そ
ら
く
廂
の
間
の
端
近
な
場
所
で
外
を
う
か
が
い
つ
つ
、
御
簾
の

外
の
男
に
応
じ
て
い
た
と
い
っ
た
様
子
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
第
三
者
の
「
人
」

は
、
屋
内
の
女
房
の
一
人
だ
と
す
れ
ば
、
端
近
な
場
所
に
い
る
女
性
を
誰
と

把
握
し
た
わ
け
で
も
な
く
、
少
し
離
れ
た
場
所
か
ら
、
聞
こ
え
よ
が
し
に
言

葉
を
発
し
た
よ
う
に
お
も
わ
れ
る
。

（
二
）
身
体
的
接
触
に
至
ら
な
い
関
係

　

本
文
⑤
・
⑦
で
兄
妹
の
関
わ
り
、
位
置
関
係
な
ど
を
あ
え
て
詳
し
く
検
討

し
た
の
は
、『
篁
物
語
』
に
お
け
る
二
人
の
関
係
の
変
化
、
展
開
を
お
さ
え

て
み
た
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
前
田
［
二
〇
〇
七
］
が
「
ト

ポ
ロ
ジ
ー
的
な
考
察
」
と
し
て
簡
潔
に
述
べ
て
い
る
。
ま
ず
は
、「
簾
と
几

帳
」
と
い
う
「
仕
切
り
と
通
路
の
両
方
の
役
割
を
備
え
」
た
完
全
で
な
い
仕

切
り
か
ら
、
こ
の
物
語
は
始
ま
っ
た
。
前
田
論
文
が
い
う
と
お
り
、「
こ
れ

な
ら
、
姿
が
見
え
、
声
が
聞
こ
え
る
け
れ
ど
、
手
に
触
れ
る
こ
と
は
出
来
な

い
」
の
で
あ
る
。
そ
の
状
況
は
、
本
文
⑦
の
「
師
走
の
月
夜
」
で
も
持
続
し

て
い
る
だ
ろ
う
。
そ
の
少
し
あ
と
、
稲
荷
詣
で
に
付
き
添
う
男
主
人
公
は
、

「
先
立
ち
、
遅
れ
て
来
け
る
」（
六
オ
）
と
つ
か
ず
離
れ
ず
の
関
わ
り
方
で
あ

る
。
妹
側
が
了
解
し
た
付
き
添
い
で
は
な
い
ら
し
い
。
そ
し
て
、
次
の
よ
う

な
や
り
と
り
が
あ
る
。

⑧
〔
妹
ガ
〕
ま
う
で
ざ
ま
に
困こ
う

じ
に
け
れ
ば
、
兄せ
う
と、
い＊

と
ほ
し
が
り
て
、「
篁

に
か
か
り
給
へ
」
と
て
寄
り
け
れ
ば
、〔
妹
〕「
い
で
、
い
な
い
な
」
と

言
ひ
て
、
道
中
に
去い

に
け
り
。�

（
六
オ
～
六
ウ
）

＊
い
と
ほ
し
が
り
て
─
い
と
お
か
し
か
り
て
〈
彰
〉
─
イ
ト
オ
シ
カ
リ
テ
〈
承
〉

長
旅
で
疲
れ
た
妹
を
助
け
よ
う
と
接
近
す
る
男
主
人
公
だ
が
、
妹
は
離
れ
て

し
ま
う
。
こ
う
し
た
状
況
に
あ
っ
て
も
身
体
的
な
接
触
は
起
こ
ら
な
い
。
そ

れ
は
漢
文
教
授
の
場
面
で
も
常
に
一
貫
し
て
い
た
だ
ろ
う
。

（
三
）
た
っ
た
一
度
の
逢
瀬
、
身
体
的
接
触

　

こ
の
あ
と
、
兵
衛
佐
か
ら
の
熱
心
な
懸
想
が
つ
づ
く
。
妹
と
し
て
は
将
来

有
望
と
お
も
わ
れ
る
兵
衛
佐
と
の
文
通
に
か
な
り
積
極
的
な
姿
勢
を
み
せ
た

が
、
男
主
人
公
の
た
く
み
な
妨
害
に
よ
り
、
兵
衛
佐
と
の
文
通
は
阻
止
さ
れ

る
。
な
お
も
兵
衛
佐
か
ら
の
手
紙
を
待
つ
ら
し
い
妹
の
様
子
に
、
男
主
人
公

は
苦
し
み
、
嫉
妬
心
を
あ
ら
わ
に
す
る
。
こ
う
し
た
一
件
を
き
っ
か
け
に
し

て
、
妹
の
心
は
よ
う
や
く
兄
へ
と
向
か
う
。

⑨
「
人
の
御
心
も
知
ら
ず
や
。

あ
は
れ
と
は
君
ば
か
り
を
ぞ
思
ふ
ら
ん
や
る
か
た
も
な
き
心
と
を

知
れ

思＊

ひ
ぐ
ま
な
や
」
と
い
ひ
け
れ
ば
、〔
男
ハ
〕
少
し
心
ゆ
き
て
、

い
と
ど
し
く
君
が
な
げ
き
の
こ
が
る
れ
ば
や
ら
ぬ
思
ひ
も
燃
え
ま

さ
り
け
り

か
く
い
ひ
て
心
は
通
ひ
け
れ
ど
、
親
に
も
包
み
人
に
も
障さ
は

り
け
れ
ば
、

心
と
け
て
久
し
く
も
語
ら
は
ず
あ
り
。
さ
れ
ど
い
か
で
か
入い

り
け
む
、

こ
の
妹
の
寝
た
る
所
へ
入
り
に
け
り
。�

（
一
二
ウ
～
一
三
ウ
）

＊�

思
ひ
ぐ
ま
な
や
─
お
も
ひ
く
さ
な
や
〈
彰
〉
─
オ
モ
ク
ア
ルナ

ヤ
〈
承
〉〔
意

改
〕

　

妹
は
、
傍
線
部
の
詠
歌
に
よ
っ
て
、
初
め
て
自
ら
の
心
が
異
腹
の
兄
に
向

い
て
い
る
こ
と
を
示
す
。
大
変
印
象
深
い
歌
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
あ
と
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の
二
重
傍
線
部
で
、
初
め
て
の
逢
瀬
と
な
る
。
だ
が
、
こ
の
直
後
に
「
逢
ふ

こ
と
は
難
か
り
け
り
」（
一
三
ウ
）
と
あ
り
、
身
体
上
の
交
わ
り
は
、
こ
の
二

重
傍
線
部
の
一
度
の
み
と
解
さ
れ
よ
う
。

　

興
味
深
い
の
は
、
物
語
内
に
お
け
る
本
文
⑨
の
位
置
で
あ
る
。『
篁
物
語
』

で
は
、
本
文
⑨
の
あ
た
り
が
ち
ょ
う
ど
真
ん
中
に
相
当
す
る
の
で
あ
る
。
細

か
く
記
す
と
、『
篁
物
語
』
第
二
段
ま
で
で
い
え
ば
、
そ
の
末
尾
は
二
五
丁

ウ
ラ
の
一
行
目
で
、
本
文
⑨
の
傍
線
部
の
あ
と
、「
少
し
心
ゆ
き
て
」
が
ち
ょ

う
ど
中
央
に
相
当
す
る
。
一
方
、
物
語
全
体
の
最
後
は
二
六
丁
ウ
ラ
の
四
行

目
で
あ
っ
て
、
全
体
の
真
ん
中
と
い
う
と
、
二
重
傍
線
部
の
「
入
り
に
け
り
」

の
あ
た
り
に
な
る
。
こ
れ
は
偶
然
な
の
だ
ろ
う
か
。
兄
と
妹
二
人
の
恋
心
が

も
っ
と
も
高
揚
し
、
た
だ
一
度
だ
け
の
逢
瀬
が
語
ら
れ
る
本
文
⑨
を
境
に
し

て
、
二
人
の
間
に
は
二
度
と
身
体
的
接
触
が
起
こ
ら
な
い
の
で
あ
る
。
身
も

心
も
結
ば
れ
る
の
は
、
こ
の
⑨
に
限
ら
れ
る
と
い
う
徹
底
し
た
悲
恋
の
物
語

─
─
こ
れ
は
、
意
図
的
に
「
計
算
」
さ
れ
た
展
開
な
の
か
も
し
れ
な
い７
。

（
四
）
あ
ら
た
め
て
遮
蔽
さ
れ
る
関
係

　

そ
の
後
、
妹
は
懐
妊
、
秘
密
の
関
係
も
妹
の
母
に
知
ら
れ
る
と
こ
ろ
と
な

る
。
妹
は
部
屋
に
閉
じ
込
め
ら
れ
た
上
、「
鍵
の
穴
」
ま
で
「
土
」
で
塗
り

込
め
ら
れ
て
し
ま
う
。
ひ
そ
か
に
男
主
人
公
が
妹
の
居
場
所
に
行
っ
て
み
る

と
、
小
さ
な
「
壁
の
穴
」
が
あ
っ
た
の
で
、
こ
れ
を
少
し
で
も
大
き
く
な
る

よ
う
に
と
ほ
じ
っ
て
、
妹
と
交
信
す
る
。
た
だ
し
、
手
を
入
れ
た
り
し
て
接

触
す
る
こ
と
は
な
い
よ
う
だ
。

　

妹
は
、
三
浦
［
二
〇
〇
〇
］
が
注
目
す
る
よ
う
に
、「
身
」
と
い
う
言
葉

を
用
い
た
歌
を
三
首
連
続
で
詠
ん
だ
の
ち
、
こ
の
壁
の
中
で
絶
命
す
る
。
前

田
［
二
〇
〇
七
］
に
よ
れ
ば
、
こ
の
「
穴
は
、
女
の
死
後
、
冥
府
と
の
通
路

に
も
な
っ
た
」
と
い
う
。
な
お
、
妹
の
死
に
つ
い
て
は
男
主
人
公
が
直
接
見

て
確
認
し
て
い
る
こ
と
が
語
ら
れ
る
が
、
そ
の
死
体
に
関
わ
る
叙
述
は
い
っ

さ
い
み
ら
れ
な
い
。
次
の
場
面
で
は
、
妹
の
「
添
ひ
臥
す
心
地
」
が
し
て
、

そ
の
「
声
」
も
聞
こ
え
る
の
だ
が
、
探
っ
て
み
て
も
「
手
に
も
さ
は
ら
ず
、

手
に
だ
に
あ
た
ら
ず
」（
一
九
ウ
）
と
さ
れ
て
い
る
。
身
体
的
接
触
の
不
可
能

が
象
徴
的
に
あ
ら
わ
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
亡
霊
が
第
二
段
で
も
登
場
す
る
こ

と
は
、
こ
の
接
触
不
能
の
状
態
の
継
続
を
示
唆
す
る
だ
ろ
う
。

（
五
）
頂
点
を
挟
ん
だ
物
語
の
構
図

　

こ
こ
ま
で
、
兄
と
妹
の
二
人
の
位
置
関
係
な
ど
を
検
討
し
つ
つ
、
物
語
の

真
ん
中
に
位
置
す
る
身
体
上
の
交
わ
り
を
描
く
頂
点
を
境
に
し
て
、
そ
の
前

後
の
い
ず
れ
に
お
い
て
も
二
人
の
身
体
を
遮
蔽
す
る
状
況
が
継
続
し
て
い
る

こ
と
を
と
ら
え
て
み
た
。
ほ
か
に
も
、
こ
の
頂
点
の
前
後
に
お
け
る
照
応
関

係
、
も
し
く
は
対
照
的
な
関
係
が
さ
ま
ざ
ま
あ
る
よ
う
だ
。
た
と
え
ば
、
兄

妹
の
関
係
は
、
頂
点
の
手
前
で
は
常
に
男
主
人
公
の
方
が
能
動
的
で
あ
り
、

さ
ま
ざ
ま
は
た
ら
き
か
け
る
立
場
に
あ
る
。
し
か
し
、
頂
点
を
過
ぎ
た
と
こ

ろ
か
ら
、
妹
の
方
が
二
人
の
関
係
を
主
導
す
る
よ
う
に
み
え
る
。

　

一
方
で
、「
ふ
み
」
の
頻
出
も
留
意
す
べ
き
点
で
あ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
に

つ
い
て
は
、
陣
野
［
二
〇
一
七
ａ
］
に
お
い
て
、
第
一
段
冒
頭
と
第
二
段
冒

頭
と
の
対
照
性
な
ど
を
論
じ
て
い
る
が８
、
第
二
段
に
お
け
る
「
ふ
み
」
関
連

の
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
第
一
段
の
内
容
と
響
き
あ
う
点
は
ほ
か
に
も
あ
る
よ
う

だ
。
た
と
え
ば
、
第
二
段
の
男
主
人
公
が
「
ふ
く
め
る
ふ
み
の
帙ち
つ

」（「
ち
つ
」

─
彰
考
館
蔵
甲
本
「
ち
ゝ
」〔
意
改
〕）、
す
な
わ
ち
「
文ふ
み

巻ま
き

」（
二
二
ウ
）
を
右
大

臣
の
三
の
君
に
渡
そ
う
と
し
た
行
為
は
ど
う
か
。
な
ぜ
漢
文
の
書
か
れ
た
巻

子
本
な
の
か
。
こ
の
行
為
、
自
分
の
学
才
を
示
威
す
る
と
い
う
よ
り
、
妹
と
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の
関
わ
り
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
男
主
人
公
が
本
当
に
恋
し
て
い
た
相
手

は
、
漢
文
の
読
み
方
を
男
主
人
公
か
ら
教
わ
っ
て
い
た
。
そ
ん
な
事
情
を
右

大
臣
の
姫
君
は
知
る
は
ず
も
な
い
が
、
男
主
人
公
に
は
漢
籍
を
習
っ
て
い
た

妹
へ
の
思
い
が
あ
っ
て
、
結
婚
相
手
へ
の
不
躾
な
行
動
に
反
映
さ
せ
て
い
る

可
能
性
が
あ
る
よ
う
だ
。

　

こ
こ
ま
で
、
一
部
分
な
が
ら
、『
篁
物
語
』
の
言
葉
に
留
意
し
て
恋
の
物

語
の
展
開
が
い
か
に
図
ら
れ
て
い
る
の
か
、
ま
た
い
か
な
る
コ
ン
テ
ク
ス
ト

が
形
成
さ
れ
て
い
る
の
か
を
論
じ
て
み
た
。
端
的
に
い
え
ば
、『
篁
物
語
』

の
表
現
、
言
葉
は
な
お
検
討
さ
れ
る
べ
き
意
匠
を
多
く
ふ
く
ん
で
い
る
の
で

は
な
い
か
。

六
　
つ
く
り
物
語
へ
向
か
う
『
篁
物
語
』

　
　
─
─
む
す
び
に
か
え
て
─
─

　

以
上
、『
篁
物
語
』
の
二
部
構
成
説
の
問
題
点
を
指
摘
し
た
上
で
、
第
一

段
か
ら
第
三
段
で
の
三
部
に
分
か
つ
べ
き
こ
と
を
論
じ
た
。
特
に
第
二
段
に

つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
説
話
的
な
ど
と
評
さ
れ
て
き
た
が
、
説
話
的
と
い
え

る
の
は
『
篁
物
語
』
末
尾
、
第
三
段
の
み
で
あ
り
、
第
二
段
は
第
一
段
の
悲

恋
物
語
を
ひ
き
う
け
る
面
が
つ
よ
い
。
ま
た
、
第
二
段
の
男
主
人
公
は
、
出

世
・
栄
達
を
め
ざ
す
人
物
と
し
て
定
位
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
っ
て
、
矛
盾
、

葛
藤
に
苦
し
む
人
の
よ
う
だ
。
第
三
段
に
関
し
て
は
、『
伊
勢
物
語
』
な
ど

に
も
し
ば
し
ば
み
ら
れ
る
注
記
的
部
分
と
も
い
い
う
る
が
、
第
一
段
お
よ
び

第
二
段
は
、
歌
物
語
的
と
い
う
よ
り
、
つ
く
り
物
語
へ
と
向
か
う
傾
向
が
つ

よ
い
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
そ
う
し
た
点
に
つ
い
て
の
検
討
は
、
な
お
い
っ
そ

う
多
角
的
に
進
め
て
ゆ
き
た
い
。

　
『
篁
物
語
』
に
関
わ
る
議
論
は
、
さ
ら
な
る
開
拓
の
余
地
も
あ
り
そ
う
だ
。

た
と
え
ば
、
井
野
［
二
〇
一
一
］
の
よ
う
に
、『
源
氏
物
語
』（
浮
舟
物
語
）

に
お
け
る
『
篁
物
語
』
引
用
を
論
じ
た
成
果
が
あ
る
。『
篁
物
語
』
と
い
う

悲
恋
物
語
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
か
た
ち
で
後
代
の
つ
く
り
物
語
作
品
に
影
響
を

与
え
て
い
る
可
能
性
も
あ
ろ
う
。
こ
れ
も
ま
た
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

※
『
篁
物
語
』
の
本
文
は
、
平
林
文
雄
・
水
府
明
徳
会
（
編
著
）『
増
補
改
訂 

小
野

篁
集
・
篁
物
語
の
研
究
』（
和
泉
書
院
、
二
〇
〇
一
年
）
に
収
載
の
彰
考
館
文
庫

蔵
『
篁
物
語
』（
甲
本
）
の
影
印
に
拠
り
、
冷
泉
家
時
雨
亭
文
庫
蔵
・
承
空
本
『
小

野
篁
集
』
な
ど
の
本
文
も
参
照
し
つ
つ
、
筆
者
が
校
訂
し
た
。
＊
で
異
同
に
つ
い

て
の
情
報
を
簡
略
に
示
し
て
い
る
（〈 

〉
内
の
略
号
は
、
彰
＝
彰
考
館
文
庫
蔵
甲

本
、
承
＝
承
空
本
）。
な
お
、
引
用
文
中
の
傍
線
類
、〔 

〕
内
の
注
記
な
ど
は
す

べ
て
筆
者
が
施
し
た
。

※
『
古
今
集
』
の
本
文
は
『
新
編
国
歌
大
観
』
に
拠
り
、『
本
朝
文
粋
』
の
本
文
は
、

『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
27 

本
朝
文
粋
』
の
訓
読
文
に
拠
っ
た
。

※
『
篁
物
語
』
も
し
く
は
『
小
野
篁
集
』
の
注
釈
書
・
訳
書
の
略
称
は
次
の
と
お
り

で
あ
る
。

新
釈
＝
宮
田
和
一
郎
（
校
註
）［
一
九
四
八
］『
王
朝
三
日
記
新
釈
』
健
文
社

全
集
＝
西
尾
光
雄
・
秋
山
虔
・
池
田
彌
三
郎
・
松
尾
聰
（
訳
）［
一
九
五
四
］『
現

代
語
訳
日
本
文
学
全
集 

更
級
日
記 

平
中
物
語 

篁
物
語 

堤
中
納
言
物

語
』
河
出
書
房
〈『
篁
物
語
』
の
訳
は
池
田
〉

全
書
＝
山
岸
徳
平
（
校
註
）［
一
九
五
九
］『
日
本
古
典
全
書 

平
中
物
語 

和
泉
式

部
日
記 

篁
物
語
』
朝
日
新
聞
社

大
系
＝
遠
藤
嘉
基
・
松
尾
聰
（
校
注
）［
一
九
六
四
］『
日
本
古
典
文
学
大
系

77 

篁
物
語 

平
中
物
語 

濱
松
中
納
言
物
語
』
岩
波
書
店
〈『
篁
物
語
』
の

校
注
は
遠
藤
〉

新
講
＝
石
原
昭
平
・
根
本
敬
三
・
津
本
信
博
［
一
九
七
七
］『
篁
物
語
新
講
』「
注

解
篇
」
武
蔵
野
書
院
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全
釈
＝
平
野
由
紀
子
［
一
九
八
八
］『
小
野
篁
集
全
釈 

私
家
集
全
釈
叢
書
３
』
風

間
書
房

注（
１
）　

岩
清
水
論
文
の
改
訂
版
（
一
九
七
一
年
）
で
は
、「
第
一
部
」「
第
二
部
」
と

改
め
て
あ
る
。
ま
た
、
全
書
・
大
系
の
「
解
説
」
は
、
い
ず
れ
も
「
第
一
部
」

「
第
二
部
」
と
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
相
対
的
に
は
新
し
い
注
釈
書
で
あ
る
全

釈
の
本
文
に
お
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
冒
頭
に
「〈
第
一
部
〉」
お
よ
び
「〈
第

二
部
〉」
と
い
う
見
出
し
ま
で
立
て
て
あ
る
。

（
２
）　

本
稿
で
は
、
作
品
名
を
『
篁
物
語
』
と
表
記
し
、
引
用
本
文
も
彰
考
館
文
庫

蔵
『
篁
物
語
』（
甲
本
）
に
も
と
づ
い
て
校
訂
し
て
い
る
。
現
存
諸
本
の
中
で

は
時
雨
亭
文
庫
蔵
の
承
空
本
『
小
野
篁
集
』
が
鎌
倉
期
書
写
で
最
も
古
く
、
宮

内
庁
書
陵
部
蔵
『
小
野
篁
集
』
の
「
親
本
」
に
あ
た
る
可
能
性
も
高
い
（
久
保

木
［
二
〇
〇
二
］
な
ど
）。
た
だ
し
、
安
部
［
二
〇
〇
九
］、
安
部
［
二
〇
一
〇
］

な
ど
の
詳
細
な
検
討
を
参
照
し
て
み
て
も
、
承
空
本
（
お
よ
び
書
陵
部
蔵
本
）

と
、
彰
考
館
文
庫
蔵
甲
本
の
い
ず
れ
の
本
文
が
優
れ
る
か
と
い
う
こ
と
は
容
易

に
決
め
が
た
い
。
な
お
、
安
部
［
二
〇
一
〇
］
は
、
承
空
本
の
書
名
「
小
野
篁

集
」
が
、「
篁
物
語
」
に
比
べ
て
「
よ
り
古
い
書
名
で
あ
っ
た
慨
（
マ
マ
）
然
性
が
高
く

な
っ
た
」
と
す
る
が
、
平
安
期
の
書
名
が
「
小
野
篁
集
」
で
あ
っ
た
と
い
う
証

拠
は
何
も
な
い
。
ま
た
、「
集
」「
物
語
」「
日
記
」
の
い
ず
れ
か
一
つ
を
正
解

と
決
め
る
の
も
困
難
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、
五
節
で
言
及
す
る
よ
う
な
内
容
上

の
特
性
を
ふ
ま
え
、『
篁
物
語
』
の
名
を
優
先
す
る
こ
と
と
し
た
。

（
３
）　

菊
田
［
一
九
六
四
］
の
題
目
は
「
構
造
に
つ
い
て
の
試
論
」
で
あ
り
、「
二

部
構
造
」「
二
元
的
構
造
」
と
い
っ
た
語
も
よ
く
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の

「
構
造
」
は
、
本
稿
に
い
う
「
構
成
」
に
あ
た
る
。

（
４
）　

石
原
［
一
九
七
七
ｂ
］
で
も
ほ
ぼ
同
様
で
、「
後
半
の
現
実
社
会
で
右
大
臣

の
娘
を
得
て
栄
達
し
て
も
、
妹
の
魂
は
彼
の
心
を
つ
ね
に
お
お
い
つ
く
す
」
と

述
べ
ら
れ
て
い
る
。

（
５
）　
「
し
り
ゐ
る
」
に
は
異
同
が
あ
る
。
彰
考
館
蔵
甲
本
で
「
き
て
し
り
ゐ
た
る

く
つ
」
と
あ
る
部
分
、
承
空
本
で
は
「
キ
テ
ヽ
リ
ヰ
タ
ル
ク
ツ
」、
ま
た
書
陵

部
蔵
本
も
「
き
て
ゝ
り
ゐ
た
る
く
つ
」
と
あ
る
。「
し
り
ゐ
（
尻
居
）」
は
、『
古

今
著
聞
集
』
な
ど
の
用
例
が
確
認
さ
れ
、
尻
も
ち
の
意
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
、

「
か
か
と
の
平
た
く
な
っ
た
靴
」（
大
系
）、
あ
る
い
は
「
靴
後
部
側
壁
面
（
踵
）

が
倒
れ
て
履
い
て
い
る
状
態
」（
安
部
［
一
九
六
九
］、
傍
線
は
原
文
通
り
）
な

ど
と
解
さ
れ
る
が
、
後
代
ま
で
ふ
く
め
て
も
「
く
つ
」
に
関
わ
る
「
し
り
ゐ
る
」

の
例
が
見
い
だ
し
が
た
く
、
疑
問
が
残
る
。

（
６
）　

新
講
の
「
注
解
」（
担
当
は
津
本
）
で
は
、「（
特
に
男
は
）
そ
う
親
し
み
が

た
く
疎
遠
だ
と
い
う
感
じ
は
な
か
っ
た
」
と
説
く
。
叙
述
の
焦
点
化
の
あ
り
方

と
し
て
、
そ
う
解
し
て
よ
い
可
能
性
も
あ
る
。

（
７
）　

仮
に
こ
う
し
た
「
計
算
」
が
な
さ
れ
た
と
す
れ
ば
、
一
回
的
創
作
で
は
な
く
、

推
敲
・
修
訂
を
経
て
よ
う
や
く
成
っ
た
と
も
い
え
よ
う
か
。
な
お
、
短
篇
で
あ

れ
長
篇
で
あ
れ
、
物
語
に
お
い
て
（
ま
た
劇
・
小
説
等
々
で
も
）、
真
ん
中
の

あ
た
り
に
高
揚
す
る
場
面
を
お
く
事
例
は
少
な
か
ら
ず
見
い
だ
さ
れ
る
よ
う

だ
。
た
と
え
ば
『
源
氏
物
語
』「
藤
の
う
ら
葉
」
の
巻
末
な
ど
、
全
体
の
分
量

に
照
ら
す
と
お
よ
そ
真
ん
中
の
あ
た
り
に
な
る
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
別

途
比
較
・
考
察
を
行
っ
て
み
た
い
。

（
８
）　

陣
野
［
二
〇
一
七
ｂ
］
で
も
、
同
様
の
問
題
を
よ
り
圧
縮
し
て
と
り
あ
げ
た

上
で
、
特
に
『
篁
物
語
』
に
お
け
る
「
ふ
み
」
に
つ
い
て
、「
公
」
と
「
私
」、

男
と
女
、
漢
と
和
と
い
っ
た
対
関
係
が
こ
の
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
は
相
補
的
で

あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
「
反
転
す
る
可
能
性
を
秘
め
た
も
の
で
も
あ

る
こ
と
を
示
」
す
語
と
な
っ
て
い
る
点
に
留
意
し
た
。
あ
わ
せ
て
、
そ
の
よ
う

に
硬
直
し
な
い
可
変
的
な
あ
り
方
が
、
日
本
の
「
文ぶ
ん

」
の
特
徴
で
あ
る
こ
と
も

指
摘
し
た
。

引
用
文
献

青
木　

生
子
［
一
九
六
一
］「
付
・
篁
物
語
」『
日
本
古
代
文
芸
に
お
け
る
恋
愛
』
第

二
篇
─
第
二
章
─
第
二
節
─
二
─
㈣　

弘
文
堂

安
部　

清
哉
［
一
九
九
六
］「
語
彙
・
語
法
史
か
ら
見
る
資
料
─
─
『
篁
物
語
』
の

成
立
時
期
を
め
ぐ
り
て
─
─
」『
国
語
学
』
一
八
四　

国
語
学
会

安
部　

清
哉
［
二
〇
〇
九
］「『
篁
物
語
』
承
空
本
（「
小
野
篁
集
」）
に
関
す
る
研
究

課
題
」『
人
文
』
七　

学
習
院
大
学
人
文
科
学
研
究
所



〔　　〕42

安
部　

清
哉
［
二
〇
一
〇
］「『
篁
物
語
』
の
井
野
葉
子
氏
「『
源
氏
物
語
』
浮
舟
巻

で
の
引
用
」
説
補
強
な
ら
び
に
祖
形
小
考
」
月
本
雅
幸
・
藤
井
俊
博
・
肥
爪
周

二
（
編
）『
古
典
語
研
究
の
焦
点
』
武
蔵
野
書
院

阿
部　

俊
子
［
一
九
六
九
］「
篁
物
語
」『
歌
物
語
と
そ
の
周
辺
』
第
二
篇
─
Ｂ
─
第

一
章　

風
間
書
房

石
原　

昭
平
［
一
九
七
七
ａ
］「
篁
物
語
論
」
石
原
昭
平
・
根
本
敬
三
・
津
本
信
博
『
篁

物
語
新
講
』「
研
究
篇
」
武
蔵
野
書
院

石
原　

昭
平
［
一
九
七
七
ｂ
］「「
篁
物
語
」
に
お
け
る
招
魂
─
─
主
題
性
と
の
か
ゝ

わ
り
─
─
」『
帝
京
大
学
文
学
部
紀
要
（
国
語
国
文
学
）』
九　

帝
京
大
学
文
学

部
国
文
学
科

井
野　

葉
子
［
二
〇
一
一
］「
浮
舟
物
語
に
お
け
る
篁
物
語
引
用
」『
源
氏
物
語 

宇

治
の
言
の
葉
』
Ⅰ　

─
第
四
章　

森
話
社
（
←
初
出
は
二
〇
〇
八
年
）

今
井　

卓
爾
［
一
九
三
五
］「
篁
物
語
」『
平
安
朝
日
記
の
研
究
』
第
二
部
─
第
七　

啓
文
社

岩
清
水　

尚
［
一
九
五
五
］「
篁
日
記
（
篁
物
語
）」
久
松
潜
一
（
責
任
編
集
）『
日

本
文
学
史 

中
古
』
中
期
─
第
四
章
─
三
─
3　

至
文
堂

菊
田　

茂
男
［
一
九
五
七
］「
篁
物
語
成
立
論
」『
文
芸
研
究
』
二
六　

日
本
文
芸
研

究
会

菊
田　

茂
男
［
一
九
六
四
］「
篁
物
語
の
構
造
に
つ
い
て
の
試
論
─
─
篁
物
語
の
研

究
（
第
一
部
）
─
─
」『
東
北
大
学
文
学
部
研
究
年
報
』
一
四　

東
北
大
学
文

学
部

久
保
木
哲
夫
［
二
〇
〇
二
］「
小
野
篁
集
」
財
団
法
人
冷
泉
家
時
雨
亭
文
庫
（
編
）

『
冷
泉
家
時
雨
亭
叢
書 

第
六
十
九
巻 

承
空
本
私
家
集 

上
』「
解
題
」
朝
日
新

聞
社

黒
木　
　

香
［
一
九
八
六
］「『
篁
物
語
』
成
立
考
─
─
兵
衛
佐
を
手
掛
り
と
し
て

─
─
」『
国
文
学
攷
』
一
一
二　

広
島
大
学
国
語
国
文
学
会

後
藤　

丹
治
［
一
九
二
七
］「
新
た
に
知
ら
れ
た
小
野
篁
日
記
」『
国
語
と
国
文
学
』

四
─
一
二　

国
語
と
国
文
学
編
輯
部

陣
野　

英
則
［
二
〇
一
七
ａ
］「
古
典
テ
ク
ス
ト
の
中
の
越
境
と
交
流
─
─
『
篁
物

語
』
を
例
に
─
─
」『
文
学
・
語
学
』
二
一
八　

全
国
大
学
国
語
国
文
学
会

陣
野　

英
則
［
二
〇
一
七
ｂ
］「
第
一
部　

総
論
」
河
野
貴
美
子
・W

iebke�
D
EN
ECK

E

・
新
川
登
亀
男
・
陣
野
英
則
・
谷
口
眞
子
・
宗
像
和
重
（
編
）『
日

本
「
文
」
学
史 

第
二
冊
「
文
」
と
人
び
と
─
─
継
承
と
断
絶
』
勉
誠
出
版

津
本　

信
博
［
一
九
七
七
］「『
篁
物
語
』
の
成
立
を
め
ぐ
っ
て
」
石
原
昭
平
・
根
本

敬
三
・
津
本
信
博
『
篁
物
語
新
講
』「
研
究
篇
」
武
蔵
野
書
院

津
本　

信
博
［
一
九
九
二
］「
篁
物
語
」『
国
文
学 

解
釈
と
教
材
の
研
究
』
三
七
─

四　

学
燈
社

中
村　

祥
子
［
二
〇
〇
九
］「
古
今
歌
と
『
篁
物
語
』
─
─
八
二
九
番
歌
か
ら
紡
が

れ
た
物
語
─
─
」
工
藤
進
思
郎
先
生
退
職
記
念
の
会
（
編
）『
工
藤
進
思
郎
先

生
退
職
記
念
論
文
・
随
想
集
』
工
藤
進
思
郎
先
生
退
職
記
念
の
会

西
木　

忠
一
［
一
九
六
二
］「「
篁
日
記
」
考
㈢
─
─
文
体
に
つ
い
て
─
─
」『
平
安

文
学
研
究
』
二
九　

平
安
文
学
研
究
会

西
木　

忠
一
［
一
九
六
八
］「『
篁
日
記
』
考
㈣
─
─
愛
の
展
開
を
め
ぐ
っ
て
─
─
」

『
滋
賀
大
国
文
』
五　

滋
賀
大
国
文
会

福
家　

俊
幸
［
一
九
九
七
］「『
篁
物
語
』
と
歌
物
語
─
─
異
化
の
方
法
─
─
」『
武

蔵
野
女
子
大
学
紀
要
』
三
二
─
一　

武
蔵
野
女
子
大
学
紀
要
編
集
委
員
会

前
田　

速
夫
［
二
〇
〇
七
］「
簾
─
─
兄
妹
相
姦
の
闇
『
篁
物
語
』」〈
連
載
「
異
郷

遊
歴 

古
典
文
学
の
異
空
間
」
第
３
回
〉『
国
文
学 

解
釈
と
教
材
の
研
究
』
五

二
─
八　

学
燈
社

三
浦　

則
子
［
二
〇
〇
〇
］「『
篁
物
語
』
に
お
け
る
和
歌
の
構
成
に
つ
い
て
」『
国

文
白
百
合
』
三
一　

白
百
合
女
子
大
学
国
語
国
文
学
会

村
田
菜
穂
子
［
二
〇
〇
五
］「
中
古
散
文
作
品
の
形
容
動
詞
─
─
ゲ
ナ
リ
型
形
容
動

詞
と
カ
ナ
リ
型
形
容
動
詞
─
─
」『
形
容
詞
・
形
容
動
詞
の
語
彙
論
的
研
究
』

第
三
篇
─
第
二
章　

和
泉
書
院
（
←
初
出
は
二
〇
〇
一
年
）

山
口　
　

博
［
一
九
六
七
］「
篁
物
語
論
」『
王
朝
歌
壇
の
研
究
─
─
村
上
冷
泉
円
融

朝
篇
─
─
』
後
篇
─
第
六
章　

桜
楓
社
（
←
初
出
は
一
九
五
七
年
お
よ
び
一
九

六
五
年
）

湯
淺　

幸
代
［
二
〇
一
〇
］「『
篁
物
語
』
と
継
子
譚
─
─
書ふ
み

読
む
女
の
悲
劇
─
─
」

『
駒
澤
国
文
』
四
七　

駒
澤
大
学
文
学
部
国
文
学
研
究
室


