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(ω97) 北大文学部紀婆 46-2

『
ほ
ど
法
ど
の
懸
想
』

後

藤

文

の
不
舗
や
誤
り
を
い
く
つ
か
揺
摘

高
収
の

吋
ほ
ど
ほ
ど
の
懸
想
い
そ
と
り
あ
げ
て
、

と
を

E
的
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

127何一

本
稿
は
、

し
、
い
さ
さ
か
の
原
克
を
述
べ
る

「
堤
中
綿
言
物
語
お
の
本
文
は
、
(
池
田
利
夫
解
題
、
復
刻
日
本
古
典
文
学
館
て
宮
内
庁
書
陵
部
議
桜
宮
田
義
本
(
池

田
利
夫
解
説
、
笠
間
借
一
一
百
践
)
、
広
島
大
学
蔵
浅
野
家
旧
蔵
本
〈
棒
銀
鉄
雄
解
説
、
武
縞
野
欝
院
)
、
穂
久
議
文
勝
蔵
久
遷
宮
旧
蔵
本
〈
久
曾

神
閥
弁
解
題
、
設
古
警
腕
て
吉
田
幸
一
氏
蔵
一
平
瀬
家
出
議
本
(
吉
罰
幸
縮
、
古
典
文
庫
)
、
桃
闘
文
庫
蔵
島
原
本
(
寺
本
護
彦
解
題
、

束
中
語
大
学
出
銭
会
)
、
数
薗
文
庫
議
榊
原
本
(
向
上
)
、
三
手
ウ
関
白
繁
本
語
部
第
鉄
雄
・
神
際
暢
子
校
注
、
新
典
社
〉
の
八

本
を
参
賎
し
、
適
当
と
思
わ
れ
る
か
た
ち
で
引
用
し
た
(
真
・
に
つ
い
て
は
、
と
り
あ
え
ず
最
後
に
あ
げ
た
新
典
社
本
む
も

の
を
掲
げ
た
が
、
特
刷
出
な
意
味
は
な
い
〉
。

-
久
松
潜

吋
校
註
堤
中
納
一
言
務
総
恥
(
明
治
書
院
、

今
回
参
照
あ
る
い
は
引
思
し
た

の
他
と
穣
中
に
お
け
る
略
祢
は
以
下
の
と
お
り
。



吋
ほ
ど
ほ
ど
の
怒
努
恥
党
議

-
清
水
泰

(
立
命
館
出
版
部
、
昭
九
)

-
韓
中
総
言
物
語
い

百百

-

松

村

誠

一

・

堤

中

納

言

物

語

h

(

朝
日
新
聞
社
、

・
吉
沢
義
知
数
修
河
期
中
納
言
物
語
新
講
恥
〈
藤
谷
崇
文
館
、
昭
一
一
九

吋
脳
死
中
納
言
物
語
新
釈
」
〈
白
楊
社
、
昭
二
九
〉
:
・

-
藤
森
期
夫
『
壌
中
綿
雲
物
語
新
釈
μ

(

焼
、
読
書
説
、
昭
一
一
一

-
よ
エ
室
園
』

新
講

上

'・・・上田

-
佐
倍
・

刊
新
釈
』

『
巳
本
書
典
文
学
大
系
・

・
出
岸
箆
平
『
堤
中
純
一
言
物
語
全
註
解
い

(
岩
一
波
警
居
、

一) 

. . . . . . . 
-， . . . . . . 
a‘ ‘ . 
罰誓E . . 
罰'. . 
罰喬. . 
‘. ， . 
. . . 
町.， . . 

可
大
系
』

・
『
全
註
解
」

128 

自召

-
松
最
陪
抽
選
判
中
納
言
物
語
全
部
執
お
〈
笠
間
書
段
、
招
四
六
〉
・
:
・

-
堤
中
納
言
物
語
h

〈
小
学
館
、
昭
郎
七
〉
:
:

省
土
故
武
治
『
堤
中
綿
読
物
語
の
注
釈
的
研
究
恥
(
風
障
害
一
房
、

・
現
代
語
訳
対
搬
出
境
中
納
言
物
語
い

〉

. . . 
守‘. . . . . . . . . . . . 
. 

建
明
捻
釈
的
研
究
』

-
浩
富
山
利
夫

昭
五
四

-『対招山』

吋
講
談
社
学
結
文
庫
・
塊
中
納
言
物
語
全
訳
注
恥

-
塚
阪
鉄
雄
『
新
潮
日
本
古
典
議
議
・
堤
中
納
言
物
語
知
(
新
潮
社
、

-
稲
賀
敬
二
よ
語
訳
日
本
の
古
典
・
堤
中
納
言
物
語
恥
(
小
学
館
、
昭
中
ハ

e

大
難
修
『
新
日
本
上
古
典
文
学
大
系
・
壊
や
綿
一
百
物
語
』

-
一
ニ
角
洋

昭
五
六
〉

可
申
γ

ん訳』

平
図
)
・
:
:

-
『
新
大
系
』

-
土
綾
武
治
吋
機
中
納
言
物
語
・
校
本
及
び
総
索
引
』

昭
四
五



な
お
、

の
間
引
用
は
各
々
一
期
掲
の
書
物

ユ〉
w

、、A
、

i
v
φ
J

，n
 い
ず
れ
も
灘
字
・
仮
名
づ
か
い
等
の
表
部
を
適
宜
改
め
て
あ
る
。

頭
中
将
の
郷
小
舎
人
童
、
「
問
。
ふ

と
て
、

い
み
じ
う
な
り
た
る
梅
の
授
に
、
葵
を
か
ざ
し
て
散
ら
す
と
て
、

梅
が
枝
に
深
く
ぞ
頼
む
お
し
な
べ
で
か
ぎ
ず
あ
ふ
ひ

し
が
な

と
い
へ
ば
、

し
め
の
な
か
の
葵
に
か
か
る
ゆ
ふ
か
づ
ら
く
れ
ど
ね
長
き
も
の
と
知
ら
な
む

と
、
お
し
放
ち
て
い
ら
ふ
も
さ
れ
た
り
。

(
P
9
7
L
7
1
P
9
9
L
 

129-

い
華
や
ぎ
に
瀦
ち

の
そ
の
呂
、

ひ
と
り
の
英
し
い
女
業
そ
見
初
め

ま
求
愛
の

教
を
贈
り
、

こ
れ
を
受
け
て
な
か
な
か
達
者
に
切
り
迭
す
。
こ

っ
か
け
と
し
て
、

ふ
た
り
は
や
が
て
結
ば
れ
る
こ
と

に
な
る
の
だ
が
、
こ
こ
で
取
り
あ
げ
て
お
き
た
い
の
は
、

「
い
ら
ふ
」

い
う
ま
で
も
な
く
、
「
い
ら
ふ
」

段
活
用
む
動
一
認
で
あ
っ
て
、

そ
れ
が
こ
の
よ
う
に
踏
段
活
用
で
用
い

の
は
き
わ
め

か
ら
だ
。
そ
こ

当
然
の
ご
と
く

次
の
ふ
た
と
お
り

れ
る
こ
と
に
な
る
。

そ
の
ひ
と
つ
は
、

。
活
用
破
格
、

-
浜
・
信
寸
い
ふ
」
が
よ
い
か
。

(
『
大
系
三

北
大
文
学
部
紀
婆



『
ほ
ど
ほ
ど
の
懸
想
』
覚
書

の
「
ふ
し
が
「
ら
ふ
」
と
誤
写
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
故
に
改
め
た
。

(
『
全
註
解
』
・
考
異
)

O
諸
本
に
「
:
:
:
い
ら
ふ
も
」
と
あ
る
の
は
「
い
ふ
」

と
す
る
考
え
方
で
、
「
ら
L

を
細
字
と
み
る
、
原
形
寸
い
ふ
」
説
で
あ
り
、

も
う
ひ
と
つ
は
、

浜
臣
本
「
い
ふ
」
。

O
「
い
ら
ふ
L

は
「
い
ら
ふ
る
L

の
誤
写
か
、
誤
用
か
(
誤
用
な
ら
こ
の
一
篇
の
成
立
時
代
が
中
古
で
あ
る
こ
と
を
疑
う
材
料
と
な
る
。
)
。

(
『
全
釈
』
・
注
)

O
「
い
ら
ふ
る
」

の
誤
写
か
。

(
『
新
大
系
』
・
脚
注
)

と
み
る
考
え
方
で
、
「
る
L

の
脱
落
を
想
定
す
る
、
原
形
「
い
ら
ふ
る
」
説
で
あ
る
。
問
題
の
「
い
ら
ふ
」
を
「
破
格
」
(
『
大
系
』
)

そ
の
見
き
わ
め
は
な
か

し
は
「
誤
用
」
(
『
全
釈
』
)
と
し
な
い
か
ぎ
り
、
こ
の
両
説
の
い
ず
れ
か
が
正
解
だ
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。
が
、

な
か
む
つ
か
し
い
。

な
し〉

に
な
る
が
、
同
じ
『
堤
中
納
言
物
語
』
中
の
作
品
で
い
え
ば
、
『
こ
の
つ
い
で
』

の
次
の
一
節
、

「
い
ら
ふ
し
は
、
他
者
の
問
い
か
け
に
対
し
て
「
返
答
す
る
L

意
の
動
調
で
あ
る
た
め
に
、
多
く
の
場
合
相
手
の
こ
と
ば
を
受
け
る
こ
と

こ
の
中
隔
て
の
扉
風
の
つ
ら
に
寄
り
て
、
こ
こ
に
も
な
が
め
侍
り
し
か
ば
、

い
み
じ
う
し
の
び
や
か
に
、

厭
ふ
身
は
つ
れ
な
き
も
の
を
憂
き
こ
と
も
あ
ら
し
に
散
れ
る
こ
の
葉
な
り
け
り

-130-



風
の
前
な
る
」
と
、
聞
ゆ
べ
き
ほ
ど
に
も
な
く
聞
き
つ
け
て
侍
り
し
ほ
ど
の
、

す
が
に
ふ
と
い
ら
へ
に
く
く
、

ま
こ
と
に
い
と
あ
は
れ
に
お
ぼ
え
侍
り
な
が
ら
、

つ
つ
ま
し
く
て
こ
そ
や
み
侍
り
し
か
。

(
P
1
9
L
1
1
P
2
0
L
3
)
 

の
よ
う
に
、
文
脈
上
「
返
歌
す
る
L

意
に
解
す
べ
き
例
も
ま
ま
見
う
げ
ら
れ
る
し
、

さ
ら
に
は
、

「
い
で
や
、
さ
ば
れ
や
。
今
は
か
ぎ
り
の
身
な
れ
ば
、
も
の
恐
ろ
し
く
も
あ
ら
ず
な
り
に
た
り
。
さ
て
も
負
け
給
ひ
し
こ
そ
、

、AP
F

、A

、U
1〈
B
V

と
ほ
し
か
り
し
か
。

お
い
ら
か
に
召
し
入
れ
て
や
は
。
目
く
は
せ
奉
ら
ま
し
か
ば
、
こ
よ
な
か
ら
ま
し
も
の
を
」
な
ど
い
ひ
て
、

い
で
ゃ
な
ぞ
数
な
ら
ぬ
身
に
か
な
は
ぬ
は
人
に
負
け
じ
の
心
な
り
け
り

中
将
、
う
ち
笑
ひ
て
、

わ
り
な
し
ゃ
強
き
に
よ
ら
む
勝
ち
負
け
を
心
ひ
と
つ
に
い
か
が
ま
か
す
る

と
い
ら
ふ
る
さ
へ
ぞ
つ
ら
か
り
け
る
。

(
『
源
氏
物
語
』
竹
河
巻
/
日
本
古
典
文
学
全
集
ー

ω・
P
7
9
)

の
ご
と
く
、
相
手
の
「
歌
」
を
受
け
て
「
歌
」
で
応
答
し
た
用
例
も
確
か
に
存
在
す
る
。
こ
の
パ
タ
ー
ン
は
先
の
『
ほ
ど
ほ
ど
の
懸
想
』

の
場
合
と
基
本
的
に
同
じ
で
あ
り
、

し
て
み
れ
ば
ま
ず
、
両
説
の
う
ち
「
い
ら
ふ
る
」
説
に
は
じ
ゅ
う
ぶ
ん
に
成
り
立
つ
余
地
が
あ
る
と

い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

A
V

、F
E

A

V

、必、

十

九

カ

そ
の
一
方
で
、
こ
の
よ
う
な
例
に
遭
遇
す
る
の
も
ま
た
事
実
な
の
で
あ
る
。

北
大
文
学
部
紀
要

さ

-131 



吋
ほ
ど
ほ
ど

党
撤
爾

さ
て
、
こ
の
心
変
は
る
や
う
に
し
け
れ
ば
、

あ
ひ
見
て
の
の
ち
ぞ
く
や
し
さ
ま
さ
り
げ
る
つ
れ
な
か
り
け
る
心
と
忠
ヘ
ぜ

と
あ
る
を
克
て
、

見
て
の

わ
れ
は
も
え
ま
す
泰
山
の
よ
そ
の
な
げ
き
そ
思
ひ
つ
ぎ
つ
つ

と
い
ら
へ
ど
、

な
ほ
心
ざ
し
の
お
ろ
か
な
る
や
う
に
晃
え
け
れ
ば
、
女
、

ん
つ
よ
り
は
富
士
の
煙
も
ょ
に
締
結
え
じ
焼
ゆ

ひ
の
駒
に
絶
え
ね
ば

第
九
段
/
日
本
古
典
文
学
全
集
・

P
4
8
2
1
3
)

こ
れ
は
、

の
開
題
を
考
え
る
う
え
マ
き
わ
め

い
〉
え
L
E
でペノ。

な
ら
ば
、
右
の
「
い
ら
へ
L

が
露
呈
し
て
い
る

-132 

活
用

t

『
ほ
ど
ほ
ど

の
そ
れ
と
ま
っ
た
く
開
質
で
あ
る
ば
か
り
か
、
こ
の
ケ
i
ス
で
は
「
る
L

は
っ
「
い
ら
ふ
れ
ど
」
と
あ
る
べ
き
と
こ
ろ
」

一
字
、
そ
補
え
ば
済
む

い
ら
ふ
」
に
国
執
す
る
以
上
刀
半
中
物
一
m
p
m
w
倒
も
正
し
く

「
い
ら
ふ
れ
し
が
つ
い
ら
へ
L

に
写
し
誤
ら
れ
た
と
は
と
う
て

と
い
う
よ
う
な
単
純
な
誤
苓
は
想
定
し
づ
ら
い
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

な

い
思
わ
れ
な
い
と
い
う
わ
け
だ
。

ふ
た
つ
の
「
い
ら
へ
」

に
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ

に
も
解
せ
な
い
。

い
っ
そ
の
こ
と
踏
段
活
用
動
詞

い
ら
ふ
」
の
存
在
を
認
知
し
て
し
ま
え
ば
よ
い
よ
う
な
も
の
だ
が
、
ぞ
れ
も
た
め
ら
わ
れ
る
。

ば

を
一
挙
に
解
消
す
る
手
段
は
た
だ
ひ
と
つ
し
か
残
る
ま
い
。

て
や
れ
ば
よ
い
の
で
あ
る
。

の
字
を
等
し
く
釘
学
と
判
断
し
て

時
と
し
て
議
本
の
危
う
さ
を
曝
け
出
す
叫
平
中
物
語
』
の
疑
問
例
プ
い
ち
へ
ど
」
も
、

は
じ
め
に
紹
介
し
た
原
務
寸
い

に
、
双
方
の

す
ん
な
り

と
読
め

こ
と
に
な
る
の
だ
が
、
こ
の
結
果
は
と
り
も
な
お
さ
ず
、



説
の
妥
当
性
を
強
く
支
持
す
る
も
の
と
い
え
よ
う
。

こ
の
と
お
り
、

い
ず
れ
の
考
え
方
に
も
相
応
の
根
拠
が
あ
っ
て
判
定
に
苦
し
む
と
こ
ろ
だ
け
れ
ど
も
、
本
稿
で
は
、
右
に
述
べ
た
『
平

中
物
語
』

ま
た
、
転
写
過
程
に
お
け
る
「
ら
」
字
の
機
械
的
添
加
・
脱
落
は
実
に
頻
発
に
起

の
「
い
ら
へ
」
と
の
関
連
を
よ
り
重
視
し
、

こ
る
現
象
で
あ
っ
た
こ
と
、
歌
は
通
常
「
い
ふ
」
も
の
で
あ
る
こ
と
等
の
要
素
を
考
慮
に
入
れ
て
、

ひ
と
ま
ず
「
い
ふ
」
説
の
方
に
与
し

て
お
き
た
い
。

ち
な
み
に
記
せ
ば
、
す
で
に
引
い
た
『
全
註
解
L

以
外
で
は
、
『
評
釈
』
『
新
註
』
『
全
書
』
佐
伯
・
藤
森
『
新
釈
L

が
「
い

ふ
」
の
本
文
を
採
っ
て
い
る
。

そ
れ
に
し
て
も
、
こ
の
箇
所
に
つ
い
て
何
の
注
も
付
し
て
い
な
い
注
釈
書
が
多
い
の
は
、

い
っ
た
い
ど
う
し
た
こ
と
だ
ろ
う
。
確
か
に

作
品
の
理
解
を
左
右
す
る
よ
う
な
重
大
な
問
題
で
は
な
い
し
、
紙
面
の
制
約
な
ど
や
む
を
え
ぬ
事
情
が
働
い
て
も
い
よ
う
。
し
か
し
、
下

接
す
る
係
助
詞
「
も
し
が
こ
の
場
合
動
調
連
体
形
を
受
け
る
の
は
明
白
で
あ
る
の
に
、
「
底
本
(
日
浅
野
家
旧
蔵
本
)
の
ま
〉
で
不
都
合
は

な
い
」
(
上
田
『
新
釈
』
・
語
解
)

そ
の
理
由
は
や
は
り
明
示
す
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。

と
考
え
る
の
で
あ
れ
ば
、

君
の
御
方
に
若
く
て
候
ふ
男
、
好
ま
し
き
に
や
あ
ら
む
、
定
め
た
る
と
こ
ろ
も
な
く
て
、
こ
の
童
に
い
ふ
、
「
そ
の
通
ふ
ら
む
と
こ
ろ

は
い
づ
く
ぞ
。

さ
り
ぬ
べ
か
ら
む
や
」
と
い
へ
ば
、
「
八
条
の
宮
に
な
む
。
知
り
た
る
者
候
ふ
め
れ
ど
も
、
こ
と
に
若
人
あ
ま
た
候
ふ

ま
じ
。
た
だ
、
中
将
、
侍
従
の
君
な
ど
い
ふ
な
む
、

か
た
ち
も
よ
げ
な
り
と
聞
き
侍
る
」
と
い
ふ
。(

P
1
0
3
L
5
1
P
1
0
4
L
5
)
 

北
大
文
学
部
紀
要

133-



『
ほ
ど
ほ
ど
の
懸
想
』
覚
書

頭
中
将
に
仕
え
る
好
色
な
若
者
と
小
舎
人
童
と
の
問
答
だ
が
、
問
題
は
傍
線
部
「
か
た
ち
も
よ
げ
な
り
」

に
あ
る
。
諸
注
の
ほ
と
ん
ど

は
、
こ
れ
を
「
器
量
も
よ
さ
そ
う
だ
L

(

『
全
集
L

/

『
完
訳
』
)
、
「
顔
か
た
ち
も
美
し
い
様
子
で
あ
る
L

(

『
注
釈
的
研
究
』
)
な
ど
と
訳
し
て

あ
っ
さ
り
と
済
ま
せ
て
い
る
の
だ
け
れ
ど
も
、
こ
の
本
文
の
異
様
さ
に
気
づ
い
て
い
な
い
と
す
れ
ば
い
さ
さ
か
お
粗
末
な
話
で
は
あ
る
ま

い
か
。
そ
の
根
拠
は
い
た
っ
て
は
っ
き
り
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
「
よ
げ
な
り
」
と
い
う
こ
と
ば
が
名
詞
と
結
び
つ
く
場
合
に
は
、

-
日
い
と
よ
く
晴
れ
て
、
空
の
け
し
き
、
鳥
の
声
も
心
地
よ
げ
な
る
に
、
親
王
た
ち
、
上
達
部
よ
り
は
じ
め
て
、

そ
の
道
の
は
、

み
な

探
韻
賜
は
り
て
文
作
り
給
ふ
。

(
『
源
氏
物
語
』
花
宴
巻
/
日
本
古
典
文
学
全
集
ー

ω・
P
4
2
3
)

ほ
ど
ほ
ど
に
つ
け
て
は
よ
ろ
こ
び
思
ふ
。
京
よ
り
も
御
迎
へ
に
人
々
参
り
、
心
地
よ
げ
な
る
を
、
主
の
入
道
涙
に

134 

-
さ
ぶ
ら
ふ
人
々
、

-
さ
れ
ど
、
行
く
道
に
心
を
や
り
て
、

い
と
心
地
よ
げ
な
り
。

(
同
明
石
巻
/
同

ω・
P
2
5
3
)

(
同
蓬
生
巻
/
同
・

P
3
2
9
)

く
れ
て
、
月
も
立
ち
ぬ
。

-
御
帳
、
御
凡
帳
、

み
な
紅
梅
の
織
物
に
て
、
女
房
も
、

そ
の
色
々
を
の
を
の
数
知
ら
ず
重
ね
着
て
、

(
中
略
)
思
ふ
こ
と
な
く
心
地
よ

げ
に
も
て
な
す
も
、
こ
と
わ
り
な
り
。

(
『
夜
の
寝
覚
』
巻
一
/
日
本
古
典
文
学
大
系
・

P
8
8
)

-
上
達
部
、
殿
上
人
、
夜
ご
と
に
参
り
て
、
御
遊
び
あ
り
。
殿
の
、
例
よ
り
も
い
と
心
地
よ
げ
に
う
ち
乱
れ
、

は
や
さ
せ
給
へ
ば
、
惜

し
む
人
な
く
め
で
た
く
お
も
し
ろ
く
て
、
こ
の
ほ
ど
過
ぎ
ぬ
。

(
同
巻
五
/
同
・

P
3
9
0
)

な
ど
の
よ
う
に
、
「
心
地
よ
げ
な
り
」

の
か
た
ち
で
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
圧
倒
的
で
、

そ
れ
以
外
で
も
「
心
L

「
気
色
」
と
い
っ
た
情
意
を



表
す
語
に
し
か
接
続
せ
ず
、
「
か
た
ち
L

等
の
語
に
連
結
し
て
人
や
物
の
外
観
美
を
賞
賛
す
る
こ
と
は
決
し
て
な
い
か
ら
で
あ
る
。

で
は
、
こ
こ
で
そ
れ
に
代
わ
る
こ
と
ば
は
と
い
え
ば
、
当
然
寸
き
よ
げ
な
り
し
を
想
定
す
べ
き
な
の
で
あ
る
。
「
か
た
ち
」
を
「
よ
げ
な

り
」
と
表
現
し
た
例
が
皆
無
で
あ
っ
た
の
に
引
き
か
え
、
「
か
た
ち
」
が
「
き
よ
げ
な
り
」
の
用
例
は
実
に
お
び
た
だ
し
い
。
左
に
は
『
源

氏
物
語
』
か
ら
そ
の
一
端
を
あ
げ
る
に
と
ど
め
る
。

-
左
中
弁
、
講
師
仕
う
ま
つ
る
。
か
た
ち
い
と
き
よ
げ
な
る
人
の
、
声
づ
か
ひ
も
の
も
の
し
く
神
さ
び
て
読
み
あ
げ
た
る
ほ
ど
、

し3

と

-
内
の
大
殿
の
君
達
は
四
五
人
ば
か
り
、
殿
上
人
の
中
に
声
す
ぐ
れ
、

か
た
ち
き
ょ
げ
に
て
う
ち
つ
づ
き
給
へ
る
、

(
少
女
巻
/
日
本
古
典
文
学
全
集
ー

ω・
P
2
0
)

い
と
め
で
た
し
。

お
も
し
ろ
し
。

-
舞
人
は
、
衛
府
の
次
将
ど
も
の
、

(
真
木
柱
巻
/
同
・

P
3
7
4
)

か
た
ち
き
よ
げ
に
丈
だ
ち
等
し
き
か
ぎ
り
を
選
ら
せ
給
ふ
。
(
若
菜
下
巻
/
同
ー

ω・
P
1
6
1
)

(
橋
姫
巻
/
同
ー

ω・
P
1
1
4
)
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-
か
た
ち
い
と
き
よ
げ
に
お
は
し
ま
す
宮
な
り
。

-
小
宰
相
の
君
と
い
ふ
人
の
、

か
た
ち
な
ど
も
き
ょ
げ
な
り
、
心
ば
せ
あ
る
方
の
人
と
お
ぼ
さ
れ
た
り
。

-
こ
と
は
ら
か
ら
ど
も
よ
り
は
、

か
た
ち
も
き
ょ
げ
な
る
を
呼
び
出
で
給
ひ
て

(
晴
蛤
巻
/
同
l
附
・

P
2
3
4
1
5
)

(
夢
浮
橋
巻
/
同
・

P
3
6
6
)

結
論
は
も
は
や
歴
然
と
し
て
い
る
は
ず
だ
。
傍
線
部
本
文
「
か
た
ち
も
よ
げ
な
り
」
は
「
か
た
ち
も
き
ょ
げ
な
り
」
に
改
訂
さ
れ
ね
ば

な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
『
校
本
』
に
よ
れ
ば
、
現
存
諾
本
の
中
で
は
唯
一
、
刈
谷
図
書
館
蔵
村
上
忠
順
自
筆
本
だ
け
が
「
き
よ

北
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『
ほ
ど
ほ
ど
の
懸
想
』
覚
書

ギ
ノ
よ
り

1
1
7
Y
J」

の
本
文
を
有
し
て
い
る
よ
う
だ
が
、
こ
の
点
に
言
及
し
た
、
あ
る
い
は
こ
の
か
た
ち
の
本
文
に
い
ち
お
う
の
注
意
を
払
っ
た
注

釈
書
は
、
「
刈
谷
一
冊
本
に
「
き
よ
げ
な
り
」
と
あ
る
外
、
諸
本
は
「
よ
げ
な
り
」
。
L

と
記
す
『
全
釈
』
と
、
「
一
本
寸
き
よ
け
な
り
」
」
と

注
す
る
『
新
大
系
』

の
、
わ
ず
か
に
二
書
を
数
え
る
の
み
。
し
か
も
、
こ
の
二
書
と
て
「
き
よ
げ
な
り
」
の
採
用
に
踏
み
切
っ
て
い
る
わ

け
で
は
な
い
。

む
ろ
ん
、
刈
谷
図
書
館
本
の
本
文
が
原
形
を
保
存
し
て
い
る
と
は
と
う
て
い
考
え
が
た
い
。
け
れ
ど
も
、
結
果
か
ら
み
れ

ば
、
そ
こ
に
は
正
し
い
か
た
ち
が
〈
復
元
〉
さ
れ
て
い
た
と
い
え
る
わ
け
で
あ
る
。

実
の
と
こ
ろ
、
「
き
よ
げ
な
り
」
と
「
よ
げ
な
り
」
と
の
交
替
(
書
写
の
次
元
で
い
え
ば
、
寸
き
」

一
文
字
の
添
加
ま
た
は
脱
落
と
い
う

こ
と
に
な
る
)

は
、
時
折
起
こ
り
う
る
現
象
だ
っ
た
よ
う
な
の
だ
。

い
く
つ
か
の
実
例
を
示
そ
う
。

制
「
(
上
略
)

わ
が
君
を
ば
、
后
の
位
に
お
と
し
奉
ら
じ
も
の
を
や
」
な
ど
、

い
と
よ
げ
に
い
ひ
つ
づ
く
。
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(
『
源
氏
物
語
』
玉
霊
巻
/
日
本
古
典
文
学
全
集

ω・
P
9
1
)

制
君
た
ち
の
御
供
の
人
々
、
「
何
事
あ
り
つ
る
な
ら
む
。
め
づ
ら
し
き
御
対
面
に
、
い
と
御
気
色
よ
げ
な
り
つ
る
は
、
ま
た
い
か
な
る
御

譲
り
あ
る
べ
き
に
か
」
な
ど
ひ
が
心
を
得
つ
つ
、

(
同
行
幸
巻
/
同
・

P
3
0
1
1
2
)

お
と
ど
の
御
幸
ひ
に
て
こ
そ
お
は
せ
め
」
な
ど
、
こ
と
よ
く
語
ら
ふ
。
出
で
立
ち
の
も
の
な
ど
、
げ
に
よ
げ
に
い
と
か
く

か
か
る
筋
と
は
思
ひ
寄
ら
ざ
り
け
り
。

的
「
(
上
略
)

お
こ
す
れ
ば
、
心
ゆ
き
は
て
て

(
『
狭
衣
物
語
』
巻
一
/
日
本
古
典
全
書
上
・

P
2
5
4
1
5
)

ω御
殿
油
を
か
か
げ
て
見
奉
り
給
ふ
に
、
色
は
、
雪
な
ど
を
ま
ろ
が
し
た
ら
ん
や
う
に
、

そ
こ
ひ
な
く
白
く
、

き
よ
げ
な
る
に
、
苦
し

げ
な
る
面
っ
き
、

い
と
あ
か
く
に
ほ
ひ
て

(
『
夜
の
寝
覚
』
巻
二
/
日
本
古
典
文
学
大
系
・

P
1
2
5
)



『
源
氏
物
語
』
か
ら
採
取
し
た
例
の
傍
線
部
は
、
河
内
本
系
統
の
平
瀬
本
で
「
き
よ
げ
に
」
。
同
じ
く
仰
は
、
別
本
の
う
ち
保
坂
本
に
お

い
て
「
き
よ
げ
な
り
」
。
付
の
『
狭
衣
物
語
』
の
ケ

l
ス
は
、
宮
内
庁
一
ニ
冊
本
が
「
き
ょ
げ
し
の
本
文
。
そ
し
て
、
仙
の
『
夜
の
寝
覚
』
の

傍
線
部
本
文
は
前
日
本
に
よ
っ
て
校
訂
さ
れ
た
も
の
で
、
大
系
本
底
本
の
島
原
本
に
は
寸
よ
げ
な
る
」
と
あ
る
。
川
W

川W
川W
は
寸
よ
げ
な
り
」

が
「
き
よ
げ
な
り
」
に
、

ま
た
、

ωは
逆
に
「
き
よ
げ
な
り
し
が
寸
よ
げ
な
り
L

に
転
説
し
た
事
例
と
い
え
よ
う
。

最
後
に
、
「
き
よ
げ
な
り
L

と
「
よ
げ
な
り
」
と
が
近
接
し
て
使
わ
れ
た
例
を
二
三
掲
げ
て
、
本
節
の
考
察
を
締
め
く
く
る
こ
と
に
し
た

しコ。
-
祭
の
こ
ろ
は
、
な
べ
て
今
め
か
し
う
見
ゆ
る
に
や
あ
ら
む
、
あ
や
し
き
小
家
の
半
蔀
も
、
葵
な
ど
か
ざ
し
て
心
地
よ
げ
な
り
。
わ
ら

さ
ま
ざ
ま
の
物
忌
ど
も
つ
け
、
化
粧
し
て
、
わ
れ
も
劣
ら
じ
と
い
ど
み
た
る
気
色
ど
も
に
て
行
き
ち

は
べ
の
相
、
袴
き
よ
げ
に
て
、

が
ふ
は
、
を
か
し
く
見
ゆ
る
を

(
『
ほ
ど
ほ
ど
の
懸
想
』
/
P
9
6
L
1
1
8
)

-
み
な
思
ふ
こ
と
な
げ
な
る
に
、
上
ぞ
、

き
よ
げ
な
る
さ
ま
し
て
、

さ
し
も
心
地
よ
げ
な
ら
ず
、

い
と
気
高
く
、
も
の
あ
ざ
や
か
に
、

い
た
く
世
を
思
ひ
む
す
ぽ
ほ
れ
た
る
気
色
に
な
が
め
給
へ
ば

(
『
夜
の
寝
覚
ι

巻
一
/
日
本
古
典
文
学
大
系
・

P
1
1
3
)

-
さ
ぶ
ら
ふ
人
も
、

か
か
る
山
里
に
は
っ
き
な
き
ま
で
、

(
同
巻
二
/
同
・

P
1
8
0
1
1
)

こ
れ
ら
を
眺
め
て
み
る
と
、
両
語
聞
の
質
的
差
異
が
あ
ら
た
め
て
実
感
さ
れ
る
だ
ろ
う
。

い
う
ま
で
も
な
い
こ
と
だ
が
、
最
初
の
例
は

ほ
か
な
ら
ぬ
『
ほ
ど
ほ
ど
の
懸
想
』
官
頭
の
文
章
で
あ
る
。
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『
ほ
ど
ほ
ど
の
懸
想
』
覚
書

「
御
返
り
ご
と
な
か
ら
む
は
、

い
と
古
め
か
し
か
ら
む
。
今
ゃ
う
は
、
な
か
な
か
は
じ
め
の
を
ぞ
し
給
ふ
な
る
L

な
ど
ぞ
、
笑
ひ
て
も

ど
か
す
。

(
P
1
0
5
L
6
1
P
1
0
6
L
1
)
 

頭
中
将
方
の
若
い
男
か
ら
突
然
に
届
け
ら
れ
た
手
紙
を
見
て
、

八
条
の
宮
の
某
女
房
が
発
し
た
こ
と
ぼ
で
あ
る
が
、
乙
こ
で
は
、
傍
線

部
「
も
ど
か
す
L

の
解
釈
が
問
題
と
な
る
。
こ
の
語
に
関
す
る
従
来
の
見
解
は
、

。
「
も
ど
く
し
は
、

さ
か
ら
い
非
難
す
る
意
で
、
他
の
女
房
が
返
事
を
か
く
よ
う
に
か
ら
か
い
気
味
で
す
〉
め
る
の
に
対
し
て
、
寸
い
や

だ
わ
、

そ
ん
な
こ
と
。
し
な
ど
い
う
こ
と
で
あ
る
。
「
も
ど
か
す
L

の
「
す
」
は
使
役
法
で
あ
る
か
ら
、
「
い
や
だ
わ
、

そ
ん
な
こ
と
。
L

と
い
わ
せ
る
、

(
上
回
『
新
釈
』
・
語
解
)

と
い
う
意
と
な
る
。

O
「
も
ど
く
」
か
ら
出
た
動
調
で
、
も
ど
く
こ
と
を
さ
せ
る
意
。
こ
こ
で
は
、
周
囲
か
ら
面
白
半
分
の
お
せ
っ
か
い
を
い
っ
て
、
寸
ば
か

を
お
っ
し
ゃ
い
。
」
と
か
、
「
そ
ん
な
こ
と
が
あ
る
も
の
で
す
か
。
L

な
ど
い
う
よ
う
に
い
わ
せ
る
意
で
あ
る
。

(
佐
伯
・
藤
森
『
新
釈
』
・
語
釈
文
法
)

。
寸
も
ど
か
す
」
は
、
「
待
ち
遠
く
て
、
心
を
い
ら
ノ
¥
さ
せ
る
。

は
が
ゆ
が
ら
せ
て
居
る
。
は
か
ど
ら
な
い
で
気
を
も
ま
せ
て
居
る
L

な
ど
の
意
。
別
に
非
難
す
る
な
ど
の
意
も
あ
る
。

(
『
全
註
解
』
・
語
釈
語
法
)
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さ
か
ら
っ
て
い
わ
せ
る
意
か
。
「
も
ど
か
す
」
(
四
段
)
の
形
は
疑
問
。

0
1も
ど
か
す
」
が
解
し
が
た
い
。
:
:
:
こ
の
よ
う
に
四
段
動
詞
「
も
ど
く
」
(
さ
か
ら
っ
て
非
難
す
る
・
悪
く
批
評
す
る
)

O
そ
ん
な
こ
と
あ
る
も
の
で
す
か
と
、

(
『
大
系
』
・
頭
注
)

の
使
役
の

形
と
み
る
と
解
け
そ
う
で
あ
る
が
、

四
段
動
詞
「
も
ど
く
」
の
未
然
形
に
使
役
の
助
動
詞
の
「
す
」
(
下
二
段
活
用
)
が
添
っ
た
も
の

と
す
れ
ば
、
上
の
「
ぞ
L

の
結
び
か
ら
考
え
て
「
も
ど
か
す
る
」
で
あ
る
べ
き
こ
と
に
な
る
。
従
っ
て
佐
伯
氏
の
よ
う
に
一
つ
の
動

詞
、
す
な
わ
ち
「
も
ど
か
す
」
と
い
う
(
他
に
中
古
中
世
の
用
例
が
知
ら
れ
て
い
な
い
)

四
段
活
用
動
調
の
存
在
を
推
定
せ
ね
ば
な

ら
な
い
点
に
疑
問
は
の
こ
る
よ
う
で
あ
る
。
仮
り
に
佐
伯
氏
に
従
っ
て
「
反
論
さ
せ
る
」
と
解
い
て
お
く
が
、
な
お
考
え
た
い
。

(
『
全
釈
』
・
注
)

O
「
も
ど
か
す
」
は
非
難
さ
せ
る
意
。
「
笑
ひ
て
」
と
の
つ
な
が
り
が
悪
い
。

(
『
対
照
』
・
脚
注
)

(
『
新
大
系
』
・
脚
注
)
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O
相
手
を
い
ら
だ
た
せ
る
、

む
き
に
さ
せ
る
、

の
意
か
。
「
ぞ
」
の
結
び
か
ら
寸
も
ど
か
す
る
」
と
あ
る
べ
き
か
。

な
ど
の
ほ
か
、
「
あ
ふ
り
立
て
る
し
(
『
評
釈
L

・
通
釈
)
、
「
じ
れ
っ
た
が
る
」
(
『
全
書
』
・
頭
注
)
、
「
促
す
」
(
『
新
講
L

・
通
解
)
、
「
わ
ざ
と

相
手
を
む
き
に
さ
せ
た
り
す
る
」
(
『
全
集
』
・
現
代
語
訳
)
、
「
逆
ら
っ
て
言
ひ
聞
か
せ
る
の
で
あ
る
」
(
『
注
釈
的
研
究
』
・
通
釈
)
、
「
そ
の

気
に
さ
せ
る
」
(
『
全
訳
注
』
・
現
代
語
訳
)
、
「
〔
そ
の
女
房
を
)
挑
発
す
る
」
(
『
集
成
』
・
傍
注
)

と
い
う
よ
う
に
、

ま
っ
た
く
一
定
し
て
い

な
い
。
文
献
上
の
用
例
が
ほ
か
に
見
あ
た
ら
な
い
こ
と
が
、
こ
の
こ
と
ば
の
語
義
を
特
定
す
る
う
え
で
の
最
大
の
障
害
に
な
っ
て
い
る
よ

う
だ
。と

こ
ろ
が
、
動
詞
「
も
ど
か
す
」
は
、
宮
崎
県
の
日
向
灘
沿
岸
平
野
部
か
ら
山
沿
い
に
か
け
て
の
地
域
一
帯
(
北
は
延
岡
市
か
ら
南
は
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『
ほ
ど
ほ
ど
の
懸
想
』
覚
書

日
南
市
あ
た
り
ま
で
)

で
は
方
言
と
し
て
今
も
な
お
確
実
に
生
き
つ
づ
け
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
原
田
章
之
進
編
『
宮
崎
県
方
言
辞
典
』

(
風
間
書
房
、
昭
五
四
)

の
「
も
ど
か
す
」
の
項
に
は
、

つ
ぎ
の
よ
う
な
記
載
が
あ
る
。

O
か
ら
か
う
。
じ
ら
す
。
子
供
を
あ
や
す
。
寸
あ
ん
た
人
が
い
い
き
、
み
ん
な
が
モ
ド
カ
ス
と
じ
ゃ
よ
」
西
臼
杵
郡
。
延
岡
市
。
日
向
市
。

東
臼
|
門
川
・
諸
塚
・
西
郷
・
東
郷
。
児
湯
川
南
・
木
城
。
西
都
市
。
宮
崎
市
。
宮
崎
市
権
。
南
那
|
北
郷
。
日
南
市
。
東
諸
県

郡
。
北
諸
|
高
城
。

筆
者
が
か
つ
て
宮
崎
大
学
に
在
職
し
て
い
た
こ
ろ
、
実
際
に
上
記
地
方
出
身
の
学
生
た
ち
か
ら
聞
い
た
話
に
よ
っ
て
も
、
動
詞
「
も
ど
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か
す
L

が
、
年
上
の
者
や
強
者
が
年
下
の
者
や
弱
者
(
主
と
し
て
子
供
や
動
物
)
を
か
ら
か
う
、
じ
ら
す
の
意
で
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と

は
確
か
な
事
実
の
よ
う
で
あ
る
。
こ
れ
を
『
ほ
ど
ほ
ど
の
懸
想
』
の
当
該
文
脈
に
あ
て
は
め
て
み
る
と
、
年
配
の
女
房
が
、
歌
を
贈
ら
れ

た
年
若
い
女
房
を
「
笑
っ
て
か
ら
か
う
L

意
に
理
解
で
き
て
、
す
っ
き
り
し
た
解
釈
が
成
り
立
つ
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
方
言
の
語
義
を

遡
ら
せ
て
適
用
す
る
際
に
は
慎
重
を
要
す
る
場
合
も
あ
ろ
う
が
、
こ
の
ケ

l
ス
に
つ
い
て
い
え
ば
、
宮
崎
方
言
を
古
語
の
残
存
と
み
て
充

当
さ
せ
る
こ
と
に
ま
ず
問
題
は
な
い
と
思
う
。

な
お
、
『
日
本
国
語
大
辞
典
』
も
、
方
言
の
動
詞
と
し
て
「
も
ど
か
す
」
の
項
目
を
設
け
、
「
子
ど
も
な
ど
を
か
ら
か
う
。
大
分
県
・
大

分
郡
・
宮
崎
県
・
鹿
児
島
県
・
宝
島
」
と
説
明
し
て
い
る
が
、
少
な
く
と
も
鹿
児
島
県
や
宮
崎
県
都
城
市
な
ど
で
は
、
「
も
ど
か
す
」
は
通

用
し
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。



四

童
を
召
し
て
、
あ
り
さ
ま
く
は
し
く
聞
は
せ
給
ふ
。
あ
り
の
ま
ま
に
、
心
細
げ
な
る
あ
り
さ
ま
を
語
ら
ひ
間
ゆ
れ
ば
、
あ
は
れ
、
故

宮
の
お
は
せ
ま
し
か
ば
、

よ
ろ
づ
思
ひ
あ
は
せ
ら
れ
給
ひ
て
、
「
世
の
常
に
L

な
ど
、

さ
る
べ
き
折
は
、

ま
う
で
つ
つ
見
し
に
も
、

と
り
ご
た
れ
給
ふ
。

(
P
1
0
7
L
7
1
P
1
0
8
L
5
)
 

小
舎
人
童
か
ら
故
式
部
卿
宮
邸
の
心
細
げ
な
様
子
を
聞
い
た
頭
中
将
が
、
世
の
無
常
を
思
い
し
ば
し
感
慨
に
耽
る
場
面
。
問
題
は
、
傍

線
部
本
文
の
処
理
の
し
か
た
に
あ
っ
て
、
こ
れ
ま
で
の
考
え
方
は
、
次
の
三
と
お
り
に
分
か
れ
て
い
る
。

A
H
「
あ
は
れ
、
故
宮
の
お
は
せ
ま
し
か
ば
。

ま
う
で
つ
つ
見
し
に
も
」
よ
ろ
づ
思
ひ
あ
は
せ
ら
れ
給
ひ
て
、

と
処
理

さ
る
べ
き
折
は
、

す
る
立
場
。
↓
『
全
訳
注
』
(
『
集
成
』
)

B
H
「
あ
は
れ
、
故
宮
の
お
は
せ
ま
し
か
ば
」
。

さ
る
べ
き
折
は
、

ま
う
で
つ
つ
見
し
に
も
、

よ
ろ
づ
思
ひ
あ
は
せ
ら
れ
給
ひ
て
、

と
処

理
す
る
立
場
。
↓
(
『
評
釈
』
『
全
書
』
)
『
新
註
』
上
田
守
新
釈
』
佐
伯
・
藤
森
『
新
釈
』
(
『
大
系
』
)
『
全
釈
』
『
全
集
』
『
注
釈
的
研

究
』
(
『
対
照
』
)
『
完
訳
』
『
新
大
系
』

C
リ
「
あ
は
れ
、
故
宮
の
お
は
せ
ま
し
か
ば
。
」
と
、

よ
ろ
づ
思
ひ
あ
は
せ
ら
れ
給
ひ
て
、

さ
る
べ
き
折
は
、

ま
う
で
つ
つ
見
し
に
も
、

と
処
理
す
る
立
場
。
↓
『
新
講
』
『
全
註
解
』
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守
ほ
ど
ほ
ど
の
懸
想
』
覚
書

A
は
、
「
ま
う
で
つ
つ
見
し
に
も
」
ま
で
を
中
将
の
思
惟
と
判
断
し
て
、

O
次
に
「
と
」
を
補
う
気
持
で
解
釈
す
る

(
『
全
訳
注
』
・
注
)

考
え
方
。

つ
い
で

B
は
、
「
あ
は
れ
、
故
宮
の
お
は
せ
ま
し
か
ば
L

に
つ
い
て
、

O
下
に
「
さ
心
細
げ
に
て
は
お
は
せ
ざ
ら
ま
し
し
な
ど
が
省
か
れ
て
い
る
。
訳
文
と
し
て
は
便
宜
上
仮
り
に
こ
れ
だ
け
を
頭
中
将
の
詞

と
し
て
か
ぎ
に
入
れ
て
下
に
「
と
し
を
補
っ
た
が
、
原
文
と
し
て
は
以
下
の
「
さ
る
べ
き
折
は
ま
う
で
つ
つ
見
し
に
も
よ
ろ
づ
思
ひ

合
は
せ
ら
れ
云
々
し
は
会
話
文
の
よ
う
で
、
や
が
て
そ
れ
が
そ
の
ま
ま
地
の
文
に
変
化
し
て
し
ま
っ
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

(
『
全
釈
』
・
注
)

と
解
く
考
え
方
。
そ
し
て

C
は
、
「
あ
は
れ
、
故
宮
の
お
は
せ
ま
し
か
ば
」
の
あ
と
に
、

O
諸
本
に
は
「
と
」
が
無
い
け
れ
ど
も
、
寸
:
:
:
ま
し
か
ハ
と
」
と
あ
る
も
の
が
、
伝
写
の
結
果
(
中
略
)
と
、

一
字
に
な
っ
て
し
ま
う

こ
と
も
、
珍
し
く
な
い
の
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
一
句
は
頭
中
将
の
独
り
言
の
よ
う
で
あ
る
。
又
、
文
章
の
上
か
ら
見
て
も
、
こ
こ

は
、
「
と
」
が
存
在
す
べ
き
所
で
あ
る
。

(
『
全
註
解
』
・
考
異
)
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と
し
て
、

実
際
に
「、

y」
L

を
補
う
考
え
方
で
あ
る
が
、

頭
中
将
の
思
惟
部
分
を
区
切
る
引
用
の
格
助
詞
「
と
」

を
欲
す
る
点

い
ず
れ
も
、

で
は
一
致
し
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

私
見
も
そ
の
点
は
同
じ
で
あ
り
、

以
上
三
説
の
う
ち
で
は

A
の
立
場
に
も
っ
と
も
近
い
の

だ
け
れ
ど
も
、

考
え
方
は
ま
た
別
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
「
ま
う
で
つ
つ
見
し
に
も
」
の
「
次
に

「
見
し
に
も
」
を
「
見
し
に
と
」

「
と
」
を
補
う
気
持
で
解
釈
す
る
」

の
で
は
な
く
、

の
誤
写
と
み
る
の
で
あ
る
。
「
と

(
止
)
」
と
「
も
(
毛
)
」
の
交
替
は
し
ば
し
ば
起
こ
る
現
象
な
の
で
、

。
「
あ
は
れ
、
故
宮
の
お
は
せ
ま
し
か
ば
。
さ
る
べ
き
折
は
、
ま
う
で
つ
つ
見
し
に
L
と
、

よ
ろ
づ
思
ひ
あ
は
せ
ら
れ
給
ひ
て

と
い
う
か
た
ち
は
じ
ゅ
う
ぶ
ん
に
想
定
可
能
だ
ろ
う
(
旧
稿
ヨ
ほ
ど
ほ
ど
の
懸
想
』
試
論
|
|
頭
中
将
は
後
悔
し
た
か
|
|
L
(
「
国
語
国

文
」
第
六
十
二
巻
第
七
号
、
平
五
・
七
〕
に
お
い
て
も
、
こ
の
よ
う
に
本
文
を
整
定
し
て
お
い
た
)
。
あ
と
は
そ
う
考
え
る
べ
き
根
拠
だ
が
、

こ
れ
は
ふ
た
つ
ほ
ど
あ
る
。
そ
の
ひ
と
つ
は
、
動
詞
寸
思
ひ
あ
は
す
」

の
語
義
の
問
題
。
こ
の
語
は
、
合
点
が
ゆ
く
、
思
い
あ
た
る
の
意

で
用
い
ら
れ
る
こ
と
の
方
が
断
然
多
い
の
だ
け
れ
ど
も
、
当
該
例
の
よ
う
に
、

心
中
で
あ
れ
こ
れ
と
考
え
あ
わ
せ
る
の
意
に
解
す
べ
き
場

合
は
、-

「
糾
あ
や
し
く
。
か
か
る
か
た
ち
あ
り
さ
ま
を
、
な
ど
て
身
を
い
と
は
し
く
思
ひ
は
じ
め
給
ひ
け
ん
。
刷
物
の
怪
も
さ
こ
そ
い
ふ
な
り

(
『
源
氏
物
語
』
手
習
巻
/
日
本
古
典
文
学
全
集
制
・

P
3
2
4
)

し
か
L
と
思
ひ
あ
は
す
る
に
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『
ほ
ど
ほ
ど
の
懸
想
』
覚
書

-
「
例
あ
り
あ
り
て
、

は
せ
給
ふ
に
ぞ
、
「
い
と
似
げ
な
う
あ
る
ま
じ
き
こ
と
か
な
L

と、

い
と
か
た
く
な
し
き
わ
ざ
か
な
。
刷
わ
が
年
の
ほ
ど
よ
り
も
大
人
し
き
宰
相
中
将
の
あ
り
さ
ま
を
」
な
ど
思
ひ
あ

ひ
と
り
笑
み
せ
ら
れ
給
ひ
け
り
。

(
『
狭
衣
物
語
』
巻
四
/
日
本
古
典
全
書
|
下
・

P
1
7
3
1
4
)

-
寸
ハ
別
こ
の
大
臣
の
日
本
の
人
に
馴
れ
、
母
宮
も
か
の
世
の
人
な
り
け
る
ゆ
ゑ
に
、
こ
の
后
の
御
あ
た
り
の
人
は
か
か
る
な
ん
め
り
。

制
一
の
大
臣
の
あ
り
さ
ま
、
人
々
の
も
の
い
ひ
し
な
ん
ど
は
、
見
も
知
ら
ず
、
ま
こ
と
に
あ
ら
ぬ
世
と
こ
そ
お
ぽ
え
し
か
」
と
思
ひ

(
『
浜
松
中
納
言
物
語
』
巻
一
/
日
本
古
典
文
学
大
系
・

P
1
9
1
)

あ
は
す
る
に

な
ど
の
よ
う
に
、

上
に
複
数
の
「
思
ひ
し
が
提
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。

そ
こ
で
、
私
案
の
ご
と
く
「
例
あ
は
れ
、
故
宮
の
お

144 

は
せ
ま
し
か
ば
。

ωさ
る
べ
き
折
は
、
ま
う
で
つ
つ
見
し
に
」
ま
で
を
中
将
の
思
惟
と
み
な
す
な
ら
ば
、
単
に
こ
の
条
件
を
充
足
す
る
の

み
な
ら
ず
、
末
尾
の
「
に
し
を
接
続
助
詞
と
解
く
こ
と
が
で
き
て
、
そ
の
結
果
、
は
じ
め
の
「
あ
は
れ
L

と
い
う
慨
嘆
と
響
き
あ
う
か
た

ち
で
、
こ
の
部
分
に
し
み
じ
み
と
し
た
余
韻
を
生
じ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、

も
う
ひ
と
つ
の
根
拠
は
、
す
で
に
引
用
し
た

二
例
か
ら
も
知
ら
れ
る
よ
う
に
、

「
思
ひ
あ
は
す
」

(
お
よ
び
「
お
ぽ
し
あ
は
す
し
)
が
心
中
思
惟
を
受
け
る
時
に
は
、

当
然
の
こ
と
な
が
ら

上
に
引
用
の
格
助
詞
「
と
」

(
や
副
助
詞
「
な
ど
」
)
を
要
求
す
る
点
で
あ
る
。

さ
ら
に
数
例
を
追
加
し
て
お
こ
う
。

-
「
か
く
い
と
素
直
に
し
も
あ
ら
ぬ
も
の
を
」
と
思
ひ
あ
は
せ
給
ふ
こ
と
も
、
あ
ら
じ
ゃ
は
と
な
む
思
ふ
。

(
『
源
氏
物
語
』
初
音
巻
/
日
本
古
典
文
学
全
集
ー

ω・
P
1
5
0
)

・
「
さ
ら
ば
、
ひ
が
心
に
て
わ
が
身
を
さ
し
も
あ
る
ま
じ
き
さ
ま
に
あ
く
が
ら
し
給
ふ
、
と
中
ご
ろ
思
ひ
た
だ
よ
は
れ
し
は
、

〉

t
〉

)
刀
ノ
¥
μ
u
H
，ヵ



な
き
夢
に
頼
み
を
か
け
て
、
心
高
く
も
の
し
給
ふ
な
り
け
り
L
と
、

か
つ
が
つ
思
ひ
あ
は
せ
給
ふ
。

(
同
若
菜
上
巻
/
同
凶
・

P
I
l
l
)

-
「
あ
や
し
、

い
か
に
見
つ
る
ぞ
。
ま
こ
と
に
例
な
ら
ぬ
こ
と
や
あ
ら
む
」
と
、
今
ぞ
思
ひ
あ
は
す
る
こ
と
も
あ
り
け
る
。

(
『
狭
衣
物
語
』
巻
二
/
日
本
古
典
全
書
|
上
・

P
2
5
8
)

-
「
さ
は
、
あ
さ
ま
し
く
、

む
く
つ
け
し
と
思
ひ
ま
ど
は
れ
し
は
、
こ
の
人
に
こ
そ
」
と
思
ひ
あ
は
す
れ
ば
、

い
み
じ
く
も
の
つ
つ
ま
し

げ
に
、
答
へ
も
せ
ず
。

(
『
夜
の
寝
覚
』
巻
一
/
日
本
古
典
文
学
大
系
・

P
7
9
)

と
こ
ろ
で
、

一
般
に
「
ま
う
で
つ
つ
見
し
に
も
L
と
校
訂
さ
れ
て
い
る
本
文
は
、
有
力
諸
伝
本
に
よ
れ
ば
プ
ま
う
て
〉
つ
〉
み
し
に
も
」

で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
保
科
恵
「
堤
中
納
言
の
解
釈
私
案
|
|
程
程
の
懸
想
の
「
ま
う
て
〉
つ
〉
み
し
に
も
し
|
|
L
(
寸
解
釈
L

第
四
十
巻
第
四
号
、
平
六
・
四
)

(
短
い
文
章
な
の
で
全
文
を
引
用
す
る
が
、

そ
の
際
、
寸
解
釈
」
第
四
十

は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る

巻
第
五
号
掲
載
の
同
誌
編
集
室
に
よ
る
「
訂
正
と
お
詫
び
」
欄
を
参
照
し
た
。
な
お
、
こ
の
論
稿
は
、
氏
の
著
書
『
堤
中
納
言
物
語
の
形

成
』
(
新
典
社
、
平
八
〕

に
も
寸
補
論
二
・
本
文
表
現
の
形
成
論
理
L
の
一
部
と
し
て
表
現
を
改
め
て
収
録
さ
れ
て
い
る
)
。

堤
中
納
言
の
程
程
の
懸
想
の
本
文
に
、
「
さ
る
へ
き
を
り
は
ま
う
て
〉
つ
〉
み
し
に
も
L
(
高
松
宮
蔵
本
に
よ
る
。
)
と
い
う
部
分
が

あ
る
。
土
岐
武
治
の
校
本
に
よ
れ
ば
、
諸
本
に
は
、
「
ま
う
て
つ
〉
み
し
に
も
L
と
す
る
も
の
も
あ
る
ら
し
い
。
そ
こ
で
、
諸
註
で
は
、

底
本
の
本
文
の
形
態
の
知
何
を
問
わ
ず
、
こ
こ
を
、
「
参
う
で
つ
つ
見
し
に
も
」
と
し
て
解
釈
す
る
。
そ
れ
が
、
通
行
の
理
解
で
あ
ろ

ぅ
。
調
査
の
範
囲
で
は
、
こ
の
こ
と
に
、
異
論
の
差
し
挟
ま
れ
る
こ
と
は
、
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
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だ
が
、
「
ま
う
て
〉
つ
〉
み
し
に
も
」
と
あ
る
写
本
に
お
い
て
も
、
誤
写
を
想
定
し
て
、
「
参
う
で
つ
つ
見
し
に
も
」
と
理
解
す
べ

き
か
否
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
検
討
の
余
地
が
あ
る
と
思
量
す
る
。
す
な
わ
ち
、
「
ま
う
て
〉
つ
〉
み
し
に
も
L

は
、
寸
参
う

で
て
包
み
し
に
も
」
と
理
解
し
え
な
い
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
「
参
う
で
L

は
、
中
将
の
行
動
で
あ
り
、
「
包
み
し
に
も
」
は
、

中
将
の
、
姫
君
へ
の
思
慕
の
秘
匿
を
意
味
す
る
。

つ
ま
り
、
接
続
助
詞
「
て
し
を
介
し
て
、
前
後
に
観
点
の
転
換
が
あ
る
。

堤
中
納
言
物
語
の
写
本
に
は
、
中
世
以
前
に
遡
り
う
る
も
の
が
な
い
。
だ
が
、

そ
の
こ
と
が
、
当
該
本
文
が
誤
写
で
あ
る
こ
と
を

証
明
す
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
し
、

ま
た
、
改
訂
し
た
本
文
が
正
統
な
本
文
で
あ
る
こ
と
を
保
障
す
る
こ
と
に
も
な
ら
な
い
。
本
文

を
改
訂
す
る
以
前
に
、
提
示
さ
れ
た
本
文
の
ま
ま
で
理
解
し
え
な
い
か
ど
う
か
を
徹
底
的
に
追
求
す
る
こ
と
が
、
肝
要
で
あ
ろ
う
。
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そ
の
一
つ
の
例
と
し
て
、
私
案
を
提
起
み
た
ま
で
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
「
参
う
で
て
包
む
」
と
い
う
何
と
も
奇
妙
な
表
現
を
想
定
す
る
時
点
で
、
す
で
に
つ
い
て
ゆ
け
な
い
見
解
で
あ
る
。
が
、
万
一

そ
の
よ
う
な
不
思
議
な
い
い
ま
わ
し
が
あ
り
え
た
と
し
て
も
、

で
は
、
中
将
が
「
さ
る
べ
き
折
」
に
八
条
の
宮
に
参
上
し
て
姫
君
へ
の
思

慕
を
秘
匿
し
た
と
は
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
状
況
を
指
す
の
か
、

ま
た
、

そ
う
し
た
事
情
が
、
前
後
の
文
脈
と
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
に
整

合
す
る
こ
と
に
な
る
の
か
、

と
い
っ
た
疑
問
を
ど
う
し
て
も
禁
じ
え
な
い
わ
け
だ
。

さ
ら
に
い
え
ば
、
同
論
の
最
大
の
問
題
は
、
自
説
を

一
方
的
に
い
い
放
っ
た
だ
け
で
、

そ
れ
が
寸
理
解
し
え
な
い
わ
け
で
は
な
い
」
こ
と
を
積
極
的
に
論
証
し
よ
う
と
す
る
姿
勢
が
み
ら
れ
な

い
点
に
あ
る
。
「
提
示
さ
れ
た
本
文
の
ま
ま
で
理
解
し
え
な
い
か
ど
う
か
を
徹
底
的
に
追
求
す
る
こ
と
が
、
肝
要
で
あ
」
り
、
こ
れ
が
「
そ

の
一
つ
の
例
」
だ
と
い
う
以
上
、
自
説
の
妥
当
性
に
つ
い
て
も
「
徹
底
的
し
な
検
証
を
怠
っ
て
は
な
ら
な
い
は
ず
だ
。
「
ま
う
て
〉
L

の
「
〉
」

に
関
し
て
い
う
な
ら
ば
、
諸
注
の
処
置
ど
お
り
街
字
と
み
て
こ
れ
を
削
除
す
る
の
が
常
識
的
な
判
断
だ
ろ
う
。



五

わ
が
御
う
へ
も
は
か
な
く
思
ひ
つ
づ
け
ら
れ
給
ふ
。
い
と
ど
世
も
あ
ぢ
き
な
く
お
ぽ
え
給
へ
ど
、
ま
た
、
「
い
か
な
る
心
の
乱
れ
に
か

あ
ら
む
L

と
の
み
、

つ
ね
に
も
よ
ほ
し
給
ひ
つ
つ
、
歌
な
ど
詠
み
て
聞
は
せ
給
ふ
べ
し
。

(
P
1
0
8
L
5
1
P
1
0
9
L
1
)
 

前
節
の
本
文
か
ら
連
続
す
る
文
章
。
考
察
の
主
眼
は
傍
線
部
の
「
も
よ
ほ
し
」
に
あ
る
の
だ
が
、
こ
の
語
の
再
解
釈
を
突
破
口
と
し
て
、

寸
つ
ね
に
」
以
下
の
本
文
に
関
す
る
従
来
の
読
解
に
全
面
的
な
修
正
を
迫
っ
て
お
き
た
い
と
思
う
。

そ
れ
に
よ
っ
て
、
こ
の
作
品
の
骨
組
み

O
ま
た
一
方
で
は
、
「
ど
う
し
た
心
の
乱
れ
で
あ
ろ
う
か
。
L

と
ば
か
り
、
何
時
も
恋
心
が
き
ざ
さ
れ
て
、
歌
な
ど
詠
ん
で
姫
君
を
訪
わ
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と
な
る
三
層
構
造
の
あ
り
さ
ま
が
よ
り
あ
ざ
や
か
に
浮
か
び
あ
が
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
ま
ず
は
、
「
従
来
の
読
解
」
か
ら
。

れ
る
に
ち
が
い
な
い
。

(
上
回
『
新
釈
』
・
通
解
)

O
ま
た
寸
ど
う
し
た
心
の
乱
れ
で
あ
ろ
う
か
。
L

と
ば
か
り
、

い
つ
も
恋
心
を
お
起
し
に
な
り
な
り
し
て
、
歌
な
ど
を
よ
ん
で
消
息
を
な

(
佐
伯
・
藤
森
『
新
釈
』
・
通
釈
)

O
ま
た
一
方
ど
う
い
う
心
の
乱
れ
で
あ
ろ
う
か
と
い
う
気
持
に
ば
か
り
い
つ
も
さ
そ
わ
れ
て
は
、
姫
君
の
も
と
に
歌
な
ど
詠
ん
で
お
た

さ
る
に
違
い
な
い
。

ず
ね
に
な
る
ら
し
い
。

(
『
大
系
』
・
頭
注
)

O
文
一
方
、
「
(
こ
う
し
て
姫
君
を
恋
す
る
の
は
)
一
体
ど
う
い
う
心
の
乱
れ
に
よ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
L

と
ば
か
り
、

い
つ
も
物
思
い
の
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気
持
を
お
さ
そ
い
出
し
に
な
り
お
さ
そ
い
出
し
に
な
り
し
て
は
、

き
っ
と
歌
な
ど
詠
ん
で
姫
君
に
御
消
息
あ
そ
ば
す
の
で
あ
ろ
う
。

(
『
全
釈
』
・
訳
)

O
ま
た
(
一
方
)
、
ど
う
い
う
心
の
乱
れ
か
ら
で
あ
ろ
う
か
と
(
言
わ
ん
)
ば
か
り
に
、

い
つ
も
(
姫
君
へ
の
)
想
い
が
頭
を
も
た
げ
て

(
『
対
照
』
・
現
代
語
訳
)

は
も
た
げ
、
歌
な
ど
詠
ん
で
き
っ
と
ご
消
息
な
さ
る
の
で
あ
ろ
う
。

O
ま
た
、
「
ど
う
い
う
心
の
乱
れ
の
な
す
わ
ざ
か
L

と
い
ぶ
か
し
い
ほ
ど
、

い
つ
も
恋
の
思
い
が
こ
み
あ
げ
て
き
て
、
姫
君
に
歌
を
詠
ん

で
消
息
な
さ
る
よ
う
で
あ
る
。

(
『
全
訳
注
』
・
現
代
語
訳
)

通
説
は
こ
の
と
お
り
、
動
詞
寸
も
よ
ほ
す
」
を
恋
心
が
き
ざ
す
、
恋
情
が
こ
み
あ
げ
る
の
意
に
解
釈
す
る
。
「
後
悔
は
し
な
が
ら
も
」
(
『
評

釈
』
・
通
釈
)
、
「
思
ひ
起
し
な
さ
れ
た
が
」
(
『
全
註
解
』
・
口
訳
)
、
「
我
れ
と
我
が
心
に
問
ひ
た
y
さ
れ
な
が
ら
し
(
『
注
釈
的
研
究
』
・
通
釈
)

等
の
異
見
も
あ
る
が
、
こ
れ
ら
と
て
「
も
よ
ほ
す
」
を
頭
中
将
の
心
の
動
き
に
関
わ
る
語
と
捉
え
る
点
で
は
、
通
説
と
次
元
を
同
じ
く
す

る
も
の
だ
。
筆
者
も
ま
た
、
前
掲
の
旧
稿
に
お
い
て
は
、
「
彼
は
故
式
部
卿
富
の
姫
君
へ
の
恋
心
を
押
さ
え
る
こ
と
が
で
き
ず
、
彼
女
の
こ

と
が
念
頭
か
ら
離
れ
な
い
」
な
ど
と
、
大
樹
の
蔭
に
寄
っ
て
い
た
し
だ
い
で
あ
る
。

し
か
し
、
本
文
が
「
も
よ
ほ
さ
れ
」
で
は
な
く
「
も
よ
ほ
し
」

の
か
た
ち
で
あ
る
こ
と
を
考
慮
す
れ
ば
、
こ
う
し
た
理
解
は
明
ら
か
な

ま
ち
が
い
で
あ
っ
た
。
結
論
か
ら
い
え
ば
、
こ
の
「
も
よ
ほ
す
L

は、

-
「
船
と
く
漕
げ
。
日
の
よ
き
に
」
と
も
よ
ほ
せ
ば
、
揖
取
り
、
船
子
ど
も
に
い
は
く
、
「
御
船
よ
り
、

お
ふ
せ
給
ぶ
な
り
。
朝
北
の
出

で
来
ぬ
先
に
、
綱
手
は
や
引
け
」
と
い
ふ
。

(
『
土
佐
日
記
』
/
新
日
本
古
典
文
学
大
系
・

P
2
5
)
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-
な
ほ
あ
な
た
に
渡
り
て
、

た
だ
一
声
も
も
よ
ほ
し
聞
え
よ
。
む
な
し
く
て
帰
ら
む
が
、

ね
た
か
る
べ
き
を
。

(
『
源
氏
物
語
』
末
摘
花
巻
/
日
本
古
典
文
学
全
集
ー

ω・
P
3
4
2
)

-
対
面
に
聞
ゆ
べ
き
こ
と
ど
も
侍
り
。

か
な
ら
ず
み
づ
か
ら
と
ぶ
ら
ひ
も
の
し
給
ふ
べ
き
よ
し
、
も
よ
ほ
し
申
し
給
へ
。

(
同
若
菜
上
巻
/
同
凶
・

P
1
7
)

-
人
々
い
た
く
声
、
つ
く
り
も
よ
ほ
し
聞
ゆ
れ
ば
、
京
に
お
は
し
ま
さ
む
ほ
ど
、

と
い
と
心
あ
わ
た
た
し
げ

は
し
た
な
か
ら
ぬ
ほ
ど
に
、

に
て
、
心
よ
り
ほ
か
な
ら
む
夜
離
れ
を
か
へ
す
が
へ
す
の
た
ま
ふ
。

(
同
総
角
巻
/
同

!ω
・
P
2
7
4
)

な
ど
の
例
と
同
様
、
誰
か
を
せ
き
た
て
る
、
何
か
を
催
促
す
る
と
い
っ
た
、
ご
く
素
直
な
意
味
に
受
け
と
め
る
べ
き
で
あ
っ
た
の
だ
。
す

な
わ
ち
、
頭
中
将
は
、
こ
の
こ
ろ
す
で
に
宮
家
の
女
房
と
「
あ
ふ
」
段
階
に
達
し
て
い
た
は
ず
の
例
の
若
い
男
を
「
も
よ
ほ
し
」
た
の
で

あ
る
。
そ
れ
は
同
時
に
、
彼
自
身
が
宮
邸
を
訪
れ
た
と
す
る
読
み
方
に
ま
っ
た
く
成
り
立
つ
可
能
性
の
な
い
こ
と
を
も
意
味
し
て
い
て
、

こ
の
作
品
を
理
解
す
る
う
え
で
き
わ
め
て
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
と
な
る
は
ず
だ
。
念
の
た
め
「
ま
た
」
以
下
の
本
文
に
対
す
る
試
訳
を
示
せ

ば
、
お
よ
そ
次
の
よ
う
に
な
ろ
う
か
。

。
そ
の
一
方
で
、
「
い
っ
た
い
ど
う
し
た
惑
乱
で
あ
ろ
う
か
」
と
思
わ
れ
る
ほ
ど
に
、

し
ょ
っ
ち
ゅ
う
(
若
い
男
を
)
せ
き
た
て
な
さ
っ

て
は
、

(
求
愛
の
)
歌
な
ど
を
詠
ん
で

(
手
紙
を
託
し
て

(
八
条
の
宮
を
)
訪
ね
さ
せ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
の
だ
ろ
う
。

ま
ず
は
、
頭
中
将
の
家
人
で
あ
る
若
い
男
が
小
舎
人
童
の
「
し
る
べ
」

(
P
1
0
4
L
6
)
を
利
用
し
て
宮
家
の
女
房
に
接
近
し
た
。
す
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る
と
今
度
は
、
中
将
が
若
い
男
の
恋
人
を
「
も
の
の
た
よ
り
L
(
P
1
0
7
L
6
)
に
し
て
、
何
と
か
姫
君
を
口
説
き
落
と
そ
う
と
い
う
わ

け
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
読
ん
で
み
て
こ
そ
、
『
ほ
ど
ほ
ど
の
懸
想
』
の
基
本
に
あ
る
同
心
円
状
と
も
、

ピ
ラ
ミ
ッ
ト
状
と
も
、
あ
る
い
は

チ
ェ
ー
ン
状
と
も
形
容
す
べ
き
重
層
構
造
の
様
相
が
、
鮮
明
に
見
て
と
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

な
お
、
「
聞
は
せ
給
ふ
」
と
い
う
表
現
は
作
中
に
二
度
現
わ
れ
る
が
、

い
く
ら
「
主
人
公
し
と
は
い
え
、
こ
の
物
語
の
成
立
年
代
を
考
慮

す
れ
ば
、
頭
中
将
ク
ラ
ス
の
人
物
に
地
の
文
に
お
け
る
二
重
敬
語
が
、
し
か
も
こ
の
二
箇
所
に
か
ぎ
っ
て
用
い
ら
れ
た
と
は
考
え
に
く
い
。

そ
の
点
か
ら
い
っ
て
も
、
ぜ
な
ど
詠
み
て
聞
は
せ
給
ふ
べ
し
」
の
「
せ
」
は
使
役
と
解
す
る
の
が
よ
く
、

そ
う
な
れ
ば
、
残
る
「
童
を
召

し
て
、
あ
り
さ
ま
く
は
し
く
聞
は
せ
給
ふ
」
(
前
節
参
照
)

の
「
せ
」
も
、
自
動
的
に
使
役
の
用
法
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
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....... 
J、

さ
て
、
物
語
の
最
後
の
一
文
「
い
か
で
い
ひ
っ
き
し
な
と
お
ほ
し
げ
る
と
か
や
」

(
P
1
0
9
L
1
1
2
)
を
、
①
「
「
い
か
で
い
ひ
つ

き
し
が
な
」
と
お
ぼ
し
け
る
と
か
や
」
、

ま
た
は
②
「
「
い
か
で
い
ひ
っ
き
て
L

な
ど
お
ぽ
し
け
る
と
か
や
」
と
改
訂
す
べ
き
で
あ
る
こ
と

は
、
旧
稿
で
説
い
た
と
お
り
で
あ
り
、

そ
の
考
え
は
今
も
変
わ
っ
て
い
な
い
。
た
だ
し
、
現
在
で
は
「
て

(天
)
L

か
ら
「
し

(之)」

J¥ 

の
本
文
転
説
を
想
定
す
る
②
の
案
を
採
る
の
が
よ
い
と
判
断
し
て
い
る
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
「
し
」
と
「
て
」
と
が
交
替
し
た
例
を
三
代

集
の
中
か
ら
採
取
し
て
、
実
際
に
い
く
つ
か
紹
介
し
て
お
こ
う
と
思
う
。

制
も
み
、
ぢ
葉
の
散
り
て
つ
も
れ
る
わ
が
宿
に
誰
を
ま
つ
虫
こ
こ
ら
鳴
く
ら
む

(
『
古
今
集
』
秋
下
1
2
0
3
)



制
わ
が
背
子
を
み
や
こ
に
や
り
て
塩
釜
の
ま
が
き
の
島
の
ま
つ
ぞ
恋
し
き

ω何
に
菊
色
染
め
か
へ
し
に
ほ
ふ
ら
む
花
も
て
は
や
す
君
も
来
な
く
に

仙

w
来
む
と
い
ひ
し
月
日
を
過
ぐ
す
摸
捨
の
山
の
端
つ
ら
き
も
の
に
ぞ
あ
り
け
る

(
同
東
歌
1
1
0
8
9
)

(
『
後
撰
集
』
秋
下
1
4
0
0
)

(
同
恋
一

5
4
2
)

制
跡
も
な
き
葛
城
山
を
ふ
み
見
れ
ば
わ
が
渡
し
来
し
か
た
は
し
か
も
し

(
『
拾
遺
集
』
雑
賀

1
1
9
9
)

制
は
、
諸
本
に
「
散
り
て
」
と
あ
る
と
こ
ろ
、
崇
徳
天
皇
御
本
系
の
藤
原
雅
経
筆
西
脇
家
本
が
「
散
り
し
」
に
作
る
ほ
か
、
藤
原
清
輔

本
系
の
保
元
二
年
本
(
前
日
本
・
穂
久
遁
文
庫
本
)
で
は
「
て
」
の
横
に
寸
し
ィ
L

の
朱
書
が
見
ら
れ
る
。
制
は
、
諸
本
「
や
り
て
」
に

対
し
て
、
藤
原
清
輔
本
系
の
片
仮
名
本
(
寛
親
本
)
が
寸
ヤ
リ
シ
L

の
本
文
を
も
っ
て
い
る
(
以
上
、
久
曾
神
昇
『
古
今
和
歌
集
成
立
論
』

よ〉フ。
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全
三
冊
〔
風
間
書
房
、
昭
三
五
〕
に
よ
る
)
。
こ
れ
ら
ふ
た
つ
の
例
は
、
「
て
」
と
あ
る
べ
き
箇
所
が
「
し
」
に
誤
ら
れ
た
ケ
1
ス
と
い
え

つ
づ
く

ωは
、
諸
本
に
「
染
め
か
へ
し
」
と
あ
る
と
こ
ろ
、
二
荒
山
本
お
よ
び
『
後
撰
和
歌
集
増
抄
』
が
寸
染
め
か
へ
て
L

の
本

文。

ωは
、
通
行
の
本
文
が
寸
い
ひ
し
」
で
あ
る
の
に
対
し
、
別
本
系
統
の
宮
内
庁
書
陵
部
蔵
伝
堀
河
具
世
筆
本
や
定
家
本
系
統
の
野
坂

家
蔵
嘉
憲
筆
本
・
高
松
宮
家
蔵
寄
合
書
本
・
宮
内
庁
書
陵
部
蔵
家
仁
親
王
自
筆
奥
書
本
等
に
お
い
て
は
「
い
ひ
て
」
と
な
っ
て
い
る

以

上
、
小
松
茂
美
『
後
撰
和
歌
集
・
校
本
と
研
究
』
校
本
編
〔
誠
信
書
房
、
昭
三
六
)
に
よ
る
)
。
そ
し
て
例
は
、
諸
本
に
「
も
し
」
と
あ
る

と
こ
ろ
、
異
本
第
一
系
統
の
宮
内
庁
書
陵
部
蔵
伝
堀
河
具
世
筆
本
で
は
ー
も
て
」
に
作
る
(
片
桐
洋
一
『
拾
遺
和
歌
集
の
研
究
』
〔
大
学
堂

書
庖
、
昭
四
五
〕
に
よ
る
)
。
的

i
的
の
三
例
は
、
判
例
の
場
合
と
は
逆
に
、
「
し
」
が
「
て
」
に
誤
ら
れ
た
と
判
断
さ
れ
る
ケ

I
ス
で
あ

る
華
や
い
だ
葵
祭
の
シ

1
ン
に
は
じ
ま
る
『
ほ
ど
ほ
ど
の
懸
想
』

の
基
調
は
、

ど
こ
ま
で
も
軽
や
か
で
明
る
く
、
零
落
し
た
故
式
部
卿
宮

北
大
文
学
部
紀
要



『
ほ
ど
ほ
ど
の
懸
相
P
覚
書

邸
の
人
々
で
さ
え
も
が
そ
う
し
た
光
彩
の
中
に
包
み
こ
ま
れ
て
い
た
の
だ
。
頭
中
将
に
仕
え
る
若
い
家
人
か
ら
届
い
た
恋
文
の
扱
い
を
め

ぐ
り
、
年
増
の
女
房
が
す
ぐ
に
返
事
を
す
る
の
が
モ
ダ
ン
だ
と
若
い
同
僚
を
笑
っ
て
か
ら
か
い
、

か
ら
か
わ
れ
た
当
の
本
人
も
ま
た
ハ
イ

カ
ラ
な
才
女
と
お
ぼ
し
く
心
憎
い
返
歌
を
即
座
に
詠
ん
で
答
え
る
、
と
い
う
あ
の
場
面
が
そ
れ
を
象
徴
し
て
い
よ
う
。
し
か
る
に
従
来
は
、

作
品
末
尾
の
一
文
を
「
「
い
か
で
い
ひ
っ
き
し
」
な
ど
、
お
ぽ
し
け
る
と
か
や
」
と
あ
り
の
ま
ま
に
整
定
し
、
そ
こ
に
式
部
卿
宮
の
姫
君
と

の
交
際
を
後
悔
な
い
し
反
省
す
る
頭
中
将
の
虚
ろ
な
心
情
を
読
み
と
り
つ
づ
け
て
き
た
わ
け
で
あ
る
。
が
、

そ
れ
が
と
ん
で
も
な
い
誤
読

で
あ
る
こ
と
は
、
旧
稿
で
指
摘
し
た
い
く
つ
か
の
根
拠
に
加
え
て
、
本
稿
第
五
節
で
述
べ
た
ー
も
よ
ほ
す
L

の
解
釈
に
照
ら
し
て
み
て
も

明
ら
か
だ
ろ
う
。
『
ほ
ど
ほ
ど
の
懸
想
』

の
軽
や
か
で
明
る
い
基
調
は
最
後
の
最
後
ま
で
保
た
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
寸
何
と
か
し
て
返

事
を
も
ら
っ
て
:
:
:
」
と
ま
だ
見
ぬ
ひ
と
に
胸
を
と
き
め
か
せ
る
頭
中
将
の
姿
を
描
い
た
と
こ
ろ
で
、
話
の
扉
は
ほ
ほ
え
ま
し
く
閉
じ
ら

れ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
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