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キ
ー
ワ
ー
ド
：
太
宰
治

右
大
臣
実
朝

検
閲

噂

戦
争

そ
の
男
は
滔
々
と
一
人
で
語
り
続
け
る
。
一
人
で
？

い
や
、
む
ろ
ん

聞
き
手
は
い
る
。「
お
た
づ
ね
の
鎌
倉
右
大
臣
さ
ま
に
就
い
て
、
そ
れ
で

は
私
の
見
た
と
こ
ろ
聞
い
た
と
こ
ろ
、
つ
と
め
て
虚
飾
を
避
け
て
あ
り
の

ま
ま
、
あ
な
た
に
お
知
ら
せ
申
し
上
げ
ま
す
」
と
言
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
。

だ
が
、
聞
き
手
の
反
応
は
何
も
示
さ
れ
な
い
。
相
槌
を
打
っ
て
い
る
の
か

ど
う
か
さ
え
定
か
で
は
な
い
。
聞
き
手
は
最
後
ま
で
こ
の
男
の
話
を
聞
い

て
い
る
の
か
ど
う
か
、
と
い
う
疑
い
さ
え
も
が
そ
の
う
ち
私
た
ち
の
胸
に

は
兆
し
て
く
る
だ
ろ
う
。
だ
い
た
い
、
聞
き
手
は
な
ぜ
こ
の
男
の
話
を
聞

こ
う
と
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
男
の
語
り
は
一
息
に
な
さ
れ
た
も
の
な

の
か
、
そ
れ
と
も
何
度
か
の
イ
ン
タ
ー
バ
ル
を
挟
ん
で
な
さ
れ
た
も
の
な

の
か
。
そ
れ
ら
の
情
報
は
何
も
示
さ
れ
な
い
。
た
だ
、
こ
の
男
の
語
り
だ

け
が
示
さ
れ
る
。
い
や
、
む
ろ
ん
そ
う
い
う
言
い
方
は
正
確
で
は
な
い
。

こ
の
男
の
語
り
の
合
間
に
は
「
吾
妻
鏡
」
の
本
文
が
差
し
挟
ま
れ
て
い
る

の
だ
か
ら
。
だ
が
、
だ
か
ら
と
言
っ
て
事
態
が
そ
れ
ほ
ど
変
わ
る
わ
け
で

も
な
い
。
こ
の
男
が
な
ぜ
語
っ
て
い
る
の
か
、
ど
の
よ
う
な
状
況
で
語
っ

て
い
る
の
か
、
そ
れ
ら
は
依
然
と
し
て
わ
か
ら
な
い
ま
ま
な
の
だ
。

太
宰
治
『
右
大
臣
実
朝
』（
一
九
四
三
、
錦
城
出
版
社
）
は
実
に
異
様
な

作
品
で
あ
る
。「
私
」
は
、
誰
か
の
訪
問
を
受
け
て
語
り
だ
す
。
か
つ
て
、

実
朝
の
近
習
で
あ
っ
た
過
去
を
。
語
り
の
現
在
か
ら
約
三
〇
年
前
に
一
二

歳
だ
っ
た
「
私
」
が
実
朝
の
近
習
と
な
っ
た
時
点
か
ら
、
実
朝
が
公
暁
に

暗
殺
さ
れ
る
ま
で
の
一
一
年
間
を
。
聞
き
手
が
ど
の
よ
う
な
目
的
で
「
私
」

の
語
り
を
聞
き
出
そ
う
と
し
て
い
る
の
か
定
か
で
は
な
い
以
上
、「
私
」
の

語
り
の
意
図
も
不
明
な
ま
ま
だ
。
た
だ
あ
る
の
は
、「
私
」
の
語
り
の
断
片

と
、「
吾
妻
鏡
」
な
ど
古
文
書
の
断
片
だ
け
な
の
だ
。
そ
れ
ら
は
明
確
な
位

置
づ
け
が
な
さ
れ
な
い
ま
ま
、
た
だ
浮
遊
し
て
い
る
か
に
見
え
る
。
明
確

に
意
味
づ
け
ら
れ
る
こ
と
を
拒
否
し
て
い
る
か
に
見
え
る
断
片
た
ち
を
前

に
し
て
、
私
た
ち
に
い
っ
た
い
何
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
？

そ
う
し
た
戸
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惑
い
を
起
さ
せ
る
よ
う
な
も
の
を
、
こ
こ
で
は
さ
し
あ
た
り
異
様
さ
と
呼

ん
で
お
こ
う
。
だ
が
、
先
行
研
究
に
お
い
て
は
そ
う
し
た
異
様
さ
は
そ
れ

ほ
ど
深
刻
に
受
け
止
め
ら
れ
て
は
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。

た
と
え
ば
、
吉
本
隆
明
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

太
宰
の
『
右
大
臣
実
朝
』
は
、
ひ
と
く
ち
に
い
え
ば
太
宰
の
中
期
に

お
け
る
理
想
の
人
物
像
を
実
朝
に
託
し
た
も
の
と
い
っ
て
い
い
。

「
駆
け
込
み
訴
え
」
に
は
っ
き
り
と
描
か
れ
て
い
る
よ
う
に
、
太
宰

の
中
期
の
理
想
像
は
キ
リ
ス
ト
・
イ
エ
ス
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
実
朝

に
は
キ
リ
ス
ト
・
イ
エ
ス
に
あ
た
え
た
人
物
像
を
ほ
と
ん
ど
そ
の
ま

ま
再
現
し
た
と
い
っ
て
よ
か
っ
た
。〔
…
〕
も
ち
ろ
ん
太
宰
治
の
実
朝

像
は
「
吾
妻
鏡
」
か
ら
う
か
が
え
る
実
朝
像
を
極
度
に
拡
大
し
て
み

せ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
だ
か
ら
実
朝
と
北
条
氏
時
政
あ
る
い
は
義
時

と
は
じ
っ
さ
い
は
反
目
な
ど
は
な
く
、
よ
く
心
得
え
了
解
し
あ
っ
た

も
の
ど
う
し
の
主
従
で
あ
っ
た
、
と
い
う
と
こ
ろ
ま
で
解
釈
を
拡
げ

て
み
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
陰
険
な
策
謀
の
で
き
る
北
条
氏

に
た
い
し
て
、
い
さ
さ
か
で
も
冷
た
い
暗
黙
の
反
感
を
し
め
す
実
朝

を
描
く
と
す
れ
ば
、
お
そ
ら
く
実
朝
の
実
像
に
は
ち
か
く
な
っ
た
か

も
し
れ
な
い
が
、
太
宰
治
の
理
想
の
人
間
像
に
は
か
な
わ
な
か
っ
た

の
で
あ
る
。
心
得
て
だ
ま
さ
れ
な
が
ら
悠
然
と
し
て
い
ら
れ
る
人
物
、

裏
切
ら
れ
て
も
悄
げ
か
え
ら
な
い
で
、
平
気
で
滅
亡
で
き
る
人
物
が
、

太
宰
の
ひ
そ
か
に
願
い
つ
づ
け
た
自
我
像
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。

（
１
）

つ
ま
り
、「
私
」
が
語
る
実
朝
像
を
そ
の
ま
ま
太
宰
に
と
っ
て
の
実
朝
像

と
同
一
視
し
、
そ
れ
を
太
宰
の
「
理
想
像
」、「
ひ
そ
か
に
願
い
つ
づ
け
た

自
我
像
」
に
結
び
つ
け
る
と
い
う
、
き
わ
め
て
ナ
イ
ー
ブ
な
受
け
止
め
ら

れ
方
が
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
さ
す
が
に
そ
の
後
は
語
り
の
あ
り
方
、

つ
ま
り
「
こ
の
よ
う
に
し
て
浮
か
び
上
が
る
実
朝
像
が
、
じ
つ
は
こ
れ
を

熱
愛
す
る
一
人
称
の
語
り
手
の
視
野
の
中
に
の
み
存
在
し
て
お
り
、
し
た

が
っ
て
ま
た
、
こ
れ
を
自
由
に
相
対
化
し
う
る
と
い
う
仕
掛
け
」
に
も
注

（
２
）

目
が
集
ま
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
そ
れ
ら
に
お
い
て
も
「
私
」
の
語
り
の

〈
意
図
〉は
明
白
な
も
の
だ
と
さ
れ
て
い
る
よ
う
だ
。
要
す
る
に
、「
私
」が

「
実
朝
を
全
面
的
に
信
頼
し
、
理
想
化
し
、
一
種
の
超
越
者
と
し
て
語
ろ

う
と
」
し
て
い
る
こ
と
自
体
は
疑
わ
れ
て
い
な
い
。
だ
が
、
本
当
に
そ
う

（
３
）

な
の
だ
ろ
う
か
？

本
稿
は
、『
右
大
臣
実
朝
』
の
語
り
の
あ
り
方
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
そ

れ
は
従
来
思
わ
れ
て
い
る
以
上
に
複
雑
な
も
の
な
の
で
あ
り
、
そ
し
て
作

品
が
置
か
れ
て
い
た
同
時
代
の
言
説
の
あ
り
方
と
も

同
時
代
言
説

そ
れ
自
体
と
で
は
な
く

呼
応
し
て
い
る
こ
と
だ
ろ
う
。
そ
の
よ
う

な
検
討
を
経
る
こ
と
に
よ
っ
て
初
め
て
、
こ
の
作
品
が
同
時
代
に
お
い
て

持
っ
て
い
た
〈
意
味
〉
も
ま
た
ほ
の
見
え
て
く
る
よ
う
に
な
る
に
違
い
な
い
。

一
、
表
層
／
深
層

作
品
の
冒
頭
と
言
っ
て
も
差
支
え
な
さ
そ
う
な
箇
所
で
、「
私
」
は
実
朝

を
め
ぐ
る
言
説
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
な
感
想
を
述
べ
て
い
る
。
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人
に
よ
つ
て
、
さ
ま
ざ
ま
の
見
方
も
あ
る
で
せ
う
が
、
私
に
は
、
た

だ
な
つ
か
し
い
お
人
で
ご
ざ
い
ま
す
。
暗
い
陰
鬱
な
御
性
格
で
あ
つ

た
と
言
ふ
ひ
と
も
あ
る
で
せ
う
し
、
ま
た
、
底
に
や
つ
ぱ
り
源
家
の

強
い
気
象
を
持
つ
て
居
ら
れ
た
と
言
ふ
ひ
と
も
ご
ざ
い
ま
せ
う
。
文

弱
と
言
つ
て
な
げ
い
て
ゐ
た
ひ
と
も
あ
つ
た
や
う
で
ご
ざ
い
ま
す
し
、

な
ん
と
優
雅
な
、
と
言
つ
て
口
を
極
め
て
ほ
め
た
た
へ
て
ゐ
た
ひ
と

も
ご
ざ
い
ま
し
た
。
け
れ
ど
も
私
に
は
、
そ
ん
な
批
評
が
ま
し
い
こ

と
一
切
が
、
い
と
は
し
く
無
礼
な
も
の
の
や
う
に
思
は
れ
て
な
り
ま

せ
ぬ
。

「
私
」
は
実
朝
に
対
す
る
一
切
の
「
批
評
」
を

そ
の
評
価
の
高
低

に
関
わ
ら
ず
「
批
評
」
す
る
こ
と
自
体
を

「
い
と
は
し
く
無
礼
」
だ

と
す
る
の
だ
。「
私
」
に
と
っ
て
は
実
朝
を
た
だ
「
あ
り
の
ま
ま
」
に
感
受

す
る
こ
と
こ
そ
が
望
ま
し
い
の
で
あ
っ
て
、
そ
う
す
れ
ば
自
ず
と
実
朝
の

素
晴
ら
し
さ
は
感
得
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
ど
う
や
ら
「
私
」
が
主
張
し
て

い
る
の
は
、
そ
の
よ
う
な
帰
依
の
姿
勢
と
で
も
言
う
べ
き
も
の
で
あ
る
よ

う
な
の
で
あ
る
。

そ
し
て
上
記
の
よ
う
な
「
私
」
の
見
解
は
、
実
朝
の
和
歌
に
対
し
て
最

も
厳
格
に
適
用
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、「
私
」
は
「
将
軍
家
の
お
歌
は
、
ど

れ
も
皆
さ
う
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
隠
れ
た
意
味
だ
の
、
あ
て
附
け
だ
の
、

そ
ん
な
下
品
な
御
工
夫
な
ど
は
一
つ
も
無
く
、
す
べ
て
た
だ
そ
の
お
言
葉

の
と
ほ
り
、
そ
れ
だ
け
の
事
」
な
の
だ
と
い
う
の
だ
。
た
と
え
ば
「
タ
マ

ク
シ
ゲ
箱
根
ノ
水
海
ケ
ケ
レ
ア
レ
ヤ
二
ク
ニ
カ
ケ
テ
中
ニ
タ
ユ
タ
フ
」
と

い
う
和
歌
を
、「
将
軍
家
が
京
都
か
鎌
倉
か
、
朝
廷
か
幕
府
か
と
思
ひ
ま
ど

つ
て
ゐ
る
事
」
を
歌
っ
て
い
る
な
ど
と
解
釈
す
る
の
は
明
確
に
誤
り
な
の

で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
相
模
と
伊
豆
に
ま
た
が
っ
て
海
が
広
が
っ
て
い
る
様

を
た
だ
そ
の
ま
ま
に
歌
っ
た
も
の
で
し
か
な
い
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
「
私
」
は
、
和
歌
を
比
喩
的
に
解
釈
す
る
こ
と
を
拒
否
し
、
字

義
通
り
に
受
け
取
る
こ
と
を
求
め
て
い
る
の
だ
。
そ
れ
は
言
い
換
え
る
な

ら
ば
、
い
た
ず
ら
に
深
層
を
探
る
の
で
は
な
く
、
表
層
の
み
を
見
よ
、
と

い
う
こ
と
で
も
あ
る
だ
ろ
う
。「
何
も
か
も
そ
つ
く
り
明
白
に
そ
の
お
歌

に
出
て
い
る
」
の
だ
か
ら
「
御
苦
労
の
御
詮
議
」
を
す
る
必
要
も
な
い
の

で
あ
り
、「
将
軍
家
の
お
歌
は
い
つ
も
、
あ
か
ら
さ
ま
な
ほ
ど
素
直
で
、
俗

に
い
ふ
奥
歯
に
物
の
は
さ
ま
つ
た
や
う
な
濁
つ
た
言
ひ
あ
ら
は
し
方
な
ど

を
な
さ
る
事
は
一
度
も
な
」
い
の
で
あ
る
。
む
ろ
ん
、
そ
れ
は
和
歌
の
み

に
は
限
ら
れ
な
い
。

北
条
義
時
（
相
州
）
が
年
来
の
郎
従
の
う
ち
特
に
功
労
の
あ
っ
た
者
を

侍
に
引
き
上
げ
た
い
と
願
い
出
た
と
き
、
実
朝
は
そ
れ
を
拒
否
す
る
。
郎

従
か
ら
侍
に
な
っ
た
者
の
子
孫
は
も
っ
と
上
を
望
む
よ
う
に
な
る
だ
ろ
う
。

そ
う
な
れ
ば
、
秩
序
が
混
乱
す
る
元
と
な
る
と
い
う
の
だ
。「
私
」
は
そ
う

し
た
実
朝
の
主
張
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

そ
れ
も
決
し
て
将
軍
家
が
相
州
さ
ま
に
対
し
て
御
自
身
の
怨
を
は
ら

さ
う
な
ど
と
い
ふ
浅
墓
な
お
心
か
ら
で
は
な
く
、
た
だ
正
し
い
道
理

を
凜
然
と
御
申
渡
し
に
な
つ
た
だ
け
の
事
で
、
そ
の
事
に
就
い
て
は
、

前
に
も
幾
度
と
な
く
繰
返
し
て
申
し
上
げ
ま
し
た
が
、
将
軍
家
の
御
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胸
中
は
い
つ
も
初
夏
の
青
空
の
如
く
爽
や
か
に
晴
れ
渡
り
、
人
を
憎

む
と
か
怨
む
と
か
、
怒
る
と
か
い
ふ
事
は
ど
ん
な
も
の
だ
か
、
全
く

ご
存
じ
な
い
や
う
な
御
様
子
で
、
右
は
右
、
左
は
左
と
、
無
理
な
く

お
裁
き
に
な
り
、
な
ん
の
こ
だ
は
る
所
も
な
く
皆
を
愛
し
な
さ
れ
て
、

し
か
も
深
く
執
着
す
る
と
い
ふ
わ
け
で
も
な
く
水
の
流
れ
る
や
う
に

さ
ら
さ
ら
と
自
然
に
御
挙
止
な
さ
つ
て
居
ら
れ
た
の
で
ご
ざ
い
ま
す

か
ら
、
そ
の
日
、
相
州
さ
ま
に
仰
せ
ら
れ
た
こ
と
も
、
ほ
か
の
意
味

な
ど
少
し
も
な
く
、
た
だ
、
あ
の
御
霊
感
の
ま
ま
に
き
つ
ぱ
り
お
つ

し
や
つ
た
だ
け
の
こ
と
と
私
は
固
く
信
じ
て
居
り
ま
す
。

実
朝
の
言
動
に
隠
さ
れ
た
〈
意
図
〉
を
探
る
こ
と
を
、「
私
」
は
拒
否
す

る
。「
私
」
に
よ
れ
ば
、
義
時
の
願
い
を
撥
ね
つ
け
た
の
は
た
だ
「
御
霊
感
」

に
よ
っ
て
「
正
し
い
道
理
」
を
述
べ
た
だ
け
の
こ
と
で
「
ほ
か
の
意
味
な

ど
少
し
も
な
」
い
の
だ
。
む
ろ
ん
、「
私
」
も
実
朝
の
言
動
に
疑
問
を
感
じ

る
こ
と
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
そ
ん
な
場
合
も
「
そ
の
や
う
な

事
こ
そ
凡
慮
の
及
ぶ
と
こ
ろ
で
は
な
い
の
で
、
あ
の
お
方
の
天
与
の
霊
感

に
よ
つ
て
発
す
る
御
言
動
す
べ
て
一
つ
も
間
違
ひ
無
し
と
、
あ
の
お
方
に

比
す
れ
ば
盲
亀
に
ひ
と
し
い
私
た
ち
は
、
た
だ
た
だ
深
く
信
仰
し
て
ゐ
る

よ
り
他
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
で
し
た
」と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
隠
さ
れ
た〈
意

図
〉
な
ど
は
な
い
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
「
天
与
の
霊
感
」
に

よ
る
も
の
な
の
で
あ
り
、
そ
れ
に
対
し
て
は
あ
れ
こ
れ
と
推
測
す
る
こ
と

な
ど
せ
ず
に
た
だ
「
信
仰
」
す
る
し
か
な
い
の
だ
。

だ
が
、
こ
の
時
点
で
す
で
に
「
私
」
の
主
張
に
綻
び
が
見
え
て
い
る
こ

と
は
明
ら
か
だ
ろ
う
。「
私
」
は
実
朝
の
こ
と
を
「
初
夏
の
青
空
の
如
く
」、

「
水
の
流
れ
る
や
う
に
」
と
形
容
す
る
。
他
の
場
面
で
は
幾
度
か
「
天
衣

無
縫
」
で
あ
る
と
も
述
べ
て
い
る
。
比
喩
的
解
釈
よ
り
も
字
義
的
解
釈
を

上
に
置
く
「
私
」
の
主
張
の
前
提
に
あ
る
の
は
、
ま
さ
に
比
喩
的
思
考
な

の
で
あ
る
。
実
朝
は
「
初
夏
の
青
空
」
や
「
水
」
に
喩
え
ら
れ
る
こ
と
に

（
４
）

よ
っ
て
、
自
然
そ
の
ま
ま
の
存
在
へ
と
変
貌
を
遂
げ
る
。
そ
れ
は
浅
薄
な

〈
意
図
〉
な
ど
に
毒
さ
れ
て
は
い
な
い
。
言
う
な
ら
ば
、「
私
」
に
と
っ
て
、

実
朝
は
存
在
自
体
が
詩
な
の
で
あ
る
。「
私
」
が
和
歌
の
比
喩
的
な
解
釈
を

拒
否
し
て
い
る
こ
と
を
も
っ
て
、
非
文
学
的
な
思
考
の
持
ち
主
で
あ
る
と

考
え
る
の
は
当
た
ら
な
い
。
逆
な
の
だ
。
実
朝
を
「
天
衣
無
縫
」
な
存
在

へ
と
持
ち
上
げ
る
「
私
」
の
所
作
こ
そ
、（
最
も
悪
し
き
意
味
で
の
）
文
学

的
な
行
為
と
言
う
ほ
か
な
い
で
は
な
い
か
。
最
も
豊
か
に
詩
を
味
わ
い
得

る
た
め
に
は
、
考
え
る
の
で
は
な
く
感
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。「
私
」
は

あ
た
か
も
そ
の
よ
う
に
言
お
う
と
し
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。

「
私
」
の
実
朝
賛
美
が
比
喩
的
思
考
に
支
え
ら
れ
て
い
る
の
は
、
た
と

え
ば
、「
私
」
が
疱
瘡
に
よ
っ
て
様
変
わ
り
し
た
実
朝
の
顔
に
つ
い
て
、
次

の
よ
う
に
述
べ
る
場
面
か
ら
も
明
ら
か
だ
。

本
当
に
、
私
た
ち
も
、
は
じ
め
は
ひ
ど
く
面
変
り
を
し
た
と
思
つ

て
ゐ
た
の
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
馴
れ
る
と
で
も
言
ふ
の
で
せ
う
か
、

あ
の
お
方
が
だ
い
い
ち
少
し
も
御
自
身
の
お
顔
に
こ
だ
は
る
や
う
な

御
様
子
を
な
さ
い
ま
せ
ぬ
し
、
皆
の
者
に
も
い
つ
の
ま
に
や
ら
以
前

の
ま
ま
の
、
に
こ
や
か
な
、
な
つ
か
し
い
お
顔
の
や
う
に
見
え
て
ま
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ゐ
り
ま
し
た
。
お
心
の
優
れ
た
お
方
の
お
顔
に
は
、
少
し
ば
か
り
の

傷
が
出
来
て
も
、
そ
の
為
に
か
へ
つ
て
お
顔
が
美
し
く
な
る
事
こ
そ

あ
れ
、
醜
く
な
る
な
ど
と
い
ふ
事
は
絶
対
に
無
い
も
の
だ
と
私
は
信

じ
た
い
の
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
で
も
、
夜
の
と
も
し
び
に
照
ら
さ
れ

た
お
顔
に
は
、
さ
す
が
に
お
気
の
毒
な
陰
影
が
多
く
て
、
そ
れ
こ
そ

尼
御
台
さ
ま
の
お
言
葉
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
も
と
の
お
顔
を
も
い

ち
ど
拝
し
た
い
、
と
い
ふ
気
持
も
起
つ
て
思
は
ず
溜
息
を
も
ら
し
た

事
も
無
い
わ
け
で
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
け
れ
ど
も
、
そ
ん
な

気
持
こ
そ
、
凡
俗
の
と
る
に
も
足
ら
ぬ
我
執
で
、
あ
さ
は
か
の
無
礼

な
歎
息
に
違
ひ
ご
ざ
い
ま
せ
ぬ
。

「
私
」
の
実
朝
賛
美
は
、
疱
瘡
に
よ
っ
て
様
変
わ
り
し
た
実
朝
の
顔
を

見
な
い

機

機

機

こ
と
に
よ
っ
て
成
立
し
て
い
る
。
比
喩
的
解
釈
よ
り
も
字
義
的
解

釈
を
、
あ
る
い
は
深
層
よ
り
も
表
層
を
重
視
す
る
「
私
」
は
、
し
か
し
そ

の
根
本
の
と
こ
ろ
で
字
義
的
解
釈
を
、
あ
る
い
は
表
層
を
見
る
こ
と
を
拒

否
し
て
い
る
の
だ
。
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
私
」
の
目
の
前
に
は
、

「
美
し
」
く
て
「
天
衣
無
縫
」
な
実
朝
が
出
来
す
る
こ
と
と
な
る
。

た
だ
し
、
そ
の
よ
う
に
言
っ
て
し
ま
っ
た
と
き
、
い
さ
さ
か
釈
然
と
し

な
い
思
い
に
捉
わ
れ
て
し
ま
う
の
は
、
た
と
え
ば
右
に
引
用
し
た
部
分
に

お
い
て
も
「
私
は
信
じ
た
い
の
で
ご
ざ
い
ま
す
が
」
と
い
う
言
い
方
で
実

は
自
身
の
主
張
が
客
観
的
な
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
こ
と
さ
ら
に

あ
か
ら
さ
ま
に
し
た
り
、
そ
の
主
張
を
裏
切
る
か
の
よ
う
な
「
思
は
ず
溜

息
を
も
ら
し
た
事
」
に
ま
で
言
及
し
た
り
す
る
な
ど
、
単
純
な
実
朝
賛
美

と
は
異
な
る
要
素
が
「
私
」
の
語
り
の
端
々
か
ら
透
け
て
見
え
て
く
る
か

ら
だ
。

は
た
し
て
「
私
」
は
、
何
を
語
ろ
う
と
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
？

そ

の
語
り
の
〈
意
図
〉
と
は
、
そ
れ
ほ
ど
単
純
な
も
の
で
は
な
い
の
か
も
し

れ
な
い
。二

、
禁
止
／
奨
励

「
私
」
は
聞
き
手
に
対
し
て
、
深
層
を
探
る
こ
と
を
禁
止
す
る
。
隠
さ

れ
た
〈
意
図
〉、
あ
ら
わ
で
は
な
い
深
い
〈
意
味
〉、
そ
ん
な
も
の
は
初
め

か
ら
無
い
の
で
あ
っ
て
、
探
っ
て
も
無
駄
な
の
だ
と
。

「
私
」
は
実
朝
に
対
し
て
だ
け
で
は
な
く
、
義
時
に
対
し
て
も
、
当
初

は
「
裏
も
表
も
何
も
な
く
、
さ
う
し
て
後
は
か
ら
り
と
し
て
」
い
る
「
竹

を
割
つ
た
や
う
な
さ
つ
ぱ
り
し
た
御
気
性
の
お
方
」
だ
と
し
て
い
た
。
た

だ
、「
下
品
」
で
あ
る
こ
と
が
欠
点
で
あ
る
だ
け
な
の
だ
と
。
つ
ま
り
、
義

時
も
ま
た
深
層
を
探
る
必
要
の
な
い
人
物
と
し
て
「
私
」
の
語
り
の
な
か

に
現
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

だ
が
、
和
田
胤
長
の
助
命
嘆
願
に
和
田
義
盛
た
ち
が
来
た
場
面
に
お
い

て
は
、「
私
」
の
語
り
口
は
微
妙
に
変
化
し
て
い
る
。

さ
て
、
そ
の
時
に
、
広
元
入
道
さ
ま
の
息
せ
き
切
つ
て
の
御
注
進
を

将
軍
家
は
静
か
に
御
聴
取
に
な
り
、
う
つ
む
い
て
し
ば
ら
く
お
考
へ

の
御
様
子
で
ご
ざ
い
ま
し
た
が
、
や
が
て
、
ふ
い
と
お
顔
を
挙
げ
何

か
言
ひ
出
さ
う
と
な
さ
れ
た
途
端
、
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「
お
ゆ
る
し
な
さ
い
ま
す
か
。」

と
お
傍
に
居
合
せ
た
相
州
さ
ま
が
、
軽
く
無
雑
作
に
お
つ
し
や
つ
た

の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
の
一
言
に
は
微
塵
も
邪
念
が
な
く
、
た
だ
ぼ

ん
や
り
お
つ
し
や
つ
た
だ
け
の
言
葉
の
や
う
で
あ
り
な
が
ら
も
、
末

座
の
私
ど
も
ま
で
、
な
ぜ
だ
か
、
ど
き
ん
と
し
た
ほ
ど
に
、
無
限
に

深
い
底
意
が
感
ぜ
ら
れ
、
将
軍
家
に
於
い
て
も
そ
の
一
言
の
た
め
に
、

く
る
り
と
お
考
へ
が
変
つ
た
御
様
子
で
、
幽
か
に
お
首
を
横
に
お
振

り
に
な
つ
て
し
ま
ひ
ま
し
た
。

表
層
に
お
い
て
は
「
軽
く
無
雑
作
に
お
つ
し
や
つ
た
」
だ
け
の
よ
う
で

あ
り
な
が
ら
、
し
か
し
「
無
限
に
深
い
底
意
」
が
あ
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ

る
。「
私
」
の
語
り
口
は
微
妙
で
あ
る
。「
私
」
は
義
時
に
は
探
る
べ
き
深

層
が
あ
る
と
言
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
実
際
に
は
な
い
の
だ
け
れ
ど

も
、
深
層
が
あ
る
よ
う
に
思
え
て
し
ま
う

機

機

機

機

機

機

機

機

機

と
言
う
の
だ
。
し
か
し
「
ど
う

も
相
州
さ
ま
が
な
さ
る
と
何
事
に
よ
ら
ず
、
深
い
意
趣
が
含
ま
れ
て
ゐ
る

や
う
に
見
え
て
来
る
も
の
で
す
か
ら
」
な
ど
と
繰
り
返
し
義
時
の
深
層
の

可
能
性
に
言
及
す
る
「
私
」
の
語
り
口
に
よ
っ
て
、
あ
る
か
ど
う
か
定
か

で
は
な
い
深
層
へ
と
聞
き
手
や
読
者
の
視
線
は
否
応
な
く
誘
わ
れ
て
い
か

ざ
る
を
え
な
い
だ
ろ
う
。

あ
る
い
は
、
大
江
広
元
と
い
う
人
物
の
性
格
が
後
半
に
お
い
て
ク
ロ
ー

ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
て
く
る
の
も
、
そ
う
し
た
「
私
」
の
語
り
口
の
変
化
と
関

わ
っ
て
い
る
に
違
い
な
い
。
決
し
て
自
ら
の
本
心
を
口
に
す
る
こ
と
は
せ

ず
、
常
に
「
遠
ま
は
し
の
あ
い
ま
い
な
言
ひ
か
た
」
の
み
を
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
「
鎌
倉
一
の
大
政
治
家
」
た
り
え
る
存
在
。
そ
れ
こ
そ
が
大
江
広

元
に
他
な
ら
な
い
わ
け
だ
が
、
そ
の
よ
う
な
人
物
が
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ

れ
て
く
る
と
と
も
に
「
政
治
」
と
い
う
も
の
の
存
在
が
「
私
」
の
語
り
の

背
後
に
確
固
と
し
た
存
在
感
を
見
せ
て
く
る
よ
う
に
な
る
だ
ろ
う
。「
私
」

は
当
初
、「
巷
間
に
言
ひ
伝
へ
ら
れ
て
ゐ
る
や
う
な
陰
鬱
な
反
目
」
が
実
朝

の
周
辺
に
あ
っ
た
、「
反
目
嫉
視
陰
謀
の
坩
堝
だ
つ
た
」
な
ど
と
い
う
噂
を

か
た
く
な
に
否
定
し
て
い
た
。
だ
が
、
後
半
に
差
し
掛
か
る
と
「
私
」
も

「
ど
こ
や
ら
奇
妙
な
、
お
そ
ろ
し
い
も
の
の
気
配
が
、
何
一
つ
実
体
は
な

い
の
に
、
そ
れ
で
も
な
ん
だ
か
、
い
や
な
、
灰
色
の
も
の
の
影
が
、
御
と

こ
ろ
の
内
外
に
う
ろ
つ
い
て
ゐ
る
や
う
に
思
は
れ
」、「
そ
の
不
透
明
な
、

い
ま
は
し
い
、
不
安
な
物
の
影
が
年
一
年
と
、
色
濃
く
な
つ
て
」
き
た
と

語
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。

「
私
」
に
よ
れ
ば
、「
故
右
大
臣
さ
ま
の
お
小
さ
い
御
時
分
か
ら
、
ど
う

い
ふ
も
の
か
右
大
臣
さ
ま
を
贔
屓
で
」
あ
っ
た
と
い
う
義
時
が
「
ど
う
し

た
も
の
か
、
さ
ら
に
後
に
い
た
つ
て
は
少
し
御
様
子
が
お
変
り
に
な
り
ま

し
た
や
う
」
だ
と
言
う
。
な
ぜ
か
。「
当
将
軍
家
の
比
類
を
絶
し
た
天
稟
の

御
風
格
が
、
さ
す
が
の
相
州
さ
ま
の
お
手
に
も
あ
ま
る
や
う
に
な
つ
て
来

た
か
ら
で
は
な
い
か
」、
と
い
う
の
が
「
私
」
の
推
測
で
あ
る
。「
私
」
は

そ
れ
を
「
下
賤
の
愚
か
な
思
案
」
と
卑
下
す
る
こ
と
を
忘
れ
な
い
が
、
し

か
し
実
朝
が
親
裁
を
開
始
し
、
徐
々
に
権
力
を
身
に
着
け
て
い
く
こ
と
に

よ
っ
て
、
両
者
の
関
係
が
緊
張
を
孕
む
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
と
い
う
こ

と
は
容
易
に
推
測
で
き
る
だ
ろ
う
。
そ
の
意
味
で
、『
右
大
臣
実
朝
』
と
い

（
５
）

う
作
品
が
承
元
二
（
一
二
〇
八
）
年
か
ら
開
始
さ
れ
て
い
る
の
は
、
ま
こ

67



と
に
意
味
深
い
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
そ
の
年
は
実
朝
が
疱
瘡
に
か
か

る
年
で
あ
る
と
と
も
に
、
実
朝
が
親
裁
を
開
始
す
る
前
年
に
当
た
る
の
だ
。

い
わ
ば
、
実
朝
が
権
力
を
身
に
つ
け
る
直
前
か
ら
ス
タ
ー
ト
し
、
政
子
や

義
時
、
広
元
か
ら
独
り
立
ち
し
て
い
く
時
期
を
こ
の
作
品
は
対
象
と
し
て

い
る
の
で
あ
り
、
そ
の
時
期
に
何
ら
か
の
政
治
的
な
確
執
が
あ
っ
た
こ
と

は
「
私
」
の
語
り
か
ら
も
推
測
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
の
だ
が
、「
私
」

自
体
は
あ
く
ま
で
そ
う
し
た
政
治
性
を
否
定
し
続
け
る
の
で
あ
る
。

少
な
く
と
も
表
面
的
に
は
。

も
ち
ろ
ん
、
実
朝
が
和
田
義
盛
を
寵
愛
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
も
、
そ

う
し
た
幕
府
内
の
微
妙
な
権
力
関
係
と
無
縁
で
は
な
い
だ
ろ
う
。「
私
」
は

さ
り
げ
な
く
、「
ま
こ
と
に
生
憎
の
も
の
で
、
こ
の
御
寵
愛
最
も
繁
か
り
し

そ
の
翌
年
、
あ
の
大
騒
動
に
て
御
一
族
全
滅
に
相
成
り
ま
し
た
」
と
述
べ

て
い
る
。
こ
こ
で
も「
私
」の
語
り
口
は
微
妙
で
あ
る
。
和
田
合
戦
に
よ
っ

て
和
田
氏
が
滅
亡
し
た
こ
と
と
、
実
朝
の
寵
愛
と
が
隣
接
し
て
い
る
の
は

単
な
る
偶
然
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
深
い
〈
意
味
〉
な
ど
無
い
の
だ
と
「
私
」

は
言
お
う
と
し
て
い
る
か
の
よ
う
だ
。
だ
が
、
聞
き
手
や
読
者
の
視
線
は
、

け
っ
し
て
あ
ら
わ
に
は
浮
か
び
あ
が
っ
て
こ
な
い
両
者
の
結
び
つ
き
を
示

し
て
い
る
だ
ろ
う
深
層
へ
と
誘
わ
れ
て
し
ま
う
し
か
な
い
で
は
な
い
か
。

和
田
合
戦
後
の
実
朝
と
義
時
の
関
係
に
つ
い
て
、「
私
」
は
次
の
よ
う
に

語
る
。相

州
さ
ま
も
、〔
…
〕
将
軍
家
に
対
し
て
は
、
ま
た
別
段
と
、
不
自
然

に
見
え
る
く
ら
ゐ
に
慇
懃
鄭
重
の
物
腰
で
御
挨
拶
を
な
さ
れ
、
将
軍

家
も
ま
た
、
以
前
に
く
ら
べ
る
と
何
か
と
遠
慮
の
、
お
優
し
い
お
言

葉
で
相
州
さ
ま
に
応
対
な
さ
る
や
う
に
な
り
、
う
は
べ
だ
け
を
拝
見

す
る
と
お
二
人
の
間
は
、
ま
へ
に
も
ま
し
て
御
円
満
、
お
互
ひ
に
お

い
た
は
り
な
さ
れ
、
お
睦
げ
で
ご
ざ
い
ま
し
て
、〔
…
〕

「
う
は
べ
だ
け
を
拝
見
す
る
と
」
と
い
う
言
葉
は
、「
う
は
べ
」
と
そ
の

底
に
あ
る
も
の
と
の
乖
離
を
強
く
示
唆
す
る
。
つ
ま
り
、
こ
こ
に
至
っ
て

「
私
」
は
、
表
層
と
は
違
う
深
層
が
あ
る
こ
と
を
あ
か
ら
さ
ま
に
認
め
て

し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
「
私
」
は
、「
心
な
ら
ず
も
そ
の
寵
臣

の
一
族
を
皆
殺
し
に
し
て
し
ま
つ
た
主
君
の
御
胸
中
は
、
な
か
な
か
私
ど

も
に
は
推
察
で
き
ぬ
程
に
荒
涼
た
る
も
の
が
あ
る
の
で
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん

で
せ
う
か
」
と
ま
で
言
い
出
す
。
つ
ま
り
、「
私
」
は
も
は
や
積
極
的
に
実

朝
の
「
御
胸
中
」、
す
な
わ
ち
表
層
か
ら
は
窺
い
知
れ
な
い
隠
さ
れ
た
〈
意

図
〉
を
探
る
こ
と
を
聞
き
手
に
求
め
て
い
る
の
だ
。

結
局
の
と
こ
ろ
、「
私
」
は
深
層
を
探
る
こ
と
を
禁
止
し
つ
つ
も
、
実
は

ひ
そ
か
に
そ
れ
を
奨
励
し
て
い
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。

「
私
」
は
「
相
州
さ
ま
と
入
道
さ
ま
と
は
、
互
ひ
に
ち
ら
り
と
、
け
れ
ど

も
鋭
く
眼
く
ば
せ
を
な
さ
い
ま
し
た
」
と
か
、「
尼
御
台
さ
ま
は
、
す
つ
と

細
い
頸
を
お
伸
ば
し
に
な
り
素
早
く
あ
た
り
を
見
廻
し
ま
し
た
」
と
か
い

う
、
さ
さ
や
か
で
い
て
意
味
あ
り
げ
な
動
作
を
何
度
か
描
写
し
て
い
る
が
、

そ
れ
ら
を
決
し
て
意
味
づ
け
よ
う
と
は
し
な
い
の
だ
。
む
し
ろ
、
そ
こ
に

は
隠
さ
れ
た
〈
意
味
〉
な
ど
な
い
の
だ
と
「
私
」
は
主
張
す
る
。
だ
が
、

そ
れ
な
ら
な
ぜ
そ
の
よ
う
な
動
作
を
わ
ざ
わ
ざ
描
写
す
る
必
要
が
あ
る
の
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か
。
描
写
し
た
う
え
で
意
味
づ
け
る
。
あ
る
い
は
、
意
味
づ
け
な
い
の
で

描
写
も
し
な
い
。
そ
の
ど
ち
ら
か
で
あ
る
の
な
ら
ば
わ
か
る
。
だ
が
、

「
私
」
が
行
な
っ
て
い
る
の
は
、
そ
の
ど
ち
ら
で
も
な
く
、
わ
ざ
わ
ざ
描

写
し
た
う
え
で
意
味
づ
け
な
い
と
い
う
こ
と
な
の
だ
。
そ
う
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
聞
き
手
や
読
者
の
視
線
は
や
は
り
深
層
へ
と
誘
わ
れ
て
い
か
ざ

る
を
え
な
い
だ
ろ
う
。

「
私
」
の
語
り
が
、
し
ば
し
ば
前
後
で
矛
盾
す
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る

こ
と
に
つ
い
て
も
、
合
理
的
な
説
明
は
難
し
い
。
た
と
え
ば
、
泉
親
平
（
親

衡
）
の
乱
の
際
、
実
朝
が
謀
反
加
担
者
を
幾
人
も
赦
免
し
た
こ
と
に
つ
い

て
「
私
」
は
当
初
、「
お
傍
で
渋
い
お
顔
を
な
さ
つ
て
ゐ
る
相
州
さ
ま
に
対

し
て
お
気
が
ね
な
さ
る
や
う
な
事
も
な
く
、
ま
こ
と
に
天
衣
無
縫
、
そ
の

御
度
量
の
ほ
ど
は
私
ど
も
に
は
た
だ
不
思
議
と
申
す
よ
り
他
は
ご
ざ
い
ま

せ
ん
で
し
た
」
と
絶
賛
し
て
い
た
。
だ
が
、
そ
の
し
ば
ら
く
後
で
は
同
じ

行
為
に
つ
い
て
、「
ま
る
で
御
冗
談
の
や
う
に
矢
鱈
に
謀
逆
の
囚
人
た
ち
を

放
免
さ
せ
て
お
笑
ひ
に
な
つ
て
ゐ
る
か
と
思
ふ
と
、
急
に
が
く
り
と
お
疲

れ
の
御
様
子
を
お
示
し
に
な
つ
た
り
」
と
、
ま
る
で
同
一
人
物
が
発
し
て

い
る
と
は
思
え
な
い
言
葉
を
述
べ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
矛
盾
に
つ
い
て
、
森
井
直
子
は
「
実
朝
を
優
れ
た
人
物
と
意
味
づ

け
よ
う
と
意
図
し
て
語
り
を
行
な
っ
て
き
た
近
習
は
、
語
り
の
途
上
で
思

い
が
け
ず
、
両
義
的
な
実
朝
に
出
会
っ
て
し
ま
う
」
の
で
あ
り
、「
実
朝
を

回
想
し
な
が
ら
、
近
習
は
、
自
ら
の
語
る
内
容
に
自
ら
反
応
し
、
実
朝
評

価
を
更
新
し
て
い
る
」
の
だ
と
解
釈
し
て
い
る
。
だ
が
、
そ
れ
な
ら
ば
、

（
６
）

自
身
が
以
前
に
述
べ
て
い
た
見
解
に
言
及
く
ら
い
し
て
も
い
い
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。
あ
た
か
も
「
私
」
は
、
自
身
が
以
前
に
述
べ
て
い
た
見
解

な
ど
完
全
に
忘
れ
て
し
ま
っ
た
か
の
よ
う
に
、
そ
れ
と
は
全
く
相
容
れ
な

い
意
見
を
平
然
と
述
べ
る
の
で
あ
る
。
字
義
的
に
読
む
の
な
ら
ば
、「
私
」

は
分
裂
し
て
い
る
と
し
か
言
い
よ
う
が
な
い
だ
ろ
う
。
そ
も
そ
も
、「
私
」

は
約
二
〇
年
の
あ
い
だ
、
実
朝
に
つ
い
て
、
あ
る
い
は
実
朝
が
置
か
れ
て

い
た
状
況
に
つ
い
て
、
幾
度
も
思
い
返
し
て
み
は
し
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う

か
。
聞
き
手
に
語
っ
て
い
る
う
ち
に
、
そ
れ
ま
で
の
約
二
〇
年
間
わ
か
ら

な
か
っ
た
こ
と
が
急
に
わ
か
っ
て
く
る
な
ど
と
い
う
こ
と
が
、
果
た
し
て

あ
り
え
る
だ
ろ
う
か
。

「
私
」
の
語
り
は
、
特
に
「
私
」
と
公
暁
が
対
話
す
る
場
面
以
降
は
、

実
朝
賛
美
か
ら
は
ほ
ど
遠
い
ト
ー
ン
を
帯
び
る
よ
う
に
な
る
。
公
暁
は
次

の
よ
う
に
実
朝
を
語
る
。
そ
れ
は
、「
私
」
の
語
り
に
現
れ
て
い
た
実
朝
像

と
は
違
う
実
朝
に
他
な
ら
な
い
。

「〔
…
〕
将
軍
家
と
い
ふ
名
ば
か
り
立
派
だ
が
、
京
の
御
所
の
御
儀
式

の
作
法
一
つ
に
も
へ
ど
も
ど
と
ま
ご
つ
き
、
ず
ん
ぐ
り
む
つ
つ
り
し

た
田
舎
者
、
言
葉
は
関
東
訛
り
と
来
て
ゐ
る
し
、
そ
れ
に
叔
父
上
は
、

あ
ば
た
で
す
、
あ
ば
た
将
軍
と
、
す
ぐ
に
言
は
れ
る
。〔
…
〕
野
暮
な

者
ほ
ど
華
奢
で
繊
細
な
も
の
に
あ
こ
が
れ
る
傾
き
が
あ
る
や
う
だ
が
、

あ
の
人
の
御
日
常
を
拝
見
す
る
に
、
た
だ
、
都
の
人
か
ら
笑
は
れ
ま

い
た
め
の
努
力
だ
け
、
そ
れ
だ
け
な
ん
だ
。〔
…
〕」

そ
れ
ま
で
「
私
」
の
語
り
が
少
な
く
と
も
表
面
的
に
は
見
な
い
よ
う
に
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し
て
い
た
実
朝
の
顔
を
あ
っ
さ
り
と
「
あ
ば
た
」
と
表
現
す
る
公
暁
は
、

「
ず
ん
ぐ
り
む
つ
つ
り
し
た
田
舎
者
」、「
野
暮
な
者
」
と
し
て
実
朝
を
語

る
。
そ
し
て
政
子
や
義
時
が
実
朝
の
こ
と
を
「
気
違
ひ
だ
の
白
痴
だ
の
」

と
言
っ
て
い
る
こ
と
を
も
述
べ
る
の
だ
。
こ
こ
に
き
て
「
私
」
が
実
朝
に

対
し
て
述
べ
て
い
た
「
天
衣
無
縫
」
と
い
う
言
葉
は
、「
気
違
ひ
」
や
「
白

痴
」
と
い
う
言
葉
へ
の
反
転
可
能
性
を
帯
び
る
に
至
る
の
で
あ
る
。

以
降
の
「
私
」
が
語
る
実
朝
の
姿
は
、
そ
れ
ま
で
と
は
明
ら
か
に
異
な

る
ト
ー
ン
に
包
ま
れ
て
い
る
。「
そ
の
と
し
も
、
ま
た
翌
年
の
建
保
六
年

も
、
将
軍
家
の
御
驕
奢
は
つ
の
る
ば
か
り
」
で
あ
り
、「
も
ろ
も
ろ
の
御
仏

事
に
当
つ
て
さ
へ
、
ほ
と
ん
ど
御
謙
虚
の
敬
神
崇
仏
の
念
を
お
忘
れ
に
な

つ
て
い
ら
つ
し
や
る
の
で
は
な
い
か
と
疑
は
れ
る
ほ
ど
、
そ
の
御
儀
式
の

外
観
の
み
を
い
た
づ
ら
に
華
美
に
装
」
い
、
ま
た
左
近
衛
大
将
拝
賀
の
儀

式
の
た
め
に
「
関
東
の
庶
民
は
等
し
く
そ
の
費
用
の
賦
課
に
あ
づ
か
り
、

ひ
そ
か
に
将
軍
家
を
お
怨
み
申
し
た
者
も
少
か
ら
ず
」
出
た
に
も
関
わ
ら

ず
、
実
朝
は
い
っ
こ
う
に
気
に
せ
ず
、
ま
た
豪
華
な
儀
式
を
行
な
っ
た
の

で
「
い
ま
は
も
う
、
御
家
人
と
い
ひ
土
民
と
い
ひ
、
ほ
と
ん
ど
そ
の
財
産

を
失
ひ
、
愁
歎
の
声
が
あ
か
ら
さ
ま
に
随
処
に
起
る
有
様
」
な
の
だ
。
も

は
や
実
朝
は
名
君
ど
こ
ろ
か
庶
民
を
苦
し
め
る
暴
君
と
し
て
の
姿
を
現
し

て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
。

そ
れ
ま
で
の
「
私
」
は
実
朝
に
関
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
噂
を
紹
介
し
な
が

ら
、
そ
れ
を
否
定
し
て
き
た
。
し
か
し
な
が
ら
、「
私
」
の
実
朝
賛
美
が
も

は
や
維
持
で
き
な
く
な
っ
た
ラ
ス
ト
の
場
面
か
ら
遡
及
的
に
そ
れ
ら
の
噂

が
再
び
読
者
の
胸
に
浮
上
し
て
く
る
だ
ろ
う
。
木
村
小
夜
が
「
幾
つ
も
の

解
釈
が
あ
り
得
る
こ
と
を
と
り
た
て
て
読
み
手
に
知
ら
せ
て
お
い
て
か
ら

そ
れ
を
語
気
強
く
否
定
す
れ
ば
、
読
み
手
の
目
は
む
し
ろ
そ
れ
ら
の
解
釈

の
方
に
向
け
ら
れ
て
し
ま
う
」
と
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、「
私
」
が
否
定

（
７
）

し
て
き
た
さ
ま
ざ
ま
な
噂
は
、
読
者
の
胸
に
強
く
印
象
づ
け
ら
れ
て
い
た

は
ず
だ
。
そ
し
て
、
も
は
や
あ
か
ら
さ
ま
に
正
統
性
を
失
っ
た
「
私
」
の

解
釈
が
他
の
実
朝
に
関
す
る
あ
ら
ゆ
る
噂
と
同
じ
位
置
に
並
べ
て
置
か
れ

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
一
義
的
な
像
に
は
収
ま
り
き
ら
な
い
多
様
な
実
朝
像

が
創
出
さ
れ
て
い
く
。

「
私
」
が
語
る
実
朝
像
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
が
正
当
な
も
の
な
の
か
ど

う
か
疑
わ
し
い
と
い
う
疑
問
が
こ
れ
ま
で
も
た
び
た
び
呈
さ
れ
て
き
た
。

当
然
の
指
摘
で
は
あ
る
が
、
問
題
は
、
そ
う
し
た
「
私
」
の
語
り
の
疑
わ

し
さ
が
異
様
な
ほ
ど
に
あ
か
ら
さ
ま
に
さ
れ
て
い
る
こ
と
の
ほ
う
な
の
で

は
な
い
か
。
だ
が
、
そ
う
し
た
「
私
」
の
語
り
の
あ
り
方
に
つ
い
て
、
考

察
が
深
め
ら
れ
て
い
る
と
は
言
い
が
た
い
。
た
と
え
ば
、『
右
大
臣
実
朝
』

に
〈
矛
盾
・
亀
裂
＝
逸
脱
の
言
説
〉
を
見
出
す
権
錫
永
は
、「
私
」
が
語
る

説
が
信
用
で
き
な
い
の
で
「
伝
達
さ
れ
る
様
々
な
情
報
を
再
構
築
し
て
い

く
こ
と
が
必
要
と
な
っ
て
く
る
」
と
し
て
、〈
規
格
化
の
要
素
〉（
＝
実
朝
、

天
皇
制
）
と
〈
逸
脱
の
要
素
〉（
＝
相
州
、
反
天
皇
制
）
と
に
分
け
て
分
析

し
て
い
る
が
、
そ
の
と
き
「
私
」
の
語
り
の
あ
り
方
は
背
後
に
置
き
忘
れ

ら
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

（
８
）

重
ね
て
問
う
。「
私
」
の
語
り
の
〈
意
図
〉
は
、
は
た
し
て
ど
こ
に
あ
る

の
か
？

し
か
し
、
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
た
め
に
は
、
こ
の

作
品
が
書
か
れ
た
時
代
へ
と
い
っ
た
ん
迂
回
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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三
、
戦
時
下
の
噂
と
検
閲

『
右
大
臣
実
朝
』
と
い
う
作
品
に
お
い
て
は
、
お
び
た
だ
し
い
噂
が
渦

巻
い
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
正
し
い
か
ど
う
か
定
か
で
は
な
い
噂
た
ち
は
、

「
私
」
の
実
朝
賛
美
、
そ
し
て
実
朝
と
義
時
と
の
あ
い
だ
の
政
治
的
確
執

の
否
定
と
い
っ
た
主
張
を
相
対
化
す
る
可
能
性
を
秘
め
な
が
ら
、
作
品
全

体
に
不
穏
さ
を
醸
し
出
し
続
け
る
の
だ
。

そ
し
て
実
は
、『
右
大
臣
実
朝
』
と
い
う
作
品
が
書
か
れ
た
時
代
に
目
を

向
け
る
と
、
そ
こ
で
も
ま
た
さ
ま
ざ
ま
な
噂
が
渦
巻
い
て
い
た
こ
と
が
確

認
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
時
代
に
、
噂
あ
る
い
は
流
言
蜚

語
に
つ
い
て
の
注
目
も
高
ま
っ
て
い
っ
た
。
一
九
三
七
年
に
清
水
幾
太
郎

は
「
流
言
蜚
語
」
に
つ
い
て
論
じ
た
書
物
に
お
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ

て
い
る
。

禁
止
と
い
ふ
も
の
に
も
様
々
な
程
度
が
あ
る
の
で
あ
つ
て
、
通
信
や

報
道
の
機
能
に
対
し
て
全
面
的
な
停
止
を
命
じ
る
こ
と
も
あ
る
が
、

検
閲
方
針
が
或
る
程
度
以
上
に
な
れ
ば
、
そ
れ
だ
け
こ
の
全
面
的
な

禁
止
に
近
づ
い
て
行
く
訳
で
あ
る
。
過
度
に
厳
格
な
検
閲
制
度
と
い

ふ
も
の
は
民
衆
に
何
時
も
飢
ゑ
を
感
じ
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。

こ
の
飢
ゑ
と
い
ふ
も
の
が
流
言
蜚
語
の
発
生
に
最
も
好
都
合
な
地

盤
な
の
で
あ
る
。
こ
の
飢
ゑ
が
あ
つ
て
こ
そ
流
言
蜚
語
は
そ
の
芽
を

吹
く
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
り
、
各
方
面
に
伝
播
し
な
が
ら
伸
び
て

行
く
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。

（
９
）

「
禁
止
」
が
「
飢
ゑ
」
を
生
み
出
し
、
そ
れ
が
「
流
言
蜚
語
」
を
発
生

さ
せ
る
。
こ
の
書
物
が
刊
行
さ
れ
た
一
九
三
七
年
に
は
支
那
事
変
（
日
中

戦
争
）
が
開
始
さ
れ
、
検
閲
も
強
化
さ
れ
て
い
く
。
そ
れ
と
と
も
に
「
流

言
蜚
語
」
が
増
加
し
、
取
り
締
ま
り
の
対
象
と
し
て
も
注
目
さ
れ
て
い
っ

た
の
だ
っ
た
。
も
と
も
と
関
東
大
震
災
を
き
っ
か
け
と
し
て
「
流
言
蜚
語
」

に
つ
い
て
考
え
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
清
水
が
「
流
言
蜚
語
」
の
ポ
ジ

テ
ィ
ブ
な
側
面
に
注
意
を
向
け
る
の
は
、
そ
の
よ
う
な
時
代
の
動
向
と
決

し
て
無
関
係
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
松
山
巌
は
、
一
九
四
一
年
度
に
熊
本
地

（

）

方
裁
判
所
判
事
の
林
善
助
が
報
告
し
た
「
支
那
事
変
下
に
於
け
る
不
穏
言

動
と
そ
の
対
策
に
就
い
て
」
を
取
り
上
げ
な
が
ら
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て

（

）

い
る
。

し
か
も
判
例
を
み
る
と
、
取
り
締
ま
り
に
あ
た
っ
て
、〔
…
〕
治
安

維
持
法
や
刑
法
の
不
敬
罪
、
不
穏
文
書
臨
時
取
締
法
や
出
版
法
、
新

聞
条
例
、
国
家
保
安
法
な
ど
が
持
ち
出
さ
れ
て
い
る
。
も
っ
と
も
受

理
件
数
が
多
い
の
は
治
安
維
持
法
違
反
で
三
四
五
一
件
（
う
ち
起
訴

さ
れ
た
も
の
一
二
二
九
件
）、
つ
づ
い
て
陸
海
軍
刑
法
違
反
で
一
五

二
六
件
（
起
訴
四
二
七
）、
全
体
で
は
五
四
一
五
件
（
起
訴
一
七
七
〇
）

で
あ
る
。

気
づ
く
の
は
、
受
理
し
た
件
数
と
起
訴
さ
れ
た
数
と
の
開
き
の
大

き
さ
だ
。
こ
れ
は
何
も
裁
判
が
被
告
に
対
し
酌
量
し
た
と
は
思
え
な

い
。
む
し
ろ
、
軽
口
に
近
い
、
ち
ょ
っ
と
し
た
言
葉
で
も
「
不
穏
言

動
」
と
み
な
し
て
検
束
し
た
た
め
不
起
訴
が
多
い
と
考
え
ら
れ
る
。
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こ
の
ほ
か
に
も
警
察
犯
処
罰
令
に
よ
り
「
流
言
浮
説
罪
と
し
て
警
察

限
り
で
処
理
さ
れ
た
多
数
の
事
件
が
存
在
し
た
」
と
記
し
て
あ
る
か

ら
、
い
か
に
検
挙
が
激
し
か
っ
た
の
か
を
物
語
る
。

知
人
に
語
っ
た
世
間
話
か
ら
日
記
に
い
た
る
ま
で
も
が
対
象
と

な
っ
て
い
る
。
す
で
に
民
間
人
は
お
互
い
を
監
視
し
は
じ
め
て
い
る
。

（

）

林
が
対
象
と
し
て
い
る
時
期
は
一
九
三
七
年
一
月
か
ら
一
九
四
一
年
十

一
月
ま
で
の
約
四
年
間
で
あ
り
、
そ
の
あ
い
だ
に
五
〇
〇
〇
件
以
上
の

「
流
言
蜚
語
」
が
検
挙
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
実
に
膨
大
な
噂
が
「
不
穏
言

動
」
と
し
て
取
り
締
ま
り
の
対
象
と
な
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
だ
ろ
う
。

そ
し
て
、
大
東
亜
戦
争
（
太
平
洋
戦
争
）
が
開
戦
し
、
戦
局
が
悪
化
す
る

と
と
も
に
、
そ
う
し
た
「
流
言
蜚
語
」
は
ま
す
ま
す
増
え
て
い
っ
た
。
い

わ
ゆ
る
「
大
本
営
発
表
」
が
隠
蔽
・
禁
止
し
て
い
た
も
の
を
感
じ
取
り
、

そ
れ
が
伝
え
よ
う
と
し
な
い
こ
と
を
伝
え
る
噂
に
す
が
る
人
々
も
少
な
く

な
か
っ
た
に
違
い
な
い
。

『
右
大
臣
実
朝
』
が
書
か
れ
た
の
は
、
そ
の
よ
う
な
時
代
で
あ
っ
た
の
で

あ
る
。
妻
で
あ
る
津
島
美
知
子
の
証
言
を
引
い
て
お
こ
う
。

こ
の
頃
、
戦
局
が
次
第
に
進
展
し
て
、
言
論
出
版
が
、
喧
し
く
な

つ
て
き
て
ゐ
ま
し
た
か
ら
、「
御
所
」
は
い
け
な
い
と
い
ふ
の
で
、

「
御
と
こ
ろ
」
と
わ
ざ
わ
ざ
書
き
直
し
た
り
、
南
面
と
い
ふ
言
葉
で

心
配
し
た
り
、
い
ろ
い
ろ
苦
心
が
あ
つ
た
や
う
で
す
。
そ
の
う
へ
、

「
十
五
年
間
」
と
い
ふ
短
篇
に
も
書
い
て
ゐ
ま
す
や
う
に
、「
太
宰
は

ユ
ダ
ヤ
ジ
ン
実
朝
を
書
い
て
、
情
報
局
か
ら
に
ら
ま
れ
て
ゐ
る
」
と

い
つ
た
、
今
で
は
ば
か
ば
か
し
く
て
信
じ
ら
れ
な
い
や
う
な
デ
マ
が

と
ん
で
、
私
達
は
、
ど
ん
な
に
憤
慨
し
た
こ
と
で
せ
う
。
十
七
年
の

十
月
に
発
表
し
た
「
花
火
」
は
全
文
削
除
に
な
る
や
ら
、
こ
の
頃
は

全
く
ひ
ど
い
こ
と
ば
か
り
で
し
た
。

（

）

つ
ま
り
、『
右
大
臣
実
朝
』
と
い
う
作
品
自
体
も
不
穏
な
噂
の
対
象
と

な
っ
て
い
た
の
だ
。「
ユ
ダ
ヤ
ジ
ン
実
朝
」
と
い
う
の
は
今
で
は
冗
談
の
よ

う
に
し
か
思
え
な
い
が
、
当
時
に
お
い
て
は
必
ず
し
も
笑
い
飛
ば
せ
る
よ

う
な
話
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
清
水
が
言
う
よ
う
に
「
禁
止
」
が
強
化

（

）

さ
れ
れ
ば
さ
れ
る
ほ
ど
、
多
く
の
「
流
言
蜚
語
」
が
生
み
出
さ
れ
る
。
真

偽
不
明
で
、
そ
の
方
向
性
も
さ
ま
ざ
ま
な
噂
た
ち
に
よ
っ
て
、
人
々
の
疑

心
暗
鬼
も
増
幅
さ
れ
て
い
く
。
文
学
作
品
に
対
す
る
「
禁
止
」
も
ま
た
強

化
さ
れ
る
一
方
で
あ
り
、
太
宰
の
「
花
火
」（「
文
藝
」
一
九
四
二
・
一
〇
）

は
、
い
わ
ゆ
る
反
戦
的
な
作
品
で
は
全
く
な
い
に
も
関
わ
ら
ず
、
戦
時
下

に
不
良
を
描
い
た
と
い
う
こ
と
が
理
由
で
、
全
文
削
除
と
な
っ
た
の
で
あ

る
。

（

）検
閲
が
強
化
さ
れ
る
な
か
で
、
作
家
や
評
論
家
は
ど
う
対
処
し
た
か
。

た
と
え
ば
中
島
健
蔵
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

書
く
以
上
、
書
き
た
く
な
い
こ
と
ま
で
書
か
な
け
れ
ば
沈
黙
を
強
い

ら
れ
る
。
そ
れ
で
も
書
き
続
け
る
に
当
つ
て
、
や
は
り
い
ろ
い
ろ
の

ニ
ュ
ア
ン
ス
が
あ
つ
た
。
書
き
た
く
な
い
こ
と
は
最
小
限
度
に
と
ど
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め
て
お
く
。
あ
る
い
は
、
気
が
つ
か
な
い
よ
う
に
他
の
と
こ
ろ
で
打

ち
消
し
て
お
く
。
一
方
、
思
い
切
つ
て
、
書
き
た
く
な
い
こ
と
と
心

中
し
て
し
ま
つ
て
、
そ
の
代
わ
り
、
本
来
な
ら
ば
書
か
せ
ら
れ
な
い

よ
う
な
こ
と
を
盛
り
込
ん
で
し
ま
う
。

（

）

検
閲
に
よ
る
「
沈
黙
」
を
避
け
る
た
め
の
方
途
と
し
て
、
中
島
は
「
書

き
た
く
な
い
こ
と
」
も
書
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
だ
と
語
る
。
し

か
し
、
そ
の
「
書
き
た
く
な
い
こ
と
」
以
外
の
と
こ
ろ
に
著
者
の
本
当
に

書
き
た
い
こ
と
が
あ
る
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
よ
う

な
文
章
を
読
む
際
に
は
、
ま
た
一
定
の
方
法
が
必
要
と
な
る
だ
ろ
う
。
中

村
真
一
郎
は
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。

例
え
ば
、
或
る
学
者
の
戦
争
中
の
著
作
が
、
明
か
に
、
戦
争
協
力
を

謳
つ
て
い
て
も
、
そ
れ
を
読
む
人
の
大
部
分
は
、
そ
の
著
者
の
従
来

か
ら
の
思
想
が
、
反
帝
国
主
義
、
反
戦
主
義
で
あ
る
こ
と
を
知
つ
て

お
り
、
そ
の
著
作
の
戦
争
協
力
的
な
言
説
の
部
分
は
飛
ば
し
て
し
ま

つ
て
、
専
ら
そ
こ
に
提
出
さ
れ
て
い
る
事
実
の
み
を
読
み
、
そ
の
事

実
の
集
積
の
背
後
に
、
著
者
が
か
な
り
明
ら
さ
ま
に
匿
し
て
ゐ
る
結

論
を
読
み
取
る
、
と
云
う
よ
う
な
こ
と
が
行
わ
れ
た
。
そ
の
場
合
、

そ
の
書
物
は
、
著
者
と
読
者
と
の
関
係
に
於
い
て
、
誤
解
は
な
く
、

唯
、
出
版
上
の
便
宜
に
軍
国
主
義
が
仮
装
さ
れ
て
い
た
、
と
云
う
に

と
ど
ま
る
。
こ
れ
は
最
も
極
端
な
一
例
で
あ
る
。

（

）

中
村
は
、
一
見
「
戦
争
協
力
的
な
言
説
」
に
見
え
る
も
の
で
も
「
か
な

り
明
ら
さ
ま
に
匿
し
て
ゐ
る
結
論
を
読
み
取
る
」
と
い
う
こ
と
が
行
な
わ

れ
て
い
た
の
だ
と
言
う
。
つ
ま
り
戦
時
下
の
言
説
は
、
表
層
に
惑
わ
さ
れ

な
い
で
深
層
を
読
む
必
要
が
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
し
か
し
問
題
は
、

深
層
を
的
確
に
読
み
取
る
こ
と
は
容
易
で
は
な
い
し
、
む
し
ろ
き
わ
め
て

難
し
い
場
合
が
少
な
く
な
い
と
い
う
こ
と
だ
。
実
際
、
中
村
は
続
け
て
、

「
何
ら
の
知
識
も
な
い
、
無
邪
気
な
読
者
に
過
ぎ
な
か
つ
た
僕
な
ど
は
、

戦
争
中
に
於
け
る
知
識
人
の
言
行
の
大
部
分
は
、
今
も
つ
て
、
何
処
に
そ

の
本
心
が
あ
つ
た
か
捉
え
ら
れ
な
い
で
い
る
」
と
告
白
し
て
い
る
。

戦
時
下
の
言
説
の
特
徴
が
表
層
と
深
層
と
の
乖
離
に
あ
る
と
す
れ
ば
、

太
宰
こ
そ
は
そ
う
し
た
言
説
の
特
徴
を
最
も
う
ま
く
利
用
し
た
作
家
で
は

な
か
っ
た
ろ
う
か
。
表
層
に
お
い
て
は
同
時
代
の
言
説
に
寄
り
添
い
な
が

ら
、
し
か
し
深
層
に
お
い
て
は
、
そ
れ
と
の
ズ
レ
を
生
み
出
し
て
い
く
。

そ
う
し
た
ア
イ
ロ
ニ
カ
ル
な
所
作
こ
そ
が
戦
時
下
の
太
宰
作
品
の
一
番
の

魅
力
と
な
っ
て
い
た
は
ず
だ
。
そ
し
て
、『
右
大
臣
実
朝
』
こ
そ
は
、
そ
う

（

）

し
た
戦
時
下
の
言
説
の
あ
り
方
を
内
部
に
う
ま
く
取
り
込
む
こ
と
に
よ
っ

て
、
太
宰
作
品
の
な
か
で
も
特
に
複
雑
な
語
り
の
あ
り
方
を
生
み
出
し
た

作
品
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

四
、〈
意
図
〉
と
〈
意
味
〉

戦
時
下
の
言
説
が
探
る
べ
き
深
層
を
内
部
に
生
み
出
し
た
の
は
、
も
ち

ろ
ん
検
閲
と
い
う
存
在
抜
き
に
は
語
れ
な
い
。
で
は
、「
私
」
は
な
ぜ
深
層

を
探
る
こ
と
を
禁
止
し
、
ま
た
密
か
に
そ
れ
を
奨
励
す
る
の
か
。
言
い
か
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え
れ
ば
、「
私
」
は
何
を
恐
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
こ
と
に
つ
い
て

考
え
る
た
め
に
は
、
や
は
り
聞
き
手
の
存
在
を
無
視
す
る
こ
と
は
出
来
な

い
だ
ろ
う
。

実
朝
の
死
後
す
で
に
約
二
〇
年
、
表
舞
台
か
ら
去
っ
た
「
私
」
の
と
こ

ろ
に
来
て
、
実
朝
に
つ
い
て
聞
く
こ
の
人
物
は
、
い
っ
た
い
何
者
な
の
だ

ろ
う
か
。
も
ち
ろ
ん
、
作
品
内
に
は
何
も
明
記
さ
れ
て
い
な
い
以
上
、
確

固
と
し
た
答
え
を
提
出
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
あ
る
程
度
の
推
測
を

す
る
こ
と
は
可
能
だ
ろ
う
。
一
つ
考
え
ら
れ
る
の
は
、「
吾
妻
鏡
」
の
編
纂

に
携
わ
っ
て
い
る
人
物
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
だ
。

「
私
」
は
「
吾
妻
鏡
」
の
本
文
を
見
な
が
ら
語
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な

い
。
実
朝
の
死
後
約
二
〇
年
の
時
点
で
は
、
ま
だ
そ
れ
は
成
立
し
て
い
な

い
の
だ
か
ら
。「
吾
妻
鏡
」
が
な
ぜ
編
纂
さ
れ
た
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
、

（

）

い
ま
だ
正
確
な
こ
と
は
わ
か
っ
て
い
な
い
が
、
北
条
氏
の
周
辺
に
い
る
者

た
ち
に
よ
っ
て
編
纂
さ
れ
た
の
は
間
違
い
な
い
と
思
わ
れ
る
。「
将
軍
記

の
性
格
と
と
も
に
、
執
権
記
の
性
格
を
も
担
っ
て
い
た
」
と
も
言
わ
れ
る

（

）

よ
う
に
、「
吾
妻
鏡
」
が
北
条
氏
の
事
績
を
多
く
語
っ
て
い
る
こ
と
は
そ
れ

を
裏
付
け
て
い
る
だ
ろ
う
。

と
い
う
こ
と
は
、「
私
」
の
目
の
前
に
い
る
聞
き
手
は
、
北
条
氏
の
周
辺

の
人
物
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
聞
き
手
が
「
吾
妻
鏡
」
の
編
纂

に
携
わ
っ
て
い
る
人
物
で
は
な
い
に
し
て
も
、
単
に
趣
味
の
た
め
に
実
朝

の
話
を
こ
ん
な
に
も
長
々
と
聞
い
て
い
る
と
は
考
え
づ
ら
い
こ
と
か
ら
、

何
ら
か
の
政
治
的
な
〈
意
図
〉
を
持
っ
た
人
物
だ
と
思
わ
れ
る
。
二
〇
年

と
い
う
歳
月
は
決
し
て
短
く
は
な
い
が
、
し
か
し
完
全
に
過
去
の
生
々
し

さ
を
拭
い
去
っ
て
し
ま
う
ほ
ど
長
く
も
な
い
。「
私
」
も
ま
た
、
聞
き
手
の

〈
意
図
〉
を
図
り
か
ね
な
が
ら
語
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

「
私
」
が
実
朝
と
の
距
離
を
強
調
し
、
そ
の
内
面
を
全
く
わ
か
っ
て
い

な
い
か
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
の
は
、
実
際
に
そ
う
だ
っ
た
か
ら
な
の
か
、

あ
る
い
は
何
ら
か
の
〈
意
図
〉
に
よ
る
も
の
な
の
か
。「
私
」
が
政
治
性
を

あ
く
ま
で
も
忌
避
し
な
が
ら
、
し
か
し
北
条
義
時
を
「
下
品
」
と
い
う
言

葉
で
批
判
す
る
の
は
「
私
」
の
本
心
な
の
か
、
そ
れ
と
も
「
私
」
が
聞
き

手
の
前
で
何
ら
か
の
危
な
い
綱
渡
り
を
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
の

か
。
あ
る
い
は
、「
私
」
は
実
朝
に
つ
い
て
、
結
局
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い

た
の
だ
ろ
う
か
。
表
面
的
な
実
朝
賛
美
を
そ
の
ま
ま
に
受
け
取
れ
な
い
こ

と
は
明
ら
か
だ
と
し
て
も
、「
私
」
が
実
朝
に
好
意
を
抱
い
て
い
た
の
は
確

か
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
が
一
切
の
批
判
を
許
さ
な
い
よ
う
な
強
い
愛

情
と
言
え
る
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
の
か
ど
う
か
と
い
う
点
に
な
る
と
、
と

た
ん
に
判
断
が
難
し
く
な
る
。「
私
」
の
実
朝
評
価
が
合
理
的
解
釈
を
拒
む

ほ
ど
の
混
乱
を
見
せ
る
の
も
、「
私
」
が
自
身
の
実
朝
へ
の
思
い
を
整
理
で

き
て
い
な
い
か
ら
な
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
と
も
、
彼
に
と
っ
て
の
実
朝
の

思
い
出
を
、
聞
き
手
や
そ
の
周
辺
の
人
物
た
ち
に
都
合
よ
く
利
用
さ
れ
な

い
た
め
な
の
だ
ろ
う
か
。
「
私
」
の
〈
意
図
〉
に
つ
い
て
は
い
く
つ
か
の

（

）

解
釈
が
可
能
だ
が
、
そ
れ
ら
の
う
ち
の
ど
れ
が
正
当
な
解
釈
な
の
か
、
そ

れ
を
判
断
す
る
基
準
は
ど
こ
に
も
な
い
。
一
貫
し
て
い
る
と
は
言
え
ず
、

相
互
に
矛
盾
も
し
て
い
る
「
私
」
の
語
り
の
断
片
は
、
そ
の
〈
意
味
〉
を

確
定
し
て
く
れ
る
は
ず
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
を
欠
い
た
ま
ま
、
宙
づ
り
に
さ

れ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。

74

19

20

21



そ
し
て
、『
右
大
臣
実
朝
』
と
い
う
作
品
の
〈
意
味
〉
を
考
え
る
た
め
に

は
、
こ
の
「
私
」
の
語
り
と
「
吾
妻
鏡
」
の
本
文
と
を
並
べ
て
掲
げ
る
者

（
編
纂
者
）
の
〈
意
図
〉
に
つ
い
て
も
考
え
る
必
要
が
あ
る
は
ず
だ
。「
私
」

の
語
り
と
「
吾
妻
鏡
」
の
本
文
と
は
同
じ
出
来
事
を
語
っ
て
い
て
も
、
微

妙
に
異
な
る
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
醸
し
出
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
の
ズ
レ
か

ら
読
者
は
さ
ま
ざ
ま
な
〈
意
味
〉
を
受
け
取
る
は
ず
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、

「
吾
妻
鏡
」
の
承
元
三
年
一
一
月
四
日
の
項
に
は
、「
小
御
所
東
面
の
小
庭

に
於
て
、
和
田
新
左
衛
門
尉
常
盛
以
下
の
壮
士
等
切
的
を
射
る
、
是
弓
馬

の
事
は
、
思
食
し
棄
て
ら
る
可
か
ら
ざ
る
の
由
、
相
州
諫
め
申
す
に
依
り

て
、
興
行
せ
ら
る
る
所
な
り
、
故
に
勝
負
有
る
可
し
と
云
々
」
と
あ
る
の

が
、「
私
」
に
よ
れ
ば
以
下
の
よ
う
に
な
る
。

十
一
月
の
四
日
に
、
御
と
こ
ろ
の
お
庭
に
於
い
て
弓
の
大
試
合
が
ご

ざ
い
ま
し
た
け
れ
ど
、
こ
れ
は
相
州
さ
ま
が
た
つ
た
一
言
、
お
歌
も

結
構
で
す
が
、
と
お
つ
し
や
つ
た
と
こ
ろ
が
将
軍
家
は
す
ぐ
に
、
弓

の
試
合
を
仰
出
さ
れ
、
相
州
さ
ま
は
か
し
こ
ま
つ
て
そ
の
お
支
度
に

お
と
り
か
か
り
に
な
つ
た
と
い
ふ
だ
け
の
事
で
し
た
の
に
、
こ
れ
を

ま
た
例
の
如
く
悪
推
量
す
る
者
が
あ
つ
て
、
将
軍
家
が
相
州
さ
ま
か

ら
き
つ
く
諫
言
さ
れ
て
し
ぶ
し
ぶ
弓
の
試
合
を
仰
出
さ
れ
た
と
い
ふ

噂
が
一
部
に
行
は
れ
た
や
う
で
ご
ざ
い
ま
し
た
。
本
当
に
、
御
当
人

同
志
は
な
ん
で
も
な
い
の
に
、
は
た
で
わ
い
わ
い
あ
ら
ぬ
こ
と
を
騒

ぎ
立
て
る
の
で
、
つ
い
妙
な
結
果
に
な
つ
て
し
ま
ふ
事
が
こ
の
世
に

は
ま
ま
あ
る
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。

つ
ま
り
、「
吾
妻
鏡
」
に
お
い
て
は
「
相
州
諫
め
申
す
に
依
り
て
」
弓
の

試
合
が
行
な
わ
れ
た
と
書
か
れ
て
い
る
の
だ
が
、「
私
」
は
そ
れ
を
「
悪
推

量
」
で
あ
る
と
否
定
す
る
の
だ
。
こ
れ
に
つ
い
て
も
、
い
く
つ
か
の
解
釈

が
可
能
で
あ
ろ
う
。「
吾
妻
鏡
」
の
記
述
の
ほ
う
が
実
態
に
沿
っ
て
い
る
の

か
、「
私
」
の
主
張
の
ほ
う
が
正
し
い
の
か
、
あ
る
い
は
ど
ち
ら
も
間
違
っ

て
い
る
の
か
。
そ
れ
ら
の
う
ち
、
ど
の
解
釈
が
妥
当
な
の
か
判
断
す
る
こ

と
は
容
易
で
は
な
い
。

ま
た
、
実
朝
の
死
を
語
る
末
尾
に
お
い
て
は
、
も
は
や
「
私
」
は
何
も

語
ら
ず
、
た
だ
「
吾
妻
鏡
」「
承
久
軍
物
語
」「
増
鏡
」
の
本
文
が
引
か
れ

る
だ
け
だ
が
、
そ
れ
ら
に
描
か
れ
た
内
容
も
、
そ
れ
ま
で
の
「
私
」
の
語

（

）

り
と
照
ら
し
合
わ
せ
る
と
、
さ
ま
ざ
ま
な
〈
意
味
〉
を
産
出
す
る
は
ず
だ
。

た
と
え
ば
、「
承
久
軍
物
語
」
の
引
用
中
の
「
阿
闍
梨
公
暁
、
父
の
か
た
き

を
討
つ
と
名
乗
ら
れ
つ
る
と
い
ふ
事
あ
り
て
」
と
い
う
箇
所
は
、「
私
」
の

語
り
の
な
か
で
「
死
な
う
か
と
思
つ
て
ゐ
る
ん
だ
」
な
ど
と
言
い
な
が
ら

実
朝
そ
の
他
周
囲
の
人
間
に
侮
蔑
の
視
線
を
向
け
る
公
暁
の
姿
と
は
容
易

に
結
び
つ
き
そ
う
に
な
い
。
あ
る
い
は
、
実
朝
を
暗
殺
し
た
公
暁
が
三
浦

義
村
を
訪
ね
た
場
面
で
の
「
義
村
、
大
き
に
呆
れ
、
日
頃
将
軍
家
御
恩
厚

く
被
り
奉
れ
ば
、
今
更
い
た
は
し
く
思
ひ
」
と
い
う
箇
所
に
つ
い
て
も
、

「
私
」
の
語
り
に
現
れ
る
「
裏
切
者
」
で
「
御
卑
怯
」
な
義
村
を
知
っ
て

い
る
者
か
ら
す
れ
ば
、
い
さ
さ
か
首
を
傾
げ
ざ
る
を
え
な
い
と
こ
ろ
だ
ろ

う
。
そ
も
そ
も
、「
私
」
が
実
朝
の
最
期
に
つ
い
て
語
っ
て
い
な
い
と
い
う

（

）

こ
と
も
、
確
定
さ
れ
た
事
実
で
は
な
い
。
そ
れ
は
た
だ
単
に
編
纂
者
に

よ
っ
て
引
用
さ
れ
て
い
な
い
だ
け
か
も
し
れ
な
い
の
で
あ
る
。
想
像
を
た
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く
ま
し
く
す
れ
ば
、「
私
」
は
最
後
の
最
後
で
一
線
を
踏
み
越
え
て
し
ま
っ

た
の
で
は
な
い
か
、
と
考
え
ら
れ
な
く
も
な
い
。

さ
ら
に
言
え
ば
、
編
纂
者
の
〈
意
図
〉
の
さ
ら
に
上
位
に
は
、
作
者
太

宰
の
〈
意
図
〉
も
控
え
て
い
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
作
品
は
、「
私
」
の
〈
意

図
〉、
聞
き
手
の
〈
意
図
〉、
編
纂
者
の
〈
意
図
〉、
作
者
太
宰
の
〈
意
図
〉、

と
い
っ
た
さ
ま
ざ
ま
な
〈
意
図
〉
に
取
り
巻
か
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ

れ
ら
の
〈
意
図
〉
は
そ
れ
ぞ
れ
に
ズ
レ
を
含
ん
で
い
る
だ
ろ
う
し
、
ま
た

そ
の
う
ち
の
ど
れ
か
一
つ
と
こ
の
作
品
の
〈
意
味
〉
が
ぴ
っ
た
り
重
な
る

と
い
う
こ
と
も
な
い
だ
ろ
う
。

「
ど
う
や
ら
、供
実
朝
論
の
時
代
僑
と
で
も
呼
ぶ
べ
き
季
節
が
あ
る
ら

し
い
」
と
言
う
小
笠
原
賢
二
は
、
そ
の
一
つ
と
し
て
「
昭
和
十
年
代
末
期
」

を
挙
げ
て
い
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
太
宰
の
『
右
大
臣
実
朝
』
を
初
め

（

）

と
し
て
、
小
林
秀
雄
の
「
実
朝
」（「
文
学
界
」
一
九
四
三
・
二
～
六
）
や

斎
藤
茂
吉
の
『
源
実
朝
』（
一
九
四
三
、
岩
波
書
店
）
が
発
表
さ
れ
た
時
代

で
あ
る
。
そ
し
て
小
笠
原
は
、「
実
朝
の
悲
劇
的
な
生
と
短
歌
が
、
逼
迫
し

た
時
代
に
身
動
き
な
ら
ず
か
ら
め
取
ら
れ
た
イ
ン
テ
リ
ゲ
ン
チ
ャ
に
と
っ

て
、
自
己
仮
託
し
自
己
確
認
す
る
た
め
の
恰
好
の
対
象
と
な
っ
た
よ
う
だ
。

避
け
よ
う
も
な
く
血
腥
い
時
代
を
生
き
る
知
識
人
の
自
己
省
察
、
自
己
画

定
の
場
と
し
て
実
朝
の
生
き
た
中
世
の
時
代
は
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
」
と

指
摘
し
て
い
る
。

た
し
か
に
小
林
秀
雄
の
「
実
朝
」
に
関
し
て
い
え
ば
、
そ
の
よ
う
な
指

摘
は
あ
た
っ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。「
自
己
省
察
」
と
い
う
よ
り
は
「
自

己
慰
藉
」
と
で
も
言
っ
た
ほ
う
が
適
切
だ
と
思
わ
れ
る
が
。
だ
が
、
そ
う

し
た
表
面
的
に
は
政
治
か
ら
逃
避
し
て
い
る
か
に
見
え
る
イ
ン
テ
リ
の
だ

ら
し
な
い
自
己
慰
藉
が
、
あ
る
種
の
政
治
的
効
果
を
実
際
に
発
揮
し
て
い

た
こ
と
は
や
は
り
見
逃
せ
な
い
。
た
と
え
ば
、
小
林
は
実
朝
の
「
山
は
裂

け
海
は
あ
せ
な
む
世
な
り
と
も
君
に
ふ
た
心
わ
が
あ
ら
め
や
も
」
と
い
う

和
歌
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

金
槐
集
は
、
こ
の
有
名
な
歌
で
終
つ
て
ゐ
る
。
こ
の
歌
に
も
何
か

し
ら
永
ら
へ
る
の
に
不
適
当
な
無
垢
な
魂
の
沈
痛
な
調
べ
が
聞
か
れ

る
の
だ
が
、
彼
の
天
稟
が
、
遂
に
、
そ
れ
を
生
ん
だ
、
巨
大
な
伝
統

の
美
し
さ
に
出
会
ひ
、
そ
の
上
に
眠
つ
た
事
を
信
じ
よ
う
。
こ
ゝ
に

在
る
わ
が
国
語
の
美
し
い
持
続
と
い
ふ
も
の
に
驚
嘆
す
る
な
ら
ば
、

伝
統
と
は
現
に
眼
の
前
に
見
え
る
形
あ
る
物
で
あ
り
、
遥
か
に
想
ひ

見
る
何
か
で
は
な
い
事
を
信
じ
よ
う
。

「
巨
大
な
伝
統
の
美
し
さ
」、「
わ
が
国
語
の
美
し
い
持
続
」
と
い
う
言

葉
で
小
林
が
行
な
っ
て
い
る
こ
と
を
、
単
な
る
自
己
慰
藉
と
言
う
こ
と
は

で
き
な
い
だ
ろ
う
し
、
ま
し
て
や
自
己
省
察
な
ど
で
は
断
じ
て
な
い
。
ま

さ
し
く
小
林
は
美
学
的
に
戦
争
に

「
君
」（
天
皇
）
の
名
の
も
と
に

行
な
わ
れ
た
戦
争
に

加
担
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
小
林
以

上
に
「
伝
統
」
を
称
揚
し
て
い
た
の
は
、
太
宰
と
も
浅
か
ら
ぬ
縁
が
あ
る

保
田
與
重
郎
で
あ
っ
た
。『
後
鳥
羽
院
』（
一
九
三
九
、
思
潮
社
）
の
増
補

新
版
（
一
九
四
二
、
万
里
閣
）
の
前
書
き
に
お
い
て
、
保
田
は
次
の
よ
う

に
記
し
て
い
る
。
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初
め
本
書
が
上
梓
さ
れ
た
頃
を
思
へ
ば
、
時
勢
は
一
変
し
た
感
が

あ
る
。
著
者
は
初
版
の
序
文
に
於
て
、
わ
が
皇
紀
の
新
世
紀
初
頭
に
、

世
界
史
の
変
革
を
期
待
し
熱
祷
し
た
が
、
正
に
皇
軍
は
神
の
ま

に

く
そ
れ
を
顕
現
し
、
我
々
の
伝
統
の
神
が
た
り
こ
そ
、
日
本
の

原
理
な
る
意
味
も
一
段
と
切
実
に
な
っ
た
。

皇
神
の
古
の
道
は
明
ら
か
に
、
御
民
総
て
が
そ
れ
を
奉
じ
て
己
が

生
命
の
原
理
と
す
る
日
が
来
た
の
で
あ
る
。
著
者
は
そ
の
道
を
生
命

の
原
理
と
し
て
き
た
近
古
以
後
の
詩
人
の
生
成
の
理
を
語
り
、
日
本

文
学
史
観
と
詩
人
観
を
明
ら
か
な
ら
し
め
る
為
に
著
し
た
本
書
が
、

此
の
日
再
版
の
機
会
を
得
た
こ
と
を
欣
び
、
新
し
い
増
補
に
よ
つ
て
、

本
書
の
歴
史
観
を
さ
ら
に
強
め
得
た
こ
と
を
信
ず
る
の
で
あ
る
。

増
補
新
版
に
お
い
て
初
め
て
収
録
さ
れ
た
「
承
久
拾
遺
」
に
お
い
て
、

保
田
は
「
こ
の
実
朝
は
若
年
の
人
で
あ
つ
た
が
、
動
乱
の
時
代
を
生
き
た

一
人
物
で
あ
つ
た
。
後
鳥
羽
院
の
御
計
画
に
志
を
合
せ
た
と
い
ふ
伝
説
も

有
力
な
も
の
と
し
て
あ
る
が
、〔
…
〕
実
朝
の
山
は
さ
け
海
は
あ
せ
な
む
の

や
う
な
歌
に
も
と
づ
い
て
、
さ
き
の
方
の
伝
説
に
加
担
す
る
人
が
今
で
は

多
い
し
、
ま
た
い
つ
だ
つ
て
さ
う
で
あ
る
方
が
よ
い
に
決
ま
つ
て
ゐ
る
」

と
し
、
後
鳥
羽
院
を
承
久
の
変
に
駆
り
立
て
た
の
は
「
実
朝
の
死
」
で

あ
っ
た
と
断
定
し
て
い
る
。
こ
の
時
代
に
お
い
て
、
実
朝
と
い
う
ア
イ
コ

ン
が
ど
の
よ
う
に
利
用
さ
れ
て
い
た
の
か
、
そ
の
一
端
が
う
か
が
え
る
で

あ
ろ
う
。

（

）

太
宰
の
『
右
大
臣
実
朝
』
を
、
小
林
や
保
田
の
よ
う
な
美
学
的
な

そ
れ
で
い
て
実
際
は
き
わ
め
て
政
治
的
な

実
朝
表
象
の
同
類
と
み

な
す
こ
と
ほ
ど
馬
鹿
げ
た
こ
と
は
な
い
。
こ
の
作
品
に
お
け
る
実
朝
は
、

い
く
つ
も
の
不
透
明
な
〈
意
図
〉
に
取
り
巻
か
れ
て
、
き
わ
め
て
茫
漠
と

し
た
姿
を
さ
ら
す
に
過
ぎ
な
い
の
だ
か
ら
。
実
朝
に
対
す
る
美
学
的
な
解

釈
を
行
な
え
る
の
は
、
こ
の
作
品
の
異
様
さ
に
目
を
瞑
っ
た
者
だ
け
な
の

だ
。
こ
こ
に
あ
る
の
は
、
作
品
を
読
む
こ
と
を
、
あ
る
い
は
〈
歴
史
〉
に

つ
い
て
考
え
る
こ
と
を
自
己
慰
藉
の
手
段
と
す
る
よ
う
な
、
と
め
ど
も
な

く
自
堕
落
な
在
り
様
に
抵
抗
す
る
よ
う
な
何
か
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
読

む
こ
と
の
倫
理
に
無
自
覚
で
は
い
ら
れ
な
い
者
に
と
っ
て
、『
右
大
臣
実

朝
』
と
い
う
作
品
を
容
易
に
わ
か
っ
た
気
に
な
る
こ
と
な
ど
出
来
は
し
な

い
だ
ろ
う
。

井
口
時
男
は
「
太
宰
の
イ
ロ
ニ
ー
は
あ
げ
て
「
無
垢
」
に
し
て
「
無
心
」

な
る
も
の
の
価
値
上
昇
の
た
め
に
行
使
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、「
無
垢
」
に

し
て
「
無
心
」
な
る
も
の
自
体
は
イ
ロ
ニ
ー
（
反
語
・
皮
肉
）
の
対
象
に

は
な
ら
な
い
」
と
指
摘
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
あ
ま
り
に
も
太
宰
作
品
の

（

）

ア
イ
ロ
ニ
ー
の
射
程
を
み
く
び
っ
た
見
解
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
実
朝
を

「
天
衣
無
縫
」
な
存
在
に
持
ち
上
げ
る
「
私
」
の
所
作
が
そ
れ
ほ
ど
単
純

な
も
の
で
は
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
、
だ
と
す
れ
ば
同
じ
く
「
私
」

が
「
御
朝
廷
の
尊
い
御
方
々
」
に
口
を
き
わ
め
て
賛
辞
を
呈
す
る
の
も
ま
た
、

何
ら
か
の
〈
意
図
〉
が
介
在
し
て
い
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
て
く
る
だ
ろ
う
。

は
た
し
て
実
朝
も
、「
御
朝
廷
」
も
、
そ
れ
ほ
ど
「「
無
垢
」
に
し
て
「
無

心
」」
な
の
だ
ろ
う
か
と
い
う
疑
問
も
読
者
の
胸
に
は
兆
し
て
く
る
は
ず
だ
。

安
藤
恭
子
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、『
右
大
臣
実
朝
』
が
扱
う
「
題
材
は
、
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「
朝
廷
」
を
絶
対
視
す
る
「
実
朝
」
も
、
ま
た
、
そ
の
〈
崇
敬
〉
の
対
象

で
あ
っ
た
「
御
所
」
さ
え
も
、
政
治
的
葛
藤
の
一
要
素
と
し
て
し
か
存
在

し
得
な
い
こ
と
を
、
ま
さ
に
ア
イ
ロ
ニ
ッ
ク
に
示
し
得
る
も
の
」
で
も

（

）

あ
っ
た
。
と
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
作
品
を
書
い
た
太
宰
の
〈
意
図
〉
に
つ

い
て
も
さ
ま
ざ
ま
な
推
測
が
可
能
と
な
っ
て
く
る
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、

そ
う
し
た
〈
意
図
〉
は
単
一
の
も
の
に
回
収
さ
れ
は
し
な
い
。
そ
れ
は
あ

く
ま
で
複
数
の
ま
ま
に
留
め
お
か
れ
る
の
だ
。

「
い
つ
も
大
多
数
派
で
あ
る
ふ
り
を
し
て
ゐ
る
、
大
衆
と
一
し
よ
に
な

つ
て
声
を
合
は
せ
て
合
唱
を
や
つ
て
ゐ
る
、
俗
衆
の
先
頭
に
立
つ
て
何
食

は
ぬ
顔
で
音
頭
さ
へ
と
つ
て
ゐ
る

し
か
し
さ
う
し
な
が
ら
、
実
は
、

あ
ら
ゆ
る
通
念
、
正
統
、
権
威
を
瓦
解
さ
せ
、
嘲
弄
し
て
ゐ
た
」「
イ
ロ
ニ

ス
ト
（
反
語
家
）」
と
し
て
の
戦
略
を
示
唆
す
る
林
房
雄
は
、
次
の
よ
う
に

そ
の
危
険
性
を
指
摘
す
る
こ
と
を
忘
れ
な
い
。

反
語
家
は
そ
の
本
質
上
、
誤
解
さ
れ
る
こ
と
を
避
け
え
ま
せ
ん
。
し

か
し
、
彼
は
平
気
で
そ
れ
を
甘
受
し
、
否
、
ひ
そ
か
に
こ
れ
を
快
と

し
て
ゐ
る
ほ
ど
に
悪
魔
的
で
さ
へ
あ
り
ま
す
。
反
語
家
の
真
の
危
険

は
、
外
部
か
ら
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
呼
ば
は
り
さ
れ
て
立
場
を
悪
く
す
る

と
い
ふ
や
う
な
点
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
内
部
に
お
い
て
一

種
の
心
理
的
陥
穽
に
お
ち
こ
む
こ
と
が
往
々
に
し
て
あ
る
と
い
ふ
こ

と
で
す
。
反
語
家
は
時
と
す
る
と
ジ
キ
ル
博
士
と
ハ
イ
ド
氏
の
や
う

な
も
の
で
あ
る
。
彼
の
仮
面
が
第
二
の
性
質
と
な
り
、
そ
れ
が
あ
ま

り
に
〈
彼
の
役
割
の
皮
膚
〉
の
な
か
に
穿
入
し
す
ぎ
て
、
そ
の
第
一

と
第
二
の
性
質
の
間
を
往
復
し
て
ゐ
る
う
ち
に
、
ど
つ
ち
が
よ
り
ほ

ん
も
の
で
あ
る
か
が
わ
か
ら
な
く
な
つ
て
し
ま
う
。

（

）

ア
イ
ロ
ニ
ー
を
行
使
す
る
者
は
、「
仮
面
」（
表
層
）
が
い
つ
の
間
に
か

深
層
に
浸
潤
し
て
い
く
危
険
性
と
常
に
隣
り
合
わ
せ
だ
。『
右
大
臣
実
朝
』

の
朝
廷
賛
美
を
、
単
な
る
偽
装
で
あ
り
、
太
宰
は
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
全

く
思
っ
て
い
な
か
っ
た
、
と
断
言
す
る
の
も
、
そ
れ
と
反
対
の
主
張
を
す

る
の
と
同
様
に
、
や
は
り
躊
躇
わ
れ
る
に
違
い
な
い
。
そ
し
て
、
そ
の
よ

（

）

う
な
問
題
を
考
え
る
際
に
は
、
太
宰
の
〈
意
図
〉
と
こ
の
作
品
の
〈
意
味
〉

と
は
必
ず
し
も
同
一
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
も
ま
た
心
に
留
め
て
お
く
必

要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

『
右
大
臣
実
朝
』
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
〈
意
図
〉
に
取
り
巻
か
れ
な
が
ら
、

読
者
を
惑
わ
し
続
け
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
異
様
さ
が
醸
し
出
す
魅

力
に
惹
か
れ
て

少
な
く
と
も
私
は

こ
れ
か
ら
も
こ
の
作
品
を

繰
り
返
し
読
み
続
け
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
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注（
１
）

吉
本
隆
明
『
源
実
朝
』（
一
九
七
一
・
八
、
筑
摩
書
房
）

（
２
）

野
口
武
彦
「
三
人
の
実
朝
」（「
海
」
一
九
八
三
・
四
）

（
３
）

木
村
小
夜
「「
右
大
臣
実
朝
」

近
習
と
公
暁
」（「
国
文
学
」
二

〇
〇
二
・
一
二
）

（
４
）

ポ
ー
ル
・
ド
・
マ
ン
が
『
読
む
こ
と
の
ア
レ
ゴ
リ
ー
』（
二
〇
一
二
・

一
二
、
岩
波
書
店
）
で
鋭
く
指
摘
す
る
よ
う
に
、
字
義
的
解
釈
と
比
喩

的
解
釈
の
境
目
は
通
常
思
わ
れ
て
い
る
ほ
ど
は
っ
き
り
し
て
い
る
わ

け
で
は
な
い
。

（
５
）

大
塚
久
『
将
軍
実
朝
』（
一
九
四
〇
・
一
一
、
高
陽
書
院
）
は
、「
北

條
時
政
の
執
権
時
代
は
、
義
時
は
寧
ろ
実
朝
擁
護
の
立
場
に
在
つ
た
」

の
だ
が
、「
建
保
の
二
年
三
年
、
殊
に
同
四
年
頃
か
ら
、
実
朝
は
俄
に

自
ら
将
軍
の
権
威
を
張
ら
う
と
し
、
そ
し
て
義
時
と
の
間
に
互
に
摩
擦

を
生
ず
る
や
う
な
事
情
に
な
つ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
」
と
推
測
し
て

い
る
。
ち
な
み
に
、
同
書
は
太
宰
が
『
右
大
臣
実
朝
』
執
筆
に
あ
た
っ

て
参
照
し
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
て
い
る
。
島
田
昭
男
「
右
大

臣
実
朝
論

そ
の
成
立
事
情
を
中
心
に
」（『
批
評
と
研
究

太
宰

治
』
一
九
七
二
・
四
、
芳
賀
書
店
）、
山
内
祥
史
「
解
題
」（『
太
宰
治

全
集

第
五
巻
』
一
九
九
〇
・
二
、
筑
摩
書
房
）、
嘉
数
弓
子
「
歴
史

小
説
「
右
大
臣
実
朝
」
執
筆
参
考
資
料
を
め
ぐ
っ
て
」（「
太
宰
治
」
七
、

一
九
九
一
・
六
）
な
ど
を
参
照
。

（
６
）

森
井
直
子
「『
右
大
臣
実
朝
』
試
論

歴
史
記
述
と
の
出
会
い
」

（『
新
世
紀
太
宰
治
』
二
〇
〇
九
・
六
、
双
文
社
出
版
）

（
７
）

木
村
前
掲
論
文

（
８
）

権
錫
永
「
ア
ジ
ア
太
平
洋
戦
争
期
に
お
け
る
意
味
を
め
ぐ
る
闘
争

（
４
）

太
宰
治
『
右
大
臣
実
朝
』」（「
北
海
道
大
学
文
学
研
究
科
紀

要
」
二
〇
〇
三
・
二
）

（
９
）

清
水
幾
太
郎
『
流
言
蜚
語
』（
一
九
三
七
・
一
二
、
日
本
評
論
社
）

（

）

松
原
隆
一
郎
「
解
説
」（
清
水
幾
太
郎
『
流
言
蜚
語
』
二
〇
一
一
・

10

六
、
ち
く
ま
学
芸
文
庫
）
は
、「
流
言
飛
語
の
擁
護
は
朝
鮮
人
虐
殺
に

憤
っ
た
彼
の
体
験
か
ら
す
れ
ば
意
外
で
は
あ
る
が
、
震
災
直
後
で
は
な

く
軍
部
の
権
力
が
異
様
な
高
ま
り
を
見
せ
つ
つ
あ
っ
た
頃
に
綴
ら
れ

た
文
章
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
清
水
は
流
言
蜚
語
に
対
し
て
検
閲
す
ら
す
り

抜
け
る
批
判
的
言
論
と
し
て
の
役
割
を
期
待
し
た
の
で
あ
ろ
う
」
と
述

べ
て
い
る
。

（

）
『
社
会
問
題
資
料
叢
書

第
一
輯
「
支
那
事
変
に
関
す
る
造
言
飛
語

11

に
就
い
て
」「
支
那
事
変
下
に
於
け
る
不
穏
言
動
と
其
の
対
策
に
就
い

て
」』（
一
九
七
八
・
八
、
東
洋
文
化
社
）

（

）

松
山
巌
『
う
わ
さ
の
遠
近
法
』（
一
九
九
三
・
二
、
青
土
社
）

12
（

）

津
島
美
知
子
「
実
朝
の
こ
ろ
」（『
太
宰
治
全
集

付
録
第
八
号
』
一

13

九
四
九
・
七
、
八
雲
書
店
）

（

）

中
谷
孝
雄
「『
右
大
臣
実
朝
』」（『
太
宰
治
全
集

月
報

』
一
九
五

14

11

六
・
八
、
筑
摩
書
房
）
に
よ
れ
ば
、
そ
の
よ
う
な
噂
の
発
端
と
な
っ
た

の
は
芳
賀
檀
で
あ
っ
た
よ
う
だ
。

（

）

安
藤
宏
「「
一
般
家
庭
人
ニ
対
シ
悪
影
響
」

太
宰
治
『
花
火
』」

15

（「
国
文
学
」
二
〇
〇
二
・
七
臨
増
）
参
照
。

（

）

中
島
健
蔵
「
戦
争
・
弾
圧
・
抵
抗
」（「
文
藝
」
一
九
五
二
・
六
）

16
（

）

中
村
真
一
郎
「
芸
術
的
抵
抗
派
」（『
昭
和
文
学
十
二
講
』
一
九
五

17

〇
・
一
二
、
改
造
社
）

（

）

拙
稿
「『
太
宰
治
全
集
』
の
成
立

検
閲
と
本
文
」（「
イ
ン
テ
リ

18

ジ
ェ
ン
ス
」
八
、
二
〇
〇
七
・
四
）
参
照
。

（

）

八
代
国
治
『
吾
妻
鏡
の
研
究
』（
一
九
一
三
・
一
二
、
明
世
堂
書
店
）

19

は
、「
吾
妻
鏡
」
は
一
度
に
成
立
し
た
も
の
で
は
な
く
、
源
氏
三
代
の

将
軍
記
が
文
永
二
年
（
一
二
六
五
）
か
ら
同
一
〇
年
（
一
二
七
三
）
の

頃
、
以
後
の
将
軍
記
は
正
応
三
（
一
二
九
〇
）
年
か
ら
嘉
元
二
（
一
三

〇
四
）
年
の
頃
と
、
二
段
階
で
成
立
し
た
と
推
測
し
て
い
る
。
そ
れ
に

対
し
て
、
五
味
文
彦
『
増
補
・
吾
妻
鏡
の
方
法
』（
二
〇
〇
〇
・
一
一
、

吉
川
弘
文
館
）
は
異
議
を
唱
え
、
一
四
世
紀
初
頭
に
全
体
が
一
度
に
成

立
し
た
の
で
は
な
い
か
と
述
べ
て
い
る
。
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（

）

五
味
前
掲
書
。

20
（

）

そ
の
よ
う
に
考
え
た
場
合
は
、
魯
迅
の
仙
台
留
学
時
代
を
描
い
た
太

21

宰
の
『
惜
別
』（
一
九
四
五
・
九
、
朝
日
新
聞
社
）
と
の
共
通
点
も
見

え
て
く
る
か
も
し
れ
な
い
。『
惜
別
』
は
、
魯
迅
の
同
級
生
で
あ
っ
た

「
私
」
が
新
聞
記
者
か
ら
魯
迅
の
仙
台
留
学
時
代
に
つ
い
て
取
材
を
受

け
る
が
、
そ
の
後
「
日
支
親
和
の
先
駆
」
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
た
記
事

を
読
ん
で
、「
社
会
的
な
、
ま
た
政
治
的
な
意
図
を
も
っ
た
読
物
は
、

あ
の
よ
う
な
書
き
方
を
せ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
ろ
う
」
と
思
う
と
こ

ろ
か
ら
、
そ
れ
と
は
異
な
る
「
私
の
胸
底
の
画
像
」
を
書
き
始
め
る
と

い
う
形
式
に
な
っ
て
い
る
。

（

）

嘉
数
前
掲
論
文
に
指
摘
が
あ
る
よ
う
に
、「
吾
妻
鏡
」
や
「
承
久
軍

22

物
語
」
な
ど
は
『
右
大
臣
実
朝
』
に
引
用
さ
れ
る
際
、
と
こ
ろ
ど
こ
ろ

省
略
さ
れ
て
い
た
り
、
加
筆
さ
れ
て
い
た
り
す
る
こ
と
に
は
注
意
が
必

要
で
あ
る
。『
右
大
臣
実
朝
』
と
典
拠
と
の
関
係
に
関
し
て
は
別
稿
を

用
意
し
た
い
。

（

）

ち
な
み
に
、
同
時
代
の
歴
史
学
に
お
い
て
は
、
実
朝
暗
殺
に
三
浦
義

23

村
が
関
わ
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
推
測
が
さ
れ
て
い
る
。

た
と
え
ば
大
塚
前
掲
書
は
、「
一
種
の
傀
儡
に
過
ぎ
な
か
つ
た
」
公
暁

を
操
っ
て
い
た
の
は
「
彼
の
弟
子
駒
若
丸
か
、
そ
の
父
三
浦
義
村
あ
た

り
」
で
あ
り
、「
そ
の
操
つ
る
糸
の
本
を
辿
れ
ば
、
そ
の
一
端
は
更
に

他
の
何
者
か
、
た
と
へ
ば
義
時
あ
た
り
の
手
に
握
ら
れ
て
ゐ
た
の
で
は

あ
る
ま
い
か
と
疑
は
れ
な
い
で
も
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
。

（

）

小
笠
原
賢
二
「
痛
切
な
自
己
確
認

年
前
後
の
文
学
的
転
換

24

’70

に
つ
い
て
」（
中
野
孝
次
『
実
朝
考

ホ
モ
・
レ
リ
ギ
オ
ー
ズ
ス
の

文
学
』
二
〇
〇
〇
・
一
二
、
講
談
社
文
芸
文
庫
）

（

）

中
野
孝
次
『
実
朝
考

ホ
モ
・
レ
リ
ギ
オ
ー
ズ
ス
の
文
学
』（
一

25

九
七
二
・
三
、
河
出
書
房
新
社
）
は
、「
山
は
裂
け
海
は
あ
せ
な
む
世

な
り
と
も
君
に
二
心
わ
が
あ
ら
め
や
も
」
の
歌
に
つ
い
て
、「
三
十
年

前
電
波
に
の
せ
ら
れ
て
こ
の
歌
が
し
き
り
に
宣
伝
さ
れ
て
い
た
こ
ろ
、

こ
れ
は
あ
の
万
葉
長
歌
の
一
節
「
海
ゆ
か
ば
」
や
、
幕
末
の
書
生
っ
ぽ

ふ
う
な
勤
王
歌
（
岩
波
文
庫
で
さ
え
『
歎
涕
和
歌
集
』
を
出
し
て
い
た
）

と
正
確
に
同
じ
文
脈
で
、
つ
ま
り
「
君
」
に
わ
が
命
を
捧
げ
て
悔
い
な

い
「
臣
民
」
の
心
情
を
歌
っ
た
も
の
と
し
て
讃
美
さ
れ
て
い
た
の
だ
っ

た
」
と
証
言
し
て
い
る
。

（

）

井
口
時
男
「
イ
ロ
ニ
ー
と
天
皇
」（「
太
宰
治
研
究
」
八
、
二
〇
〇

26

〇
・
六
）

（

）

安
藤
恭
子
「『
右
大
臣
実
朝
』

〈
死
〉
と
〈
崇
敬
〉
の
ア
イ
ロ

27

ニ
ー
」（「
解
釈
と
鑑
賞
」
一
九
九
九
・
九
）。
ち
な
み
に
、
現
在
の
歴

史
学
で
は
、
実
朝
が
朝
廷
と
深
く
関
わ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
政
治
的

な
効
果
を
狙
っ
た
も
の
だ
っ
た
と
す
る
の
が
一
般
的
で
あ
る
よ
う
だ
。

た
と
え
ば
、
五
味
前
掲
書
は
「
和
田
合
戦
で
痛
手
を
負
っ
た
政
所
は
、

京
都
・
朝
廷
と
の
関
与
を
強
め
る
こ
と
に
よ
り
再
建
へ
と
動
き
出
し
て

い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。〔
…
〕
公
暁
が
実
朝
暗
殺
に
失
敗
し
た
と
こ

ろ
で
、
第
二
、
第
三
の
死
角
が
放
た
れ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
ま
ち
が
い

な
い
。
そ
れ
だ
け
実
朝
に
よ
る
将
軍
権
力
の
強
化
が
異
様
に
進
行
し

て
い
た
の
で
あ
る
」
と
推
測
し
て
い
る
し
、
坂
井
孝
一
『
源
実
朝

「
東

国
の
王
権
」
を
夢
見
た
将
軍
』（
二
〇
一
四
・
七
、
講
談
社
）
も
「
後

鳥
羽
の
支
援
は
、
将
軍
親
裁
の
強
化
に
取
り
組
む
実
朝
に
と
っ
て
心
強

い
も
の
で
あ
っ
た
。
現
実
的
に
も
大
き
な
政
治
的
効
果
を
発
揮
し
た
。

〔
…
〕
義
時
・
広
元
ら
に
た
い
す
る
姿
勢
を
安
定
志
向
の
協
調
か
ら
、
積

極
的
な
攻
勢
へ
と
転
換
し
た
と
み
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
そ
の
意
味

で
、
建
保
四
年
と
い
う
年
は
明
ら
か
に
一
つ
の
画
期
で
あ
っ
た
」
と
述

べ
て
い
る
。

（

）

林
達
夫
「
反
語
的
精
神
」（「
新
潮
」
一
九
四
六
・
六
）

28
（

）
『
右
大
臣
実
朝
』
に
は
二
つ
の
派
生
作
品
が
あ
る
。「
鉄
面
皮
」（「
文

29

学
界
」
一
九
四
三
・
四
）
と
「
赤
心
」（「
新
潮
」
一
九
四
三
・
五
）
で

あ
る
。
小
林
の
「
実
朝
」
が
連
載
中
の
「
文
学
界
」
に
発
表
さ
れ
た
前

者
は
、『
右
大
臣
実
朝
』
の
予
告
編
と
い
っ
た
体
裁
を
取
り
な
が
ら
も
、
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表
層
と
深
層
の
関
係
を
さ
ま
ざ
ま
な
レ
ベ
ル
で
描
い
て
お
り
、
示
唆
に

富
む
。
た
と
え
ば
、
在
郷
軍
人
の
分
会
査
閲
に
参
加
し
た
「
私
」
は
、

査
閲
官
の
老
大
佐
か
ら
「
召
集
が
な
か
つ
た
の
に
、
み
ず
か
ら
す
す
ん

で
参
加
い
た
し
た
感
心
の
者
」
と
し
て
皆
の
前
で
激
賞
さ
れ
る
。「
み

ん
な
を
、
あ
ざ
む
い
て
ゐ
る
や
う
な
気
が
し
」
た
と
「
私
」
は
言
う
の

だ
が
、
表
層
的
に
は
模
範
的
な
国
民
と
み
な
さ
れ
て
し
ま
う
「
私
」
は
、

深
層
に
お
い
て
は
果
た
し
て
ど
の
よ
う
な
存
在
な
の
だ
ろ
う
か
。
し

か
も
、
そ
の
す
ぐ
あ
と
に
、
実
朝
が
公
暁
に
「
学
問
ハ
オ
好
キ
デ
ス
カ
」

「
無
理
カ
モ
知
レ
マ
セ
ヌ
ガ
」「
ソ
レ
ダ
ケ
ガ
生
キ
ル
道
デ
ス
」
と
言

う
『
右
大
臣
実
朝
』
の
場
面
が
引
用
さ
れ
る
の
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
憶
測

を
誘
う
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
し
、「
鉄
面
皮
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
も
ま
た
、

困
難
な
時
代
の
な
か
で
の
「
私
」
の
生
き
る
指
針
を
示
し
て
い
る
よ
う

に
も
思
わ
れ
て
く
る
だ
ろ
う
。
だ
が
、
後
者
は
実
朝
の
尊
皇
精
神
を
描

い
た
一
場
面
を
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
（
完
成
稿
と
は
若
干
の
異
同
が
あ
る
）

抜
き
出
し
た
も
の
で
、
こ
れ
だ
け
読
む
と
ア
イ
ロ
ニ
ー
は
少
し
も
感
じ

る
こ
と
が
出
来
な
い
。「
ユ
ダ
ヤ
ジ
ン
実
朝
」
問
題
に
対
す
る
対
抗
策

で
あ
る
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
前
者
と
は
方
向
が
正
反
対
に
も
思
わ
れ

る
後
者
の
よ
う
な
文
章
を
発
表
す
る
太
宰
の
〈
意
図
〉
は
な
か
な
か
に

定
め
が
た
い
の
で
あ
る
。
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