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『
一
条
摂
政
御
集
』
の
他
撰
部
に
つ
い
て
の
一
考
察

卜

詞

書

を

中

心

と

し

て

―

は
じ
め
に

全

一
九
四
首
を
有
す
る
藤
原
伊
ヌ
の
私
家
集

『
一
条
摂
政
御
集
』
は
、

冒
頭
四

一
首
が
伊
ヂ
自
撰
の
歌
物
語
的
部
分
で
、
残
り
の
一
五
三
首
は
他

撰
で
あ
る
。
自
撰
の
部
分
は
私
家
集
と
歌
物
語
の
境
界
に
位
置
す
る
作
品

と
し
て
従
来
か
ら
注
目
を
浴
び
て
い
る
が
、
他
撰
の
部
分
に
つ
い
て
は
あ

ま
り
言
及
さ
れ
な
い
。
本
稿
で
は
他
撰
の
部
分
を
と
り
あ
げ
て
、
小
考
を

め
ぐ
ら
し
て
み
る
。

ま
ず
最
初
に
先
学
の
研
究
に
従
い
、　
コ

条
摂
政
御
集
』
全
体
の
構
成

を
ま
と
め
て
、
各
部
分
に
私
に
名
称
を
与
え
て
お
く
。

（漢
数
字
は
歌
番

号
）

１
、　
　
　
　
一
～
四

一　
　
　
　
自
撰
部

２
、
　
　
四
二
～

一
九
二
　
　
　
他
撰
部

四
二
～

一
一
九
　
　
　
Ａ
部
分

一
二
〇
～

一
九
二
　
　
　
Ｂ
部
分

３
、
　

一
九
二

・
一
九
四
　
　
　
『拾
遺
集
』
歌
補
垣
郡

堤

和

博

他
撰
部
の

一
一
九
番
と

一
二
〇
番
の
間
に
切
れ
目
が
あ
る
点
と
、　
一
九

二

。
一
九
四
番
の
二
首
が

『拾
遺
集
』
か
ら
補
わ
れ
た
歌
で
あ
る
点
は
、

コ

条
摂
政
御
集
注
釈
』
（１
）と
阿
部
俊
子
（２
）が
と
も
に
幾
つ
か
の
徴

証
を
挙
げ
て
指
摘
し
て
お
り
、
私
も
首
肯
す
べ
き
見
解
だ
と
考
え
て
い
る
。

ま
た
、
四
二
番
歌
の
詞
書
部
分
に
序
文
が
、　
一
一
九
番
の
後
書
部
分
に
跛

文
が
そ
れ
ぞ
れ
あ
る
の
で
、
Ａ
部
分
を

一
つ
の
歌
集
と
捉
え
る
の
に
も
異

論
は
な
い
。
本
稿
で
問
題
に
し
た
い
の
は
、
Ｂ
部
分
に
関
し
て
で
あ
る
。

Ｂ
部
分
も
、
例
え
ば
阿
部
俊
子
が
、

「お
と
ど
の
集
の
第
二
部
」

（引
用
者
注
―
私
に
い
う
Ｂ
部
分
）
と

か
り
に
呼
ん
だ
部
分
は

「お
と
ど
の
集
の
第

一
部
」

（引
用
者
注
―

私
に
い
う
Ａ
部
分
）
と
表
裏
を
な
し
て
、
第

一
部
の
資
料
を
ひ
ろ
ひ

出
し
た
あ
と
に
残
さ
れ
た
と
い
ふ
条
件
の
下
で
ま
と
め
ら
れ
た

一
つ

の
歌
集
と
現
在
で
は
考

へ
て
み
て
ゐ
る
。

と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
今
ま
で
は

「
一
つ
の
歌
集
」
と
し
て
扱
わ
れ
る

傾
向
が
強
か

っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
早
く
か
ら
指
摘
さ
れ
て
い
る
通
り
、　
一

五
二
～

一
六
四
番
は
詞
書
が
日
記
風
に
書
か
れ
た
女
性
の
独
詠
歌
の
連
続
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で
あ
り
、
伊
ア
の
他
撰
私
家
集
中
に
あ

っ
て
は
異
彩
を
放
つ
存
在
と
な
っ

て
い
る
。
こ
う
い
う
箇
所
を
含
む
に
も
関
わ
ら
ず
、
Ｂ
部
分
を

一
つ
の
歌

集
と
し
て
扱
う
の
は
、　
一
五

一
番
ま
で
と

一
六
五
番
以
下
に
性
質
上
の
違

い
を
認
め
ず
、
そ
の
間
に
た
ま
た
ま

一
五
二
～

一
六
四
番
が
入
り
込
ん
だ

と
考
え
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
も
し

一
五

一
番
ま
で
と

一
六
五
番

以
下
の
性
格
が
異
質
で
あ
る
な
ら
ば
、
Ｂ
部
分
は
そ
れ
ぞ
れ
違

っ
た
性
質

を
有
す
る
三
つ
の
部
分
か
ら
で
き
て
い
る
こ
と
に
な
り
、
こ
れ
を

一
つ
の

歌
集
と
す
る
従
来
の
捉
え
方
に
は
訂
正
を
加
え
る
必
要
が
出
て
く
る
の
で

は
な
か
ろ
う
か
。
本
稿
で
は

一
五
二
～

一
六
四
番
の
前
後
の
部
分
の
詞
書

等
に
注
目
し
、

①
Ｂ
部
分
の
中
の
一
五

一
番
ま
で
と

一
六
五
番
以
下
は
そ
れ
ぞ
れ
違
っ

た
性
質
を
も
っ
て
お
り
、
Ｂ
部
分
は

「
一
つ
の
歌
集
」
と
み
る
べ
き

で
な
い

②
Ｂ
部
分
の
そ
れ
ぞ
れ
の
箇
所
が
持
つ
特
徴
は
、
編
纂
者
に
よ
っ
て
も

た
ら
さ
れ
た
の
で
は
な
く
、
も
と
の
資
料
段
階
か
ら
備
わ

っ
て
い
た

と
考
え
ら
れ
る

と
い
う
二
点
を
指
摘
し
、
併
せ
て
他
撰
部
の
成
立
や
構
成
の
問
題
に
も
言

及
し
た
い
。

そ
こ
で
、
以
下
の
論
述
の
便
宜
上
、
女
性
の
独
詠
歌
が
並
ぶ

一
五
二
～

一
六
四
番
を
中
心
に
し
て
Ｂ
部
分
を
三
分
割
し
、
お
の
お
の
に
私
に
左
の

よ
う
な
呼
称
を
与
え
て
お
く
。

一
二
〇
～

一
五

一　
Ｂ
①

一
五
二
～

一
六
四
　
Ｂ
③

一
六
五
～

一
九
二
　
Ｂ
Ｏ

一　

Ｂ
①
の
笙
負

ま
ず
詞
書
や
後
書
か
ら
窺
え
る
Ｂ
①
の
性
質
か
ら
指
摘
し
て
い
く
。

Ｂ
①
の
詞
書
等
の
顕
著
な
特
徴
と
し
て
、
伊
ヂ
と
歌
を
交
わ
す
女
性
を

特
定
で
き
る
表
現
が
ほ
と
ん
ど
な
い
点
が
挙
げ
ら
れ
る
。
す
な
わ
ぢ
、
Ｂ

①
の
詞
書
で
は
、

「を
ん
な
」

（
一
二
四
番
等
）
や

「お
な
じ
人
」

（
一

四
二
番
等
）
な
ど
の
語
句
が
女
性
を
指
し
て
お
り
、
女
性
が
誰
で
あ
る
の

か
は
明
示
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

し
か
し
、　
〓

二
番
の
詞
書

「を
ん
な
、
の
ち
の
よ
の
た
か
ま
つ
の
な

い
し
と
ぞ
」
の
中
の

「た
か
ま
つ
の
な
い
し
」

（高
松
内
侍
）
だ
け
は
例

外
と
な
っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
、
次
に
列
挙
し
た
Ａ
部
分
に
あ
る
詞
書
に

注
目
し
た
い
（３
）。

四
九
　
さ
い
さ
う
に
な
り
た
ま
て
、
な
い
し
の
か
ん
の
と
の
に
。
御

い
も
う
と

五
二
　
の
ぶ
か
た
の
き
み
う
し
な
ひ
た
ま
た
る
に
、
ち
じ
の
大
納
〓富

と
の
ち
の
よ
に
は
き
こ
え
し
、
ゝ
げ
み
つ
の
き
み

五
七
　
御
か
へ
し
。
や
ま
と
の
め
の
と
ヽ
よ
に
い
ひ
け
る

六
七
　
と
ね
ぎ
み
の
は
ヽ
ぎ
み
は
ゐ
ど
の
。
測
力ゝ‐
つ―
力、―
劃
副
測
引
湖
「

一
〇
三
　
か
へ
し
。
本
院
に
こ
そ
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一
一
〓
一　
利
開
倒
―こ―
劇
、
じ
ゞ
う
の
き
み
へ
、
日
制
引

こ
の
中
で
私
に
傍
線
を
施
し
た
箇
所
は
、
編
纂
者
に
よ
っ
て
書
き
加
え
ら

れ
た
贈
答
相
手
に
関
す
る
注
記
で
、
も
と
の
資
料
に
は
な
か
っ
た
と
考
え

ら
れ
て
い
る
（４
）。
具
体
的
に
い
う
と
、
例
え
ば
四
九
番
の
傍
線
部
は

「な
い
し
の
か
ん
の
と
の
」
が
伊
ア
の
妹
で
あ
る
こ
と
を
、
ま
た
五
七
番

の
傍
線
部
は
返
歌
の
作
者
が

「大
和
乳
母
」
で
あ
る
と
世
間
で
言
わ
れ
て

い
た
こ
と
を
、
そ
れ
ぞ
れ
編
纂
者
が
注
記
し
た
と
考
え
る
わ
け
で
あ
り
、

私
も
そ
の
通
り
だ
と
思

っ
て
い
る
。
と
く
に
五
七
番
の
傍
線
部
は
、　
コ

条
摂
政
御
集
』
の
唯

一
伝
本
益
田
家
旧
蔵
本
を
見
る
と
（５
）、

「御
か
へ

し
」
の
下
に
割
注
形
式
で
書
か
れ
て
あ
り
、
注
記
で
あ
る
の
は
明
ら
か
で

あ
る
。
さ
て
、
今
挙
げ
た
Ａ
部
分
の
例
を
考
慮
に
入
れ
て
問
題
を

一
二

一

番
に
戻
す
と
、
末
尾
の

「と
ぞ
」

（引
用
の
格
助
詞

「と
」
と
強
意
の
係

助
詞

「ぞ
」
）
が
注
目
さ
れ
る
。
つ
ま
り
こ
の
語
に
よ
っ
て
、　
〓

〓
番

の
詞
書
の

「
の
ち
の
よ
の
」
以
下
は
返
歌
の
作
者
が

「高
松
内
侍
」
で
あ

る
と
聞
い
た
こ
と
を
示
す
た
め
に
、
何
者
か
が
書
き
加
え
た
注
記
と
考
え

て
よ
い
と
思
う
の
で
あ
る
（６
）。
そ
う
す
る
と
、　
〓

二
番
の
詞
書
の
資

料
段
階
で
の
形
は

「御
か
へ
し
」
だ
け
で
、
相
手
の
女
性
の
名
を
り
不
し

な
い
Ｂ
①
の
特
徴
に
合
致
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

ま
た
、

「
こ
れ
ま
で
み
な
本
院
の
」
と
な
っ
て
い
る

一
五

一
番
の
後
書

も
検
討
し
て
お
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

「本
院
」
が
本
院
侍
従
な
ど
誰

か
特
定
の
人
物
を
指
じ
て
い
る
の
な
ら
ば
、
贈
答
相
手
の
女
性
を
明
記
し

て
い
る
例
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
こ
の
後
書
は
、
ど
こ
か
ら
を

指
し
て

「
こ
れ
ま
で
」
と
い
っ
て
い
る
の
か
明
確
で
な
い
な
ど
、
は
な
は

だ
意
味
が
曖
昧
で
、
い
ま
だ
定
説
と
な

っ
て
い
る
解
釈
は
な
い
。
実
は

「本
院
」
も
女
性
の
呼
び
名
で
は
な
く
て
、
資
料
の
出
所
が
本
院
邸
で
あ

る
こ
と
を
指
し
示
し
て
い
る
語
句
な
の
か
も
し
れ
な
い
の
で
あ
る
。
こ
こ

で
私
自
身
の
解
釈
を

一
応
示
し
て
お
く
と
、
も
し

「本
院
」
が
人
物
の
呼

び
名
な
ら
ば

「
こ
れ
ま
で
み
ん
な
本
院

（と
い
う
人
物
）
の
作
で
あ
る
」

と
と
ら
ぎ
る
を
得
ず
、　
一
五

一
番
ま
で
の
数
首
に
は

一
四
九
番
な
ど
伊
テ

の
歌
も
含
ま
れ
て
い
る
事
実
と
矛
盾
を
き
た
す
の
で
、

「本
院
」
を

「本

院
邸
」
と
と
り
、

「
こ
れ
ま
で
み
ん
な
本
院

（邸
）
の
資
料
で
あ
る
」
と

解
し
て
い
る
。
な
お
、
こ
の
件
に
関
し
て
は
後
に
も
う

一
度
触
れ
る
ｏ

こ
れ
ま
で
の
考
察
で
、　
〓

二
番
の
注
記
を
除
け
ば
、
Ｂ
Ｏ
に
は
伊
ヂ

の
贈
答
相
手
の
女
性
を
特
定
で
き
る
表
現
は
存
在
し
な
い
の
が
明
ら
か
に

な
っ
た
と
思
う
。
で
は
、
そ
れ
は
な
ぜ
で
あ
る
の
か
を
考
え
て
み
る
と
、

相
手
の
女
性
が
誰
か
わ
か
ら
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
と
い
う
答
え
が
当
然

真

っ
先
に
思
い
浮
か
ん
で
こ
よ
う
。
確
か
に
こ
の
可
能
性
も
捨
て
き
れ
な

い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
以
下
に
指
摘
す
る
現
象
を
考
慮
に
入
れ
る
と
、
相

手
の
女
性
を
知

っ
て
い
な
が
ら
わ
ざ
と
記
さ
な
か
っ
た
可
能
性
も
出
て
く

る
の
で
あ
る
。

ま
ず
、
他
撰
部
の
他
の
部
分
で
は
相
手
の
女
性
が
不
明
の
と
き
に
は

「
た
れ
と
し
ら
ず
」
と
い
っ
た
言
辞
で
そ
れ
を
断

っ
て
い
る
場
合
が
あ
る

け
れ
ど
も
、
Ｂ
①
に
は
そ
う
い
う
断
り
書
き
が

一
切
な
い
の
が
気
に
か
か

る
。
相
手
の
女
性
に
つ
い
て

「た
れ
と
し
ら
ず
」
と
断
る
の
は
、
相
手
が

誰
で
あ
る
の
か
を
明
示
す
る
の
が
普
通
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
か
ら
で
あ
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ろ
う
。
反
対
に
Ｂ
①
で

「
た
れ
と
し
ら
ず
」
と
い
つ
た
り
し
な
い
の
は
、

最
初
か
ら
女
性
が
誰
で
あ
る
の
か
に
は
無
関
心
だ
か
ら
で
あ
る
と
考
え
ら

れ
る
。

加
え
て
、
Ｂ
①
で
は
女
性
が
ど
う
い
う
人
物
で
あ
る
の
か
に
つ
い
て
も

関
心
が
払
わ
れ
て
い
な
い
。
例
え
ば
、　
〓

一四
番
の
詞
書
は

「①

『
‐
制
国

劇
引
Ｊ
∃
刻
剰
測
珊
欄
Ⅵ

‐、
―
珊
Ы
劃
「
倒
例
利
司
倒
国
②
耐
「
測
利
ｄ
劇
③

お
は
さ
ぬ
つ
と
め
て
、
を
ん
な
」
と
な
っ
て
い
て
、
相
手
は
宮
中
に
勤
め

て
い
る
女
性
な
の
が
わ
か
る
。
し
か
し
、
詞
書
の
内
容
は
、
①
伊
ア
の
発

詈
口、
②
そ
れ
に
従

っ
て
女
性
が
行
動
し
た
こ
と
、
③
結
果
と
し
て
女
性
が

伊
ヂ
に
裏
切
ら
れ
た
こ
と
、
の
二
つ
の
部
分
に
分
析
で
き
、
詞
書
筆
者
が

書
こ
う
と
す
る
の
は
、
女
性
が
作
歌
に
至
っ
た
直
接
の
事
情
だ
け
で
あ
る

よ
う
だ
。
換
言
す
れ
ば
女
性
の
勤
務
先
な
ど
に
は
関
心
は
向
い
て
お
ら
ず
、

彼
女
が
宮
中
に
勤
め
て
い
る
と
わ
か
る
の
は
、
引
用
さ
れ
て
い
る
伊
ア
の

発
言
内
容
か
ら
た
ま
た
ま
類
推
で
き
る
か
ら
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。

ま
た
、　
一
四
五
番
の
詞
書
は

「
こ
の
ひ
と
の
か
た
か
い
た
る
さ
う
し
を
、

こ
ゆ
み
に
い
と
り
給
て
」
（７
）と
な
っ
て
い
て
、

「
こ
の
人
の
姿
が
描
い

て
あ
る
本
を
、
小
弓
の
賭
で
お
と
り
に
な
っ
て
」
と

一
応
訳
せ
る
と
思
う

の
で
あ
る
が
、
背
景
が
判
然
と
し
な
い
。
こ
れ
だ
け
だ
と
当
時
の
読
者
に

も
事
情
が
よ
く
の
み
こ
め
な
か

っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
も
そ
も

「
こ
の
ひ
と
の
か
た
か
い
た
る
そ
う
し
」
と
は
い
っ
た
い
何
な
の
で
あ
ろ

う
か
。
恐
ら
く
は
余
白
に
女
性
の
肖
像
が
描
き
込
ま
れ
た
冊
子
を
い
っ
て

い
る
の
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
に
し
て
も
な
ぜ
彼
女
の
肖
像
が
描
か
れ
た
の

か
、
ま
た
な
ぜ
そ
れ
が
賭
ら
れ
た
の
か
は
ま
っ
た
く
不
明
で
あ
る
。
が
、

も
し

「
こ
の
人
」
が
誰
な
の
か
、
あ
る
い
は
ど
う
い
う
人
物
で
あ
る
の
か

書
か
れ
て
あ
れ
ば
、
そ
の
あ
た
り
の
事
情
が
も
う
少
し
わ
か
り
や
す
く
な

っ
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、　
一
四
五
番
の
場
合
も
歌
が

作
ら
れ
る
直
接
の
き
っ
か
け
を
説
明
す
る
に
と
ど
ま
っ
て
い
て
、
女
性
が

ど
う
い
う
人
物
で
あ
る
の
か
に
は
無
関
心
な
の
で
あ
る
。
ま
た
、
も
し
相

手
が
誰
か
不
明
な
ら
ば
、
こ
う
い
う
場
合
に
こ
そ

「た
れ
に
か
」
な
ど
と

断
り
書
き
を
入
れ
て
も
よ
さ
そ
う
な
の
だ
が
、
こ
こ
で
も
そ
う
い
う
言
辞

は
差
し
挟
ま
れ
て
い
な
い
。

こ
れ
ら
の
こ
と
を
考
え
併
せ
る
と
Ｂ
①
で
女
性
に
関
す
る
情
報
を
載
せ

な
い
の
は
、
そ
れ
が
わ
か
ら
な
か
っ
た
か
ら
で
は
な
く
、
た
と
え
わ
か
っ

て
い
た
と
し
て
も
、
女
性
に
つ
い
て
は
興
味
が
持
た
れ
て
い
な
か
っ
た
か
、

あ
る
い
は
そ
れ
を
記
す
必
要
が
感
じ
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
か
ら
だ
と
も
考

え
ら
れ
て
く
る
と
思
う
の
で
あ
る
。

で
は
、
Ｂ
①
の
詞
書
筆
者
が
相
手
の
女
性
の
名
を
知

っ
て
い
た
可
能
性

は
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
私
は
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
と
い
う
の
は
、
先

に
も
取
り
上
げ
た
よ
う
に
、　
〓

〓
番
の
作
者
に
つ
い
て
高
松
内
侍
の
名

が
と
り
ざ
た
さ
れ
て
い
た
の
に
加
え
て
、　
〓

一四
番
と

一
五

一
番
が
そ
れ

ぞ
れ

『拾
遺
集
』
八
五
二
番
と

認
ユ
型
瑛
集
』

一
〇

一
四
番
に

「小
弐
命

婦
」
、

「本
院
侍
従
」
歌
と
し
て
採
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

『拾
遺

集
』
も

コ
租
租
選
集
』
も
現
存
の

『
一
条
摂
政
御
集
』
を
採
歌
資
料
に
は

し
て
い
な
い
ら
し
く
、　
〓

一四
番
歌
の
作
者
を

「小
弐
命
婦
」
と
し
て
い

た
資
料
と
、　
一
五

一
番
の
作
者
を

「本
院
侍
従
」
と
し
て
い
た
資
料
の
存

在
が
想
定
で
き
る
（８
）。
す
な
わ
ち
、
Ｂ
①
の
成
立
し
た
時
期
に
近
い
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『拾
遺
集
』
の
成
立
期
（９
）
に
も
、
そ
れ
よ
り
か
な
り
後
の

『新
勅
撰
集
』

の
成
立
期
に
も
、
伊
ア
の
贈
答
相
手
の
女
性
の
名
を
明
記
し
た
資
料
が
存

在
し
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
Ｂ
①
の
詞
書
筆
者
も
少
な
く
と

も

一
二

一
。
一
二
四

。
一
五

一
番
の
三
首
の
歌
の
作
者
名
を
明
ら
か
に
で

き
て
い
た
可
能
性
が
出
て
く
る
と
思
う
。
従

っ
て
、
Ｂ
①
の
詞
書
に
相
手

の
女
性
の
名
が
書
か
れ
て
い
な
い
の
は
、
相
手
が
誰
だ
か
わ
か
ら
な
か
っ

た
か
ら
で
は
な
く
、
詞
書
筆
者
が
相
手
に
つ
い
て
は
興
味
を
持

っ
て
い
な

か
っ
た
か
ら
か
、
ま
た
は
そ
ん
な
こ
と
を
記
す
必
要
を
感
じ
て
い
な
か
っ

た
か
ら
だ
と
推
定
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

一
一　
Ｂ
①
の
性
質

次
に
Ｂ
Ｏ
の
特
徴
を
そ
の
詞
書
等
か
ら
探

っ
て
み
る
。
実
は
Ｂ
Ｏ
に
は

Ｂ
①
と
は
正
反
対
に
、
相
手
の
女
性
に
関
す
る
情
報
を
明
記
し
て
い
る
詞

書
が
多
く
、
し
か
も
女
性
以
外
の
関
係
者
ま
で
が
明
示
さ
れ
る
場
合
も
あ

る
の
で
あ
る
。

以
下
具
体
的
に
み
て
い
く
と
、　
三
ハ
五
番
の

「み
ぶ
」

（民
部
）
、　
一

七
〇
番
の

「う
へ
」

（北
の
方
恵
子
女
王
）
、　
一
七
五
番
の

「
く
ら
の
か

う
い
」
、　
一
八
四
番
の

「ゐ
ど
の
」
な
ど
、
贈
答
相
手
の
女
性
を
特
定
で

き
る
表
現
が
多
く
あ
る
の
に
ま
ず
気
が
つ
く
。
ま
た

一
六
七
番
の

「と
ば

り
あ
げ
の
き
み
」
は
現
在
の
考
証
で
は

一
人
に
同
定
す
る
の
は
無
理
だ
が
、

当
時
の
人
た
ち
に
は
誰
か
わ
か

っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
人
物
が
特
定
で
き
る
の
は
、
贈
答
相
手
の
女
性
に
限

っ
て

は
い
な
い
。
例
え
ば
、　
一
七
〇
番
の
詞
書
は

「や
だ
い
に
の
い
へ
に
て
ひ

さ
し
う
お
は
せ
ね
ば
　
う
へ
」
と
な
っ
て
い
て
、
伊
ア
が

「
や
だ
い
に
」

（野
大
弐
＝
小
野
好
古
）
の
家
に
入
り
浸

っ
て
い
た
時

（す
な
わ
ち
好
古

女
の
所
に
い
た
時
）
に
恵
子
が
詠
ん
だ
歌
で
あ
る
の
が
わ
か
る
。
ま
た
、

一
八
四
番
の
詞
書
は

「
こ
の
お
と
ゞ
き
た
の
か
た
と
ゑ
じ
た
ま
て
よ
か
は

に
て
ほ
う
し
に
な
ら
む
と
し
た
ま
ふ
に
ほ
う
し
ゝ
て
　
ゐ
ど
の
」
で
あ
り
、

当
時
伊
ヂ
が
恵
子
と
仲
た
が
い
し
て
い
た
こ
と
に
加
え
、
法
師
を
介
し
て

歌
が
贈
ら
れ
た
経
緯
ま
で
が
明
示
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
こ
れ
ら
の
詞
書

で
は
、
歌
の
作
者
の
み
な
ら
ず
歌
が
作
ら
れ
贈
ら
れ
る
に
至

っ
た
過
程
に

関
与
し
た
人
物
ま
で
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

今
ま
で
は
人
物
を
特
定
で
き
る
表
現
を
拾

っ
て
み
た
が
、
詞
書
に
人
物

を
特
定
で
き
る
語
句
が
な
い
場
合
も
勿
論
あ
る
。
そ
の
う
ち
、
詞
書
の
冒

頭
で
相
手
の
女
性
一に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ

「
い
な
り
に
て
い
ひ
そ
め
た
ま
た

る
人
」
、

「
い
と
し
の
び
た
る
人
」
と
言
及
し
て
い
る

一
六
八
番
と

一
七

一
番
に
注
目
し
た
い
。
こ
の
二
つ
は
伊
テ
と
の
関
係
の
一
端
に
触
れ
る
形

で
、
相
手
の
女
性
を
紹
介
し
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
か
ら
で
あ
る
（１０
）。

も
っ
と
も
紹
介
と
い
っ
て
も
、　
三
ハ
八
番
歌
が

「我
は
な
ほ
い
な
り
の
か

み
ぞ
う
ら
め
し
き
人
の
た
め
と
は
い
の
ら
ざ
り
し
を
」
で
あ
り
、　
一
七

一

番
が

「
つ
ゝ
め
ど
も
つ
ゝ
む
に
あ
ま
る
そ
で
の
う
へ
の
な
み
だ
の
い
ろ
を

人
や
と
が
め
む
」
で
あ
る
の
で
、
そ
の
内
容
は
ど
ち
ら
も
歌
を
読
め
ば
わ

か
る
範
囲
に
限
ら
れ
て
は
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
そ
う
い
う
こ
と
ま
で
も

わ
ざ
わ
ざ
書
く
と
こ
ろ
に
、
女
性
に
関
す
る
情
報
は
な
る
べ
く
示
そ
う
と
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す
る
態
度
が
か
え
っ
て
窺
え
な
い
だ
ろ
う
か
。

最
後
に
、
Ｂ
Ｏ
に
見
ら
れ
る
贈
答
相
手
や
そ
の
他
の
人
物
に
関
す
る
情

報
を
歌
群
ご
と
に
ま
と
め
て
お
く
。

一
六
八

一
六
七

一
一ハ
〓ユ
。　
一
エハ
エハ

歌
番
号

八
七
～

一
九
〇

八
四
～

一
八
六

八
三

七
元
～

一
八
一

七
八

七
六

・
〓
■
』

七
五

七
三

。
一
七
四

七
二

七

一

七
〇

六
九

ま
ち
じ
り
の
宮

ゐ
ど
の

ナ

シ

ナ

シ

た
れ
に
か

ナ

シ

く
ら
の
か
う
い

ま
た
人

ま
た
こ
と
人

い
と
し
の
び
た
る
人

フつ

ヘ

ま
た
こ
と
人

い
な
り
に
て
い
ひ
そ

め
た
ま
た
る
人

と
ば
り
あ
げ
の
き
み

み
ぶ

贈
答
相
手
に
つ
い
て

き
た
の
か
た

ｏ
ほ
う
し

や
だ
い
に

そ
の
他
の
人
物

〓
一　
Ｂ
①
の
資
料
源

前
節
ま
で
の
考
察
に
よ
り
、
Ｂ
①
と
Ｂ
⑤
に
は
対
照
的
な
特
徴
を
も
っ

て
い
る
詞
書
が
多
い
の
が
わ
か

っ
た
と
思
う
。
と
こ
ろ
で
、
他
撰
部
は

コ

条
摂
政
御
集
注
釈
』
の
解
説
で

「甚
だ
し
く
雑
然
と
し
た
、
い
わ
ば

『打
聞
き
』
の
集
成
と
言
う
感
じ
で
あ
る
。
」
と
も
言
わ
れ
て
い
る
よ
う

に
、
方
々
か
ら
資
料
を
集
め
て
作
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
、

Ｂ
①
と
Ｂ
①
の
特
徴
は
資
料
の
段
階
か
ら
あ

っ
た
の
か
、
そ
れ
と
も
資
料

を
集
め
て
編
纂
し
た
人
が
、
編
纂
す
る
際
に
資
料
の
詞
書
に
手
を
加
え
た

た
め
に
生
じ
た
の
か
を

一
応
確
認
し
て
お
き
た
い
。

ま
ず
、
Ｂ
Ｏ
か
ら
考
察
し
て
い
く
。
先
ほ
ど
も
触
れ
た
通
り
、　
〓

一
一

番
の
後
書
に
あ
る
注
記

「
の
ち
の
よ
の
た
か
ま
つ
の
な
い
し
と
ぞ
」
は
Ｂ

①
の
編
纂
者
に
よ
っ
て
加
え
ら
れ
た
ら
し
い
の
で
、
女
性
に
関
す
る
情
報

は
示
さ
れ
な
い
Ｂ
①
の
特
徴
は
、
編
纂
者
が
齋
ら
し
た
の
で
は
な
く
、
資

料
段
階
か
ら
備
わ
っ
て
い
た
と
予
測
で
き
る
。
で
は
そ
の
他
に
は
編
纂
者

の
手
は
加
わ
っ
て
い
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
問
題
を
考
え
る
に
あ
た

っ
て
は
、
唐
突
な
が
ら
、

た
え
だ
ヽ
に
な
り
給
て
、
こ
の
御
む
ま
の
は
な
れ
て
き
た
る
を
つ
な

が
せ
て
、
あ
は
れ
が
る
に
、
た
づ
ね
に
人
の
き
た
れ
ば
、
む
ま
の
い

ろ
な
る
か
み
に
か
き
て
、
を
に
ゆ
ひ
つ
け
て

と
な
っ
て
い
る

一
四
六
番
の
詞
書
に
注
目
し
て
み
た
い
。
実
は
こ
の
詞
書

は
他
撰
部
の
他
の
詞
書
と
比
べ
て
特
異
な
点
を
備
え
て
お
り
、
こ
れ
に
つ

い
て
考
察
す
れ
ば
、
当
面
の
問
題
に
解
答
を
与
え
る
糸
口
を
得
ら
れ
る
と
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思
う
か
ら
で
あ
る
。

で
は

一
四
六
番
の
詞
書
が
特
異
で
あ
る
点
を
指
摘
し
て
い
く
。
そ
の
第

一
点
は
、
場
面
が
女
性
の
住
み
か
で
、
女
性
の
立
場
に
立

っ
て
記
述
が
な

さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。　
一
四
六
番
の
詞
書
の
中
で
二
度
用
い
ら
れ
て
い

る
動
詞

「来
」
は
、
当
然
馬
や
人
が
女
性
の
所
に
来
た
と
い
う
意
味
で
あ

り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
一
四
六
番
の
詞
書
は
女
性
の
側
の
視
点
に
立
っ
て
記

述
さ
れ
て
い
る
の
が
わ
か
る
。
他
撰
部
中
の
他
の
詞
書
の
例
に
照
ら
せ
ば
、

そ
れ
ぞ
れ

「馬
の
離
れ
て
行
き
た
る
」
と
か

「
尋
ね
に
人
を
遣
り
た
る
」

と
か
に
な
る
の
が
普
通
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
場
面
が
女
性
の
住
み
か
で
あ

る
に
も
関
わ
ら
ず
、
Ｂ
①
の
な
か
に
あ
っ
て
は
比
較
的
細
が
く
状
況
説
明

さ
れ
て
い
る
の
も
特
徴
的
で
あ
る
。
伊
ヂ
の
所
に
贈
ら
れ
て
き
た
馬
毛
色

の
紙
に
は
歌
だ
け
が
書
か
れ
て
い
た
は
ず

（そ
う
で
な
い
と
歌
の
効
果
が

薄
れ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
）
な
の
に
、
詞
書
に
は

「あ
は
れ
が
る
」
な
ど

と
い
う
女
性
の
側
の
人
し
か
知
ら
な
い
状
況
ま
で
も
書
か
れ
て
い
る
の
で

あ
る
。

一
四
六
番
の
詞
書
が
特
異
で
あ
る
第
二
点
は

「御
む
ま
」
に

「
こ
の
」

が
付
け
ら
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。　
一
四
六
番
の
前
後
に
は
ま
っ
た
く
馬
の

話
は
出
て
き
て
い
な
い
の
に
、

「
こ
の
む
ま
」
な
ど
と
書
く
の
は
ど
う
考

え
て
も
不
自
然
な
語
法
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

さ
て
、
こ
れ
ら
二
点
の
特
徴
は
ど
う
し
て
生
じ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
結

論
か
ら
い
う
と
、
も
と
も
と
何
ら
か
の
文
脈
に
そ
っ
て
女
性
の
側
で
纏
め

ら
れ
た
歌
語
り
資
料
が
存
在
し
て
い
て
、　
一
四
六
番
歌
は
元
来
そ
の
途
中

の
一
節
で
あ
っ
た
の
だ
が
、
そ
こ
か
ら
断
片
的
に
切
り
取
ら
れ
て
Ｂ
Ｏ
に

挿
入
さ
れ
た
た
め
で
あ
る
と
考
え
る
。
そ
う
す
る
と
、　
一
四
六
番
は
女
性

の
側
で
纏
め
ら
れ
た
が
ゆ
え
に
、
場
面
は
女
性
の
住
み
か
で
あ

っ
て
も
状

況
が
詳
し
く
述
べ
ら
れ
、
記
述
も
女
性
の
立
場
に
立

っ
て
な
さ
れ
て
い
る

と
説
明
で
き
、
ま
た
、
最
初
は
別
の
文
脈

（
そ
こ
に
は
馬
が
で
て
き
て
い

た
の
で
あ
ろ
う
）
を
も
っ
た
歌
語
り
資
料
の
中
に
あ
っ
た
の
で
、
Ｂ
Ｏ
に

は
出
て
こ
な
い

「む
ま
」
に

「
こ
の
」
が
付
け
ら
れ
て
い
る
と
説
明
で
き

る
と
思
う
の
で
あ
る
。

そ
れ
に
、　
一
四
六
番
か
ら
が
そ
の
前
ま
で
と
は
別
の
資
料
を
も
と
に
し

て
い
る
の
な
ら
ば
、
第

二
早
で
問
題
に
し
た

一
五

一
番
の
後
書

「
こ
れ
ま

で
み
な
本
院
の
」
は
、　
一
四
六
番
か
ら
を
指
し
て

「
こ
れ
ま
で
は
み
ん
な

本
院
邸
の
資
料
で
あ
る
」
と
言
っ
て
い
る
と
解
せ
る
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
、
も
と
も
と
は
別
の
歌
語
り
資
料
の
一
節
で
あ
っ
た

一
四

六
番
が
、
そ
の
ま
ま
の
形
で
Ｂ
①
に
取
り
込
ま
れ
て
い
る
の
は
、
Ｂ
①
の

編
纂
者
が
前
後
の
続
き
具
合
に
配
慮
も
せ
ず
に
、
も
と
の
資
料
の
詞
書
の

ま
ま
歌
を
配
列
し
て
Ｂ
Ｏ
を
編
ん
で
い
っ
た
結
果
で
あ
ろ
う
。
も
し
編
纂

者
が
加
筆
し
て
い
る
の
な
ら
ば
、　
一
四
六
番
な
ど
は
も
う
少
し
別
の
形
を

取
っ
て
い
る
に
違
い
な
い
と
思
う
の
で
あ
る
。
従

っ
て
、
先
程
来
指
摘
ｔ

て
き
た
Ｂ
①
の
特
徴
が
生
じ
た
の
も
、
も
と
の
資
料
が
備
え
て
い
た
特
徴

を
反
映
し
て
い
る
た
め
と
思
わ
れ
る
。

ま
た
、
Ｂ
Ｏ
で
は

「お
な
じ
人
に
」
な
ど
と
い
っ
て
前
と
同
じ
人
と
贈

答
が
交
わ
さ
れ
る
の
を
示
す
場
合
が
二
三
あ
る
だ
け
で
、
相
手
が
変
わ
る

と
き
に
は
そ
れ
に
つ
い
て
触
れ
ら
れ
て
お
ら
ず
、
結
果
と
し
て
ど
こ
か
ら

ど
こ
ま
で
が
同

一
人
物
と
の
や
り
と
り
な
の
か
わ
か
ら
な
く
な

っ
て
し
ま
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っ
て
い
る
。
こ
う
い
う
Ｂ
①
の
特
徴
が
あ
る
の
も
、
編
纂
者
が
資
料
に
手

を
加
え
な
か

っ
た
た
め
で
あ
る
と
説
明
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、　
一
四
六
番

の
よ
う
に
相
手
の
女
性
が
前
と
変
わ
る
と
き
に
は
依
拠
し
た
資
料
そ
の
も

の
が
変
化
し
て
い
る
可
能
性
が
強
く
、
そ
の
場
合
に
は
Ｂ
①
の
編
纂
者
が

注
記
を
加
え
な
い
限
り
、
女
性
が
変
わ

っ
て
い
る
こ
と
が
書
か
れ
て
い
る

は
ず
は
な
い
の
で
あ
る
。

こ
れ
ま
で
の
考
察
に
よ
り
、
Ｂ
①
の
編
纂
者
の
手
が
加
わ
っ
て
い
る
と

し
て
も
、
そ
れ
は
せ
い
ぜ
い

一
二

一
番
の
注
記
ぐ
ら
い
に
過
ぎ
な
い
と
結

論
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

四
　
Ｂ
①
の
資
料
源

次
に
、
相
手
の
女
性
や
関
係
者
の
名
が
明
小
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
と
い

う
Ｂ
①
の
特
徴
は
、
資
料
段
階
の
特
徴
を
反
映
し
て
い
る
の
か
、
そ
れ
と

も
Ｂ
Ｏ
を
最
終
的
に
纏
め
た
人
に
よ
っ
て
齋
ら
さ
れ
た
の
か
を
考
え
て
み

る
。
第
二
節
の
末
尾
の
表
で
示
し
て
お
い
た
よ
う
に
、
Ｂ
Ｏ
で
は

「ま
た

こ
と
人
」
な
ど
の
句
で
贈
答
相
手
が
変
わ
っ
て
い
る
こ
と
を
断
る
場
合
も

あ
る
の
で
、
Ｂ
①
と
は
反
対
に
編
纂
者
が
資
料
に
加
筆
し
た
と
考
え
ら
れ

な
く
も
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
私
に
は
編
纂
者
が
資
料
に
統

一
的
に
手
を

加
え
た
に
し
て
は
、
あ
ま
り
に
も
杜
撰
な
と
こ
ろ
が
多
す
ぎ
る
よ
う
に
思

わ
れ
る
の
で
あ
る
。

ま
ず
、　
一
七
四
番
が
詞
書
を
欠
き
、　
一
七
二
番
の

「ま
た
人
に
」
と
い

う
詞
書
の
も
と
に
二
首
続
け
て
書
か
れ
て
い
る
の
が
不
審
で
あ
る
。
他
撰

部
全
体
を
通
じ
て
、　
一
つ
の
詞
書
の
も
と
に
二
首
以
上
が
続
け
ら
れ
て
い

る
例
は
他
に
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
も
、　
一
七
二
番
の
詞
書
は

『
一
条

摂
政
御
集
注
釈
』
で

「ま
た
他
の
人
に
」
と
訳
さ
れ
て
い
る
が

（確
か
に

そ
う
と
も
訳
せ
そ
う
な
の
だ
が
）
、

「他
の
」
を
補
う
確
証
は
な
く
、
は

な
は
だ
意
味
が
曖
味
で
あ
る
と
言
わ
ぎ
る
を
え
な
い
。
加
え
て
、　
一
七
三

番
が

「な
く
な
れ
ば
あ
り
し
人
だ
に
み
え
な
く
に
つ
ら
き
心
は
ま
た
や
の

こ
れ
る
」
で
あ
り
、　
一
七
四
番
が

「我
ご
と
や
か
な
し
か
る
ら
ん
さ
は
り

お
ほ
み
あ
し
ま
わ
け
ゆ
く
ふ
ね
の
こ
ゝ
ち
は
」
で
あ

っ
て
、
両
歌
の
関
係

が
不
明
瞭
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、　
一
七
三

。
一
七
四
番
に
は
何
か
不
備

が
あ
り
そ
う
な
の
だ
が
、
Ｂ
①
の
編
纂
者
は
そ
れ
を
断
わ
り
も
せ
ず
、
そ

の
ま
ま
の
形
で
取
り
込
ん
で
し
ま
っ
て
い
る
。

ま
た
、

「
ま
た
を
ん
な
」
と
し
か
詞
書
に
な
い

一
七
九
番
に
つ
い
て
は
、

コ

条
摂
政
御
集
注
釈
』
が

「か
よ
う
な
詞
書
は
前
に
男
女
の
贈
答
が
あ

っ
た
場
合
に
の
み
ふ
さ
わ
し
い
。
こ
こ
で
は
そ
う
で
は
な
い
か
ら
、
こ
の

前
に
脱
落
が
あ
っ
た
か
、
こ
の
前
後
に
錯
簡
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
考

え
ら
れ
る
」
と
注
し
て
い
る
通
り
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
と
、　
一
八
二
番
は

「
た
ち
た
ま
て
り
ん
じ
の
ま
つ
り
に
」
云
々
と
あ
る
詞
書
の
冒
頭
部
分
の

続
き
具
合
が
お
か
し
く
、　
コ

条
摂
政
御
集
注
釈
』
で
は

「あ
る
い
は
、

一則
に
脱
落
が
あ
る
の
か
も
知
れ
な
い
」
と
注
さ
れ
て
い
る
。

Ｂ
①
で
は
今
指
摘
し
た
不
備
が
あ
る
も
の
で
も
、
改
変
さ
れ
た
り
、
断

わ
り
書
き
が
加
え
ら
れ
た
り
せ
ず
に
、
そ
の
ま
ま
取
り
込
ま
れ
て
い
る
の

で
あ
る
。
す
る
と
、
Ｂ
①
の
編
纂
者
が
加
筆
し
た
と
は
、
到
底
考
え
ら
れ
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な
い
の
で
は
な
い
か
。

次
に
、　
一
八
四
～

一
八
六
番
の

「
ゐ
ど
の
」
と
の
贈
答
に
注
目
し
た
い
。

な
ぜ
な
ら
、
先
に
引
用
し
た

一
八
四
番
の
詞
書
の
冒
頭

「
こ
の
お
と
ゞ
」

が
他
撰
部
中
に
あ
っ
て
は
た
い
へ
ん
特
異
で
、
こ
の
贈
答
は
Ｂ
①
の
一
四

六
番
と
同
様
に
他
の
歌
語
り
資
料
の
途
中
か
ら
切
り
取
ら
れ
て
、
そ
の
ま

ま
Ｂ
⑤
に
組
み
込
ま
れ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

「
こ
の
お
と
ゞ
」
が
特
異
な
点
の
第

一
は
、
伊
ヂ
を
指
す
語

（
「お
と

ゞ
」
）
に

「
こ
の
」
が
掛
か
っ
て
い
る
点
で
あ
る
。
他
撰
部
の
詞
書
の
中

に
は
こ
れ
と
同
様
の
例
は
皆
無
で
、
後
書
を
み
て
も

「
こ
の
お
と
ゞ
は
い

み
じ
き
い
ろ
こ
の
み
に
て
」
云
々
と
な
っ
て
い
る

一
一
九
番
に

一
例
あ
る

に
過
ぎ
な
い
。
し
か
し
、
Ａ
部
分
の
最
末
尾
に
位
置
す
る

一
一
九
番
の
詞

書
は
跛
文
に
相
当
す
る
文
な
の
で
、
冒
頭
の

「
こ
の
お
と
ゞ
」
は
Ａ
部
分

の
全
体
を
受
け
て
、

「
こ
れ
ら
の
歌
語
り
の
主
人
公
で
あ
る
こ
の
お
と
ど

は
」
と
解
釈
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
翻

っ
て
今
問
題
に
し
て
い
る

一

八
四
番
の
場
合
は
、

『平
中
物
語
』
の
多
く
の
段
の
冒
頭
に
あ
る

「
こ
の

男
」
と
同
じ
く
、
直
前
の
文
脈
を
受
け
て

「
こ
の
お
と
ゞ
」
と
い
っ
て
い

る
と
と
ら
ぎ
る
を
得
な
い
。
従

っ
て
、　
一
八
四
番
の

「
こ
の
お
と
ゞ
」
は
、

形
の
上
で
も
ま
た
意
味
の
上
で
も
・非
常
に
特
異
な
句
で
あ
る
と
言
え
る
。

と
こ
ろ
で
、　
一
八
四
番
の
直
前
の
段
に
は
女
性
の
歌
が

一
首
あ
る
だ
け
で

伊
ア
の
返
歌
も
な
い
の
に
、　
一
八
四
番
歌
の
詞
書
が

「
こ
の
お
と
ゞ
」
で

始
ま
る
の
は
不
自
然
で
は
あ
る
が
、
こ
の
件
に
関
し
て
は
後
に
触
れ
る
。

「
こ
の
お
と
ゞ
」
が
特
異
で
あ
る
第
二
点
は
、

「お
と
ゞ
」
が
主
語
に

な
っ
て
い
る
点
で
あ
る
。
他
撰
部
の
詞
書
で
伊
ヂ
を
指
す
語
は

「お
と
ゞ
」

が
ほ
と
ん
ど
な
の
だ
が
、　
一
八
四
番
の
他
は

「お
と
ゞ
、
か
へ
し
」

（六

一
番
）
と
い
っ
た
り
、
ま
た
は

「な
が
つ
き
の
つ
ご
も
り
に
、

『
つ
き
た

て
ゝ
」
と
お
ぼ
し
き
に
や
、
お
と
ゞ
」

（七

一
番
）
と
い
っ
た
り
し
て
、

作
歌
者
が
伊
ア
で
あ
る
の
を
示
す
た
め
だ
け
に
使
わ
れ
て
い
る
。
換
す百
す

れ
ば
伊
ヂ
が
為
手
で
あ
る
場
合
に
は
主
語
は
書
か
れ
な
い
の
が
普
通
な
の

で
あ
る
。
伊
ヂ
の
私
家
集
と
し
て
は
当
然
の
現
象
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
、

一
八
四
番
は
こ
の
原
則
か
ら
も
外
れ
て
い
る
の
で
あ
る
（Ｈ
）。

で
は

一
八
四
番
の
よ
う
な
特
異
な
詞
書
を
も
っ
た
歌
が
、
Ｂ
Ｏ
の
中
に

存
在
す
る
の
は
ど
う
い
う
わ
け
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
Ｂ
Ｏ
が
編
纂
さ

れ
る
際
も
Ｂ
⑪
と
同
様
に
、
様
々
な
所
か
ら
集
め
ら
れ
た
資
料
を
ほ
と
ん

ど
改
変
せ
ず
に
取
り
込
ん
で
い
っ
た
か
ら
で
は
な
か
ろ
う
か
。
つ
ま
り

一

八
四
番
は
も
と
の
資
料
段
階
で
は

『平
中
物
語
』
の
よ
う
に
、
主
人
公
を

「
こ
の
～
」
と
呼
ん
で
続
け
て
い
く
歌
語
り
の
一
節
で
あ
っ
た
の
が
、
そ

れ
が
断
片
的
に
切
り
取
ら
れ
、
Ｂ
Ｏ
に
そ
の
ま
ま
の
形
で
挿
入
さ
れ
た
と

考
え
る
の
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、
前
述
の
通
り

一
八
二
番
か
ら
の
続
き

具
合
が
不
自
然
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
も
納
得
で
き
る
。
反
対
に
も

し
編
纂
者
が
集
め
た
資
料
に
統

一
的
に
手
を
加
え
て
Ｂ
Ｏ
を
編
ん
だ
の
な

ら
ば
、　
一
八
四
番
の
詞
書
は
も
う
少
し
別
の
形
に
な
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う

と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
こ
と
を
考
え
あ
わ
す
と
、
Ｂ
①
の
編
纂
者
が
資
料
を
大
き
く
改

編
し
て
Ｂ
①
を
編
ん
だ
と
は
と
て
も
思
わ
れ
ず
、
従

っ
て
相
手
の
女
性
の

名
や
関
係
者
の
名
が
明
小
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
と
い
う
Ｂ
Ｏ
の
特
徴
は
資

料
段
階
か
ら
備
わ
っ
て
い
た
と
考
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
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五
　
Ｂ
部
分
の
成
立
過
程

一日
節
ま
で
の
考
察
に
よ
り
、
Ｂ
①
に
も
Ｂ
Ｏ
に
も
編
纂
者
の
手
は
加
わ

っ
て
い
な
い
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
で
は
な
ぜ
両
者
は
第

一
二

一節
で

み
た
ご
と
く
対
照
的
な
性
格
を
備
え
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

コ

条
摂
政
御
集
注
釈
』
は
そ
の
補
注
で
、
他
撰
部
は
成
立
の
上
で
一

一
九
番
と

一
二
〇
番
の
間
に
切
れ
目
を
有
し
て
い
る
と
指
摘
す
る
際
に
、

コ

条
摂
政
御
集
』
中
に
有
る
四
組
の
重
複
歌
は
す
べ
て
一
〇
五
番
以
前

に
存
す
る
歌
と

一
二
八
番
以
後
に
存
す
る
歌
の
重
出
で
あ
る
の
を
確
認
し

た
上
で
、

一
〇
五
以
前
と

一
二
八
以
後
で
は
、
そ
の
依
拠
し
た
資
料
が
異
な
っ

て
い
た
と
言
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

（改
行
）
そ
れ
で
は
、　
一

〇
五
と

一
二
八
と
の
間
に
、
こ
の
第
二
部

（引
用
者
注
―
私
に
い
う

他
撰
部
）
を
三
分
す
る
切
れ
目
が
な
い
か
と
見
る
に
、
誰
し
も
そ
の

可
能
性
を
思
う
の
は
、
こ
の
一
一
九
番
の
後
書
量
の
で
あ
る
。

と
述
べ
、
Ａ
部
分
と
Ｂ
部
分
の
依
拠
し
た
資
料
は
別
々
で
あ
っ
た
こ
と
も

あ
わ
せ
て
指
摘
し
て
い
る
。
こ
こ
で
も
Ｂ
部
分
は

一
つ
の
歌
集
と
し
て
扱

わ
れ
、
そ
の
資
料
が
Ａ
部
分
と
は
異
な

っ
て
い
た
点
だ
け
が
問
題
に
さ
れ

て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
前
節
ま
で
で
述
べ
て
き
た
通
り
、
Ｂ
①
と

Ｂ
Ｏ
は
資
料
段
階
か
ら
性
格
を
異
に
し
て
お
り
、
　
ヽ
ま
た
本
院
侍
従
作
の
日

記
か
と
思
え
る
Ｂ
Ｏ
（１２
）も
明
ら
か
に
資
料
段
階
か
ら
の
性
格
を
と
ど
め

て
い
る
。
要
す
る
に
、
Ｂ
Ｏ

・
Ｂ
Ｏ

・
Ｂ
Ｏ
は
そ
れ
ぞ
れ
違

っ
た
性
格
の

資
料
に
依
拠
し
て
い
る
わ
け
で
あ
り
、
当
然
Ｂ
部
分
の
も
と
に
な
っ
た
資

料
は
複
数
で
あ
っ
た
と
考
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
Ｂ
①

・
Ｂ
Ｏ

・
Ｂ
Ｏ
の
資
料
が
性
格
を
異
に
し
て
い
る
の

は
、
そ
れ
ら
が
つ
く
ら
れ
た
場
の
違
い
を
反
映
し
て
い
る
か
ら
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、
Ｂ
①
の
資
料
に
な
っ
た
歌
語
り
が
作
ら
れ
た
場
で

は
女
性
に
関
心
を
も
た
な
い
歌
語
り
が
作
ら
れ
る
傾
向
が
あ
り
、
Ｂ
①
の

資
料
に
な
っ
た
歌
語
り
が
作
ら
れ
た
場
で
は
、
登
場
人
物
を
な
る
べ
く
明

示
す
る
歌
語
り
が
作
ら
れ
る
傾
向
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
と
思
う
の
で

あ
る
。
Ｂ
Ｏ
ゐ
歌
語
り
に
つ
い
て
は
、

『大
和
栃
金
巴

に
掲
載
さ
れ
て
い

る
歌
語
り
と
実
名
を
多
く
出
す
点
が
似
通
っ
て
い
て
、
時
代
の
流
行
に
添

っ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
ま
た
、
Ｂ
①
の
資
料
と
な
っ
た
歌
語
り
が
作
ら

れ
た
場
で
相
手
の
女
性
に
つ
い
て
関
心
が
示
さ
れ
て
い
な
い
の
は
、
あ
る

い
は
個
々
の
相
手
の
女
性
が
誰
で
あ
る
の
か
は
、
場
を
構
成
す
る
人
々
に

は
自
明
で
あ

っ
た
か
ら
な
の
か
も
し
れ
な
い
。

さ
て
、
Ｂ
①

・
Ｂ
Ｏ

・
Ｂ
Ｏ
が
そ
れ
ぞ
れ
資
料
を
異
に
し
て
い
る
と
す

る
と
、
Ｂ
部
分
の
成
立
過
程
に
つ
い
て
も
再
吟
味
す
る
必
要
が
出
て
く
る

で
あ
ろ
う
。
Ｂ
部
分
の
成
立
に
つ
い
て
は
、
次
に
引
用
す
る
阿
部
俊
子
の

説
が

一
般
的
で
あ
る
と
考
え
て
よ
い
と
思
う
。

私
は
こ
の
第
二
部

（引
用
者
注
―
私
に
い
う
Ｂ
部
分
）
と
も
い
ふ
ベ

き
部
分
は
そ
の
前
の

「豊
蔭
の
集
」

（引
用
者
注
―
私
に
い
う
自
撰

部
）
、
つ
づ
い
て

「お
と
ど
の
集
」

（引
用
者
注
―
私
に
い
う
Ａ
部

分
）
を
編
ん
だ
の
こ
り
の
、
伊
ヌ
の
手
も
と
に
あ
つ
た
歌
稿
を
、
前
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の
二
者
に
対
し
て
何
か
ち
が
つ
た
趣
向
に
敷
理

。
こ
し
た
い
と
志
し

た
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
の
構
想
を
得
な
い
ま
ま
順
序
、
書
等
に
多

少
の
手
を
加

へ
た
だ
け
で
前
の
二
つ
の
部
分
と
併
せ
て

『
一
条
摂
政

御
集
』
と
し
て
綜
合
し
た
形
で
残
し
た
も
の
で
は
な
か
ら
う
か
と
考

へ
る
。

こ
の
考
え
に
よ
る
と
Ｂ
部
分
は
誰
か

一
人
に
よ
っ
て
一
度
に
纏
め
ら
れ
、

纏
め
た
人
は
何
ら
か
の

「趣
向
」
を
も
っ
て
い
た

「か
も
し
れ
な
い
」
と

さ
れ
て
い
る
。
は
た
し
て
そ
う
で
あ
ろ
う
か
。

ま
ず
、
編
纂
者
が
趣
向
を
も

っ
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
想
定
は

否
定
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
先
に
指
摘
し
た
通
り
Ｂ
Ｏ
は

勿
論
、
Ｂ
①
も
Ｂ
Ｏ
も
編
纂
者
は
資
料
を
ほ
と
ん
ど
そ
の
ま
ま
取
り
込
ん

で
い
っ
た
だ
け
で
、
な
ん
ら
か
の
趣
向
を
も
っ
て
い
た
と
は
到
底
考
え
ら

れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。

ま
た
、　
一
度
に
ま
と
め
あ
げ
ら
れ
た
か
ど
う
か
も
疑
間
で
あ
る
。
そ
れ

は
先
ほ
ど
論
じ
た
よ
う
に
、
Ｂ
①

・
Ｂ
Ｏ

・
Ｂ
Ｏ
の
資
料
は
そ
れ
ぞ
れ
別

の
場
で
作
ら
れ
た
と
思
わ
れ
る
の
で
、
そ
れ
ら
が
他
撰
部
に
取
り
込
ま
れ

た
時
期
も
別
々
で
あ
っ
た
可
能
性
が
強
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
Ｂ

部
分
は
Ｂ
①
の
も
と
に
な
っ
た
歌
語
り
を
作
っ
て
い
た
グ
ル
ー
プ
か
ら
資

料
を
手
に
入
れ
て
Ｂ
①
が
付
け
加
え
ら
れ
た
第

一
段
階
、
本
院
侍
従
の
周

辺
か
ら
Ｂ
Ｏ
を
手
に
入
れ
て
そ
れ
が
加
え
ら
れ
た
第
二
段
階
、
そ
し
て
Ｂ

⑤
の
も
と
に
な

っ
た
歌
語
り
を
作

っ
て
い
た
グ
ル
ー
プ
か
ら
資
料
を
手
に

入
れ
て
Ｂ
⑤
が
加
え
ら
れ
た
第
二
段
階
の
、
二
つ
の
段
階
に
渡

っ
て
形
成

さ
れ
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

最
後
に
Ｂ
部
分
は
三
段
階
に
渡

っ
て
成
立
し
て
い
っ
た
と
い
う
考
え
に

立
ち
、
他
撰
部
の
構
成
に
つ
い
て
も

一
言
し
て
お
き
た
い
。
繰
り
返
し
述

べ
た
よ
う
に
、
従
来
他
撰
部
は
序
文

・
跛
文
を
備
え
た
Ａ
部
分
を
そ
の
後

に
連
な
っ
て
い
る
Ｂ
部
分
の
二
つ
に
大
別
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
た
ｏ
私
も

こ
れ
ま
で
の
考
察
に
お
い
て
は
便
宜
上
そ
の
大
別
に
従
い
、
Ａ
部
分
、
Ｂ

部
分
な
ど
と
呼
ん
で
き
た
の
で
あ
る
。
確
か
に
、
編
纂
者

（序
文

・
抜
文

を
書
い
た
人
）
の
姿
が
窺
え
る
Ａ
部
分
を
重
視
し
、
Ｂ
部
分
を
Ａ
部
分
に

つ
け
加
え
ら
れ
た
も
の
と

一
括
し
て
し
ま
う
の
も

一
つ
の
考
え
方
で
は
あ

ろ
う
。
し
か
し
、
他
撰
部
は
Ａ
部
分

・
Ｂ
①

・
Ｂ
Ｏ

・
Ｂ
Ｏ
で
そ
れ
ぞ
れ

資
料
源
を
異
に
し
て
お
り
、
成
立
過
程
を
み
て
も
、
Ａ
部
分
、
Ｂ
Ｏ
、
Ｂ

Ｏ
、
Ｂ
①
の
順
に
成
長
し
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
に
重
き
を
お
く

と
、　
〓

一〇
～

一
九
二
番
ま
で
を

一
括
り
に
Ｂ
部
分
と
し
、
そ
れ
と
Ａ
部

分
と
を
区
別
す
る
こ
と
は
そ
れ
程
意
味
の
あ
る
こ
と
と
は
思
え
な
い
。
む

し
ろ
他
撰
部
は
四
分
し
て
扱
う
方
が
妥
当
で
は
な
か
ろ
う
か
。
従

っ
て
、

各
部
分
の
名
称
も

四
二
～

一
一
九

他
撰
部
①

一
二
〇
～

一
五

一　
他
撰
部
②

一
五
二
～

王
ハ
四

他
撰
部
③

一
六
五
～

一
九
二
　
他
撰
３
④

と
い
っ
た
も
の
に
改
め
、
他
撰
部
は
対
等
な
四
つ
の
部
分
か
ら
構
成
さ
れ

て
い
る
と
捉
え
た
い
と
思
う
の
で
あ
る
。
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む
す
び

以
上
、
先
学
の
嘆
尾
に
付
す
形
で
他
撰
部
に
つ
い
て
考
察
し
た
。
他
撰

部
は
な
る
ほ
ど

「甚
だ
し
く
雑
然
と
し
た
、
い
わ
ば

『打
聞
き
』
の
集
成
」

と
い
わ
れ
る
よ
う
に

「雑
然
」
と
し
た
印
象
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
。
し

か
し
、
他
撰
部
成
立
の
背
景
に
は
、
色
々
な
場
で
歌
語
り
が
語
ら
れ
て
い

た
事
情
が
あ
り
、
し
か
も
そ
れ
ぞ
れ
の
場
の
歌
語
り
は
そ
れ
な
り
の
特
徴

を
帯
び
て
い
た
こ
と
に
私
は
重
き
を
置
き
た
い
。
他
撰
部
の
資
料
の
段
階

ま
で
遡
る
と
そ
れ
ほ
ど

「雑
然
」
と
は
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ

の
よ
う
な
環
境
の
な
か
で
伊
ヂ
自
作
の
歌
物
語
的
部
分
も
作
ら
れ
た
と
す

る
な
ら
ば
、
そ
れ
が
制
作
さ
れ
た
意
図
や
背
景

・
過
程
に
つ
い
て
も
考
え

直
す
必
要
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
が
、
そ
れ
は
今
後
の
課
題
と
し
て
残

し
て
お
く
。

注（１
）平
安
文
学
輪
読
会
著

（
一
九
六
七
年

・
塙
書
房
）
。
こ
れ
か
ら
も
同

書
の
見
解
を
た
び
た
び
引
用
す
る
こ
と
が
あ
る
が
、
そ
の
際
に
は
い
ち

い
ち
断
ら
な
い
。

（２
）
『歌
物
語
と
そ
の
周
辺
』

（
一
九
六
九
年

・
風
間
書
房
）
。
こ
れ
か

ら
も
阿
部
俊
子
の
見
解
を
引
用
す
る
と
き
は
、
す
べ
て
同
書
に
よ
る
。

（３
）
コ

条
摂
政
御
集
』
か
ら
の
引
用
は

『私
家
集
大
成
』
の
本
文
に
よ

る
。
た
だ
し
、
私
に
濁
点

・
句
読
占
嘗
施
し
て
お
い
た
。
以
下
、
同
じ
。

（４
）既
に
、
注
（２
）著
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

（５
）筆
者
が
実
際
に
見
る
の
は

一
九
二
七
年
松
か
け
会
発
行
の
複
製
本
の

一
九
五
八
年
再
販
本
。

（６
）ど
の
段
階
で
書
き
加
え
ら
れ
た
か
は
不
明
で
あ
る
。
あ
る
い
は
Ｂ
①

の
編
纂
者
が
加
え
た
の
か
も
し
れ
な
い
し
、
現
存
の

『
一
条
摂
政
御
集
』

の
伝
来

・
書
写
過
程
で
何
者
か
が
書
き
加
え
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
な

お
、　
コ

条
摂
政
御
集
注
釈
』
で
は

「
の
ち
の
よ
」
以
下
に
つ
い
て
、

「第
二
次
編
集
者
の
注
記
か
」
と
注
さ
れ
て
い
る
。

（７
）益
田
家
旧
蔵
本
で
は

「か
た
か
い
た
る
」
の
部
分
が

「
か
た
い
た
る
」

と
な
っ
て
い
て
意
味
不
通
で
あ
り
、　
コ

条
摂
政
御
集
注
釈
』
は

「か

き
た
る
」
の
誤
り
と
判
断
し
て
い
る
。
し
か
し
、
歌
の
初
句
が

「わ
か

ヽ
た
に
」
と
な
っ
て
い
る
の
で
、

『新
編
集
国
歌
大
観
』
等
の
校
訂
に

従
い
、

「か
た
か
い
た
る
」
の
誤
り
と
考
え
た
。

（８
）鈴
木
棠
三

「
一
條
撮
政
御
集
の
研
究
」

（
『文
学
』
第
二
巻
六
号

・

一
九
二
五
年
六
月
）
以
来
、　
コ

条
摂
政
御
集
』
と

『拾
遺
集
』
の
重

複
歌
に
は
異
同
が
多
い
こ
と
か
ら
、
両
者
は
互
い
を
参
照
す
る
こ
と
な

く
成
立
し
た
と
考
，４
り
れ
て
い
る
。
ま
た
、　
コ

条
摂
政
御
集
注
釈
』

と
阿
部
俊
子
は

『新
勅
撰
集
』
の
伊
ヂ
歌
と

『
一
条
摂
政
御
集
』
を
比

較
し
、
両
者
の
異
同
の
多
さ
か
ら
定
家
は
現
存
の

『
一
条
摂
政
御
集
』

を

『新
勅
撰
集
』
の
撰
歌
材
料
に
し
な
か

っ
た
の
で
は
な
い
か
と
想
定

し
て
い
る
。

（９
）注
（８
）
で
指
摘
し
た
、　
コ

条
摂
政
御
集
』
と

『拾
遺
集
』
に
共
通

し
て
採
ら
れ
て
い
る
歌
の
詞
書
や
歌
句
に
は
異
同
が
多
い
と
い
う
事
実

な
ど
を
根
拠
に
し
て
、
注
（８
）
の
鈴
木
論
文
以
来
、
両
集
は
互
い
に
も
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う

一
方
を
参
照
で
き
な
か
っ
た
ぐ
ら
い
近
い
時
期
に
成
立
し
た
と
考
え

ら
れ
て
い
る
。

（１０
）自
撰
部
の
各
歌
群
の
冒
頭
は
例
え
ば
二
番
の

「み
や
つ
か
へ
す
る
人

に
や
あ
り
け
ん
」
と
い
う
よ
う
に
、
相
手
の
女
性
を
紹
介
す
る
形
を
と

っ
て
い
る
が
、　
三
ハ
八
、　
一
七

一
番
の
二
例
も
そ
れ
に
よ
く
似
た
も
の

だ
と
言
え
よ
う
。

（Ｈ
）六
五
番
と

一
一
八
番
の
詞
書
で
は
伊
ヂ
を
指
す
の
に

「お
と
ゞ
」
以

外
の
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
六
五
番
の
詞
書
は

「お
ほ
ん
と
の
き
た

の
か
た
き
こ
え
た
ま
け
る
に
」
云
々
と
な
っ
て
い
て
、　
一
八
四
番
以
外

で
伊
ア
を
指
す
語
が
主
語
に
な
っ
て
い
る
唯

一
の
例
で
あ
る
。
ま
た
、

一
一
八
番
は

「を
と
こ
の
御
か
へ
し
」
と
な

っ
て
い
て
、

「を
と
こ
」

が
主
語
に
な

っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

（‐２
）
Ｂ
Ｏ
は
、　
一
五
八
番
と

一
六
二
番
が

『新
勅
撰
集
』
に

「本
院
侍
従
」

と
し
て
採
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
根
拠
に
し
て
、
本
院
侍
従
の
作
で
あ
る

と
す
る
の
が
通
説
と
な
っ
て
い
る
。

（
つ
つ
み

。
か
ず
ひ
ろ
　
本
学
大
学
院
博
士
後
期
課
程
）
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