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中
村
本

「夜
寝
覚
物
語
」

の
改
作
態
度

―
―
人
物
の
改
変
に
つ
い
て
の

一
考
察
―
―

中
村
本

「夜
寝
覚
物
語
」
は
、
平
安
末
期
の
物
語
で
あ
る
通
称

「夜
半
の
来

覚
」

（以
後
原
作
と
略
称
す
る
。）

の
改
作
本
で
あ
る
が
、
そ
の
原
作
に
対
す

る
改
作
の
態
度
に
は
、
種
々
興
味
あ
る
問
題
が
見
出
さ
れ
る
よ
う
で
あ
る
。
こ

れ
迄
に
も
こ
の
中
村
本
の
改
作
態
度
に
つ
い
て
は
、
色
々
と
御
見
解
が
述
べ
ら

れ
て
来
た
が
、
こ
の
小
考
も
、そ
れ
ら
種
々
の
改
作
点
の
う
ち
、特
に
人
物
上
に

於
け
る
男
女
の
性
の
変
更
と
血
縁
関
係
の
改
変
に
関
し
て
考
察
を
試
み
よ
う
と

す
る
も
の
で
あ
る
。
論
証
の
便
宜
上
次
の
順
序
で
考
察
を
進
め
た
い
と
思
う
。

０
大
君
遺
子
の
改
変
に
つ
い
て

国
源
氏
太
政
大
臣
子
女
の
系
図
の
変
更
に
つ
い
て

一　
　
大
君
遺
子
の
改
変
に
つ
い
て

君
『
椰
』
降
は
ほ
け
な

に 一
は
事
翔
確
鳳
窪
し
精
れ
錢
期
¨
竃
貯
」
続
減
】
わ
畔

と
鉾
あ
で
ぁ
り
、
そ
こ
に
行
わ
れ
て
い
る
中
村
本
の
改
作
点
に
つ
い
て
も
二
三

の
御
考
察
が
あ
る
が
、
今
改
め
て
そ
れ
ら
の
御
見
解
を
参
照
し
つ
ゝ
、
こ
の
間

題
を
考
え
て
み
よ
う
と
思
う
。

中
村
本
は
次
の
二
点
に
つ
い
て
改
作
を
行

っ
て
い
る
。

種

本

節

子

田
原
作
の
女
児
を
男
児
に
し
て
い
る
こ
と
。

②
原
作
に
於
て
は
、
母
大
君
の
死
に
よ
っ
て
五
十
日
の
祝
の
時
以
後
引
続
き

女
主
人
公
の
許
で
養
育
さ
れ
て
い
る
の
に
、
中
村
本
で
は
五
十
日
の
祝
に
一
時

女
主
人
公
の
許
へ
渡
さ
れ
る
だ
け
で
、
叉
主
人
公
の
許
へ
帰
さ
れ
る
こ
と
に
し

て
い
る
こ
と
。

右
の
田
に
つ
い
て
、
長
谷
川
氏
は

「中
村
本
が
黒
川
系
本
で
は
、
男
子
で
あ

る
主
人
公
女
主
人
公
の
第
三
子
を
、
女
子
に
改
変
し
て
い
る
例
が
あ
り
、
中
村

本
が
黒
川
系
本
と
趣
き
を
変
え
よ
う
と
す
る
傾
向

の
あ
ら
わ
れ
と
も
云
え
よ

う
」
。

（前
掲
論
文
五
頁
）
と
云
わ
れ
た
が
、　
こ
れ
に
対
し
て
前
田
氏
は
、　
こ

の
改
作
点
に
も

っ
と
積
極
的
な
理
由
を
見
出
そ
う
と
し
て
居
ら
れ
る
よ
う
で
あ

る
。
つ
ま
り
、
中
村
本
に
於
て

「『
か
た
み
の
若
君
』
を
め
ぐ
る
叙
述
に
強
調

さ
れ
て
い
る
の
は
、
女
主
人
公
へ
の
執
拗
な
ま
で
の
あ
や
に
く
な
る
愛
情
で
あ

り
、
そ
れ
に
応
え
る
女
主
人
公
の
姿
で
あ
る
。」
と
し
て
、
　

「そ
の
愛
情
の
強

さ
を
出
し
度
く
て
大
人
し
や
か
な
姫
君
を
そ
の
範
疇
か
ら
逸
脱
さ
せ
ず
に
む
し

ろ
若
君
に
変
え
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

（中
略
）

（主
人
公
女
主
人
公
の
）

大
君
に
対
す
る

「罪
」
を
軽
減
し
よ
う
と
し
て
、
第

一
に
血
縁
を
変
え
、
第
二

に
女

一
宮
事
件
を
省
略
し
た
と
み
る
こ
と
も
出
来
る
。
そ
し
て
そ
の
第
三
と
し

て
、
大
君
の
遺
子
が
女
主
人
公
の
子
と
な
り
切
っ
て
い
る
事
、
親
子
の
愛
が
互



に
緊
密
な
る
こ
と
を
強
調
し
た
と
考
え
て
は
い
け
な
い
で
あ
ら
う
か
。」

と
述

べ
て
居
ら
れ
る
。

（前
掲
論
文
四

一
頁
）

②
の
改
作
点
に
つ
い
て
は
、
長
谷
川
氏
が
、

「も
と
も
と
女
子
で
あ
っ
た
も

の
を
男
子
に
改
変
し
た
た
め
に
生
じ
た
も
の
男
子
で
あ
れ
ば
、
女
子
の
場
合
程

に
親
身
な
親
代
り
は
な
く
と
も
よ
い
し
、
大
き
く
な
れ
ば
、
他
の
姫
君
た
ち
と

一
緒
に
育
て
る
事
も
出
来
ず
め
ん
ど
う
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。」
（前
掲
論
文

五
頁
及
び
松
尾
聡
氏
著

「平
安
時
代
物
語
の
研
究
」
所
収

「夜
半
の
来
覚
大
略

」
）
と
の
御
見
解
を
表
明
し
て
居
ら
れ
る
だ
け
で
あ
る
。

さ
て
そ
れ
で
は
こ
の
二
点
に
改
作
を
施
し
た
中
村
本
作
者
の
改
作
の
意
図
は

果
し
て
ど
こ
に
あ
っ
た
の
で
あ
ら
う
か
。
こ
ヽ
で
先
ず
、
原
作
に
於
け
る
小
姫

君
の
位
置
を
考
え
て
み
る
必
要
が
あ
る
が
、
こ
の
点
の
概
観
に
つ
い
て
は
既
に

触
れ
て
居
ら
れ
る
点
も
あ
る
の
で
、
出
来
る
だ
け
重
複
を
さ
け
て
述
べ
て
み
よ

う
と
思
う
。

原
作
の
現
存
巻
三
か
ら
巻
五
迄
に
於
て
、
小
姫
君
の
登
場
す
る
場
面
は
全
て

次
の
二
つ
の
場
合
に
大
別
出
来
る
よ
う
で
あ
る
。
③
主
人
公
が
女
主
人
公
の
許

へ
出
入
り
出
来
る
公
然
た
る
理
由
と
し
て
使
わ
れ
る
場
〈ヽ

⑤
女
主
人
公
の
身

辺
を
離
れ
ず
よ
く
な
つ
き
大
姫
君
雅
子
君
と
も
真
の
兄
弟
の
よ
う
に
な
れ
睦
ぶ

と
い
う
女
主
人
公
の
身
辺
描
写
或
は
な
ご
や
か
な
団
葉
の
場
面
の
一
要
素
と
し

て
使
わ
れ
る
場
合
で
あ
る
。
こ
れ
よ
り
前
、
中
間
欠
巻
部
分
に
於
て
如
何
な
る

役
割
を
演
じ
て
い
た
か
を
、
具
体
的
に
示
す
資
料
は
、
無
名
草
子
、
風
葉
和
歌

集
、
拾
遺
百
番
歌
合

（以
後
こ
れ
ら
を
総
称
し
て
原
作
系
諸
資
料
と
呼
ぶ
）
に

も
見
当
ら
な
い
が
、
し
か
し
そ
れ
ら
の
諸
資
料
と
中
村
本
と
の
照
合
に
よ
っ
て

中
間
欠
巻
部
分
の
内
容
を
検
討
し
て
み
る
と
、
◎
女
主
人
公
の
夫
老
関
自
の
死

後
は
、
外
的
条
件
の
上
か
ら
云
っ
て
も
現
存
部
分
と
大
差
は
な
か
っ
た
ろ
う
と

考
え
ら
れ
、
又
そ
の
生
前
に
於
て
も
、
主
人
公
と
女
主
人
公
と
の
逢
瀬
を
作
る

理
由
と
し
て
利
用
さ
れ
る
に
は
、
現
存
部
分
よ
り
も
幾
分
難
か
し
い
状
態
に
あ

っ
た
で
あ
ろ
う
が
、女
主
人
公
の
身
辺
を
離
れ
ら
れ
な
い
存
在
と
し
て
、女
主
人

公
の
身
辺
描
写
に
精
彩
を
与
え
―
そ
れ
は
同
時
に
女
主
人
公
の
母
性
と
し
て
の

欠
け
る
所
な
き
美
し
さ
を
表
現
す
る
の
に
役
立
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
が
、
―

叉
時
に
は
姉
大
君
を
偲
ぶ
よ
す
が
と
し
て
も
描
か
れ
て
い
た
そ
の
程
度
で
あ
っ

た
ろ
う
と
推
測
さ
れ
る
。
要
す
る
に
、
こ
の
部
分
に
於
け
る
小
姫
君
の
役
割
は

概
略
に
於
て
前
記
⑥
の
範
疇
に
入
れ
ら
れ
る
も
の
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

更
に
末
尾
欠
巻
部
分
に
於
け
る
小
姫
君
の
役
割
は
、
こ
れ
又
原
作
系
諸
資
料
に

は
全
く
そ
の
名
す
ら
表
れ
て
い
な
い
が
、
欠
巻
部
分
の
構
想
を
検
討
し
て
み
る

と
恐
ら
く
③
女
主
人
公
の
辛
い
宿
命
の
実
現
の
過
程
に
於
い
て
、
多
年
の
出
家

の
望
み
を
い
つ
ま
で
も
妨
げ
る
鮮
の
一
員
と
し
て
、
つ
ま
り
他
の
主
人
公
と
の

間
の
末
子
達
と
共
に
、
女
主
人
公
の
後
見
を
必
要
と
す
る
人
物
と
し
て
僅
か
な

場
を
与
え
ら
れ
て
い
た
に
過
ぎ
な
い
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
様
に
見

て
く
る
と
、
原
作
に
於
て
小
姫
君
の
存
在
が
最
も
必
要
と
さ
れ
た
の
は
④
の
場

合
で
あ
る
事
が
認
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
主
人
公
は
女

一
宮
や
そ
の

母
大
皇
宮
に
対
し
て
自
分
が
女
主
人
公
の
許
へ
渡
ら
ね
ば
な
ら
な
い
理
由
と
し

て
事
毎
に
小
姫
君
の
事
を
持
出
し
、
（校
註
本
二
一
五

。
二
三
九

・
三
〇
九
頁
―

以
下
原
作
の
頁
数
は
、
全
て
校
註
本
の
そ
れ
で
あ
る
。）

―
そ
の
場
合
、
女
主

人
公
の
父
入
道
か
ら
か
つ
て
女
主
人
公
の
世
話
を
依
頼
さ
れ
た
こ
と
、
及
び
自

分
の
叔
父
で
あ
る
故
関
自
か
ら
、
そ
の
北
方
女
主
人
公
や
遺
女
達
の
後
見
を
依

頼
さ
れ
た
事
も

一
応
の
理
由
と
な
る
の
で
あ
る
が
、　
公
≡
一九
頁
）
し
か
し
そ

れ
ら
は
、
そ
う
頻
繁
に
女
主
人
公
の
許
へ
渡
ら
ね
ば
な
ら
な
い
程
決
定
的
な
理

由
と
は
な
ら
な
い
。
或
は
そ
れ
と
し
て
は
弱
い
の
で
あ
る
。
―
又
西
山
の
父
入

道
の
許
へ
逃
れ
た
女
主
人
公
の
後
を
追

っ
て
来
た
主
人
公
は
、
そ
の
理
由
を
入

道
に
説
明
す
る
の
に
も
や
は
り
小
姫
君
を
利
用
す
る
の
で
あ
る
。
公
一五
七
頁
）



こ
の
よ
う
に
、
女

一
宮
方
に
対
し
て
は
勿
論
の
事
、
主
人
公
達
の
実
情
を
知
ら

な
い
世
間
に
対
し
て
は
、
主
人
公
達
二
人
の
出
会
の
必
要
性
を
説
明
す
る
唯

一

の
公
然
た
る
理
由
と
な
る
の
が
小
姫
君
の
存
在
で
あ
っ
た
。
結
ば
れ
る
べ
く
し

て
結
ば
れ
ず
全
く
思
い
断
と
う
と
し
て
離
れ
切
る
事
を
許
さ
れ
な
い
主
人
公
達

の
辛
い
縁
の
実
現
の
過
程
に
於
い
て
、
二
人
を
常
に
精
神
的
に
結
び
つ
け
る
よ

す
が
と
な
る
も
の
は
、
二
人
が
別
れ
に
身
に
添
え
て
育
て
ヽ
い
る
大
姫
君
と
雅

子
君
の
存
在
で
あ

っ
た
。
し
か
し
こ
の
二
人
の
子
供
は
共
に
世
間
に
対
し
て
は

主
人
公
達
の
間
の
子
供
と
い
う
事
は
秘
め
て
あ
っ
て
、
表
向
き
に
は
二
人
の
出

会
い
を
認
め
さ
せ
る
理
由
と
は
な
ら
な
い
。
そ
の
中
に
あ

っ
て
、
主
人
公
達
の

逢
瀬
を
作
る
公
然
た
る
理
由
と
な
る
も
の
は
、
主
人
公
の
先
妻
大
君
の
遺
児
で

あ
り
、
今
は
そ
の
妹
女
主
人
公
に
養
育
さ
れ
て
い
る
小
姫
君
の
存
在
だ
け
で
あ

っ
た
。
こ
ゝ
に
こ
そ
原
作
者
が
小
姫
君
を
登
場
さ
せ
、
更
に
そ
れ
を
母
な
き
後

女
主
人
公
の
許
で
養
育
さ
れ
る
こ
と
と
し
た
意
図
が
あ
っ
た
考
え
ら
れ
る
の
で

あ
る
。

（原
作
に
於
て
も
中
村
本
の
如
く
大
君
が
遺
児
の
世
話
を
女
主
人
公
に

依
頼
し
て
他
界
す
る
と
い
う
事
実
は
当
然
あ
っ
た
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。）

一
方
中
村
本
に
立
戻

っ
て
み
る
と
、
最
初
か
ら
の
物
語
の
進
展
上
、
大
君
が

子
供
を
残
し
て
死
ぬ
事
、
叉
そ
の
子
供
の
世
話
を
女
主
人
公
に
遺
言
す
る
点
迄

は
原
作
の
ま
ゝ
を
踏
襲
し
て
大
君
遺
児
の
存
在
を
残
し
た
の
で
あ
る
が
、
こ
ゝ

で
中
村
木
は
そ
の
本
来
の
改
作
態
度
、
つ
ま
り

「夢
は
む
な
し
か
ら
ず
」
と
い

う
主
題
の
実
現
の
為
と
、
短
篇
化
の
目
的
と
か
ら
、
巧
妙
に
も
女

一
宮
の
主
人

公
へ
の
御
降
嫁
を
取
り
去

っ
て
斎
院
に
な
ら
れ
る
こ
と
ヽ
し
た
。
そ
う
な
る
と

女

一
宮
方
に
対
す
る
主
人
公
の
夜
離
れ
や
退
出
の
理
由
を
提
供
す
る
と
い
う
、

大
君
遺
児
の
本
来
の
存
在
理
由
が
な
く
な
っ
た
訳
で
あ
る
。
と
同
時
に
、
そ
の

目
的
の
為
に
こ
そ
、
あ
え
て
女
主
人
公
の
許
で
養
育
さ
れ
る
こ
と
ヽ
し
た
原
作

の
構
想
は
全
く
無
意
味
な
も
の
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

（原
作
に
於
て
遺
児
が

成
程
頼
り
な
げ
な
女
子
で
あ
っ
た
と
は
い
え
、
必
ず
し
も
女
主
人
公
の
手
に
託

さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
必
然
性
は
な
く
、
大
姫
君
と
同
格
に
主
人
公
の
母
尼
上
の
許

に
乳
母
の
懐
で
成
育
す
る
事
も
出
来
た
筈
で
あ
る
し
、
又
大
皇
宮
が
自
ら
い
っ

て
い
る
よ
う
に

（
二
三
六
頁
）
そ
れ
が
主
人
公
を
女
主
人
公
か
ら
遠
ざ
け
よ
う

と
す
る
為
の
、
憤
怒
と
共
に
出
た
言
葉
で
あ
っ
た
と
し
て
も
後
妻
で
あ
る
女

一

宮
が
引
取
っ
て
養
育
す
る
事
も
出
来
た
筈
で
あ
る
。
原
作
に
於
て
遺
児
を
大
君

の
遺
言
に
よ
っ
て
女
主
人
公
に
養
育
さ
せ
た
意
図
は
余
り
に
明
瞭
で
あ
ろ
う
。）

従

っ
て
中
村
本
が
尚
原
作
の
ま
ヽ
を
踏
襲
し
て
、
大
君
遺
児
を
五
十
日
の
祝
の

後
に
も
ず

っ
と
女
主
人
公
の
許
に
置
く
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
全
く
無
意
味
な
存

在
で
あ
る
に
も
か
ヽ
わ
ら
ず
、
前
記
◎
に
述
べ
た
如
く
、
女
主
人
公
の
身
辺
描

写
に
際
し
て
は
無
視
出
来
な
い
も
の
と
し
て
、
い
た
ず
ら
に
そ
の
叙
述
を
煩
わ

し
く
す
る
だ
け
の
も
の
と
考
え
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
。
こ
ゝ
に
原
作
の
線
に
沿

っ

て
一
旦
五
十
日
の
祝
に
女
主
人
公
の
許
へ
渡
さ
れ
た
遺
児
を
、
又
主
人
公
の
許

へ
帰
し
た
根
拠
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
全
般
に
亘
っ
て
叙
述
の

簡
略
化
を
意
図
す
る
中
村
本
で
あ
っ
て
み
れ
ば
、
叉
女

一
宮
の
御
降
嫁
を
取
消

し
て
後
、
省
略
或
は
改
変
の
度
を
除
々
に
進
め
て
、
円
満
な
結
末
を
急
い
で
い

る
改
作
者
で
あ
っ
て
み
れ
ば
、
右
の
根
拠
は
十
分
肯
け
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る

の
で
あ
る
。
因
み
に
、
中
村
本
に
於
て
主
人
公
に
女

一
宮
な
く
、
女
主
人
公
に

老
関
白
な
き
後
は
、
原
作
に
於
て
精
神
的
に
の
み
し
か
主
人
公
達
を
結
び
付
け

る
働
き
を
し
な
か
っ
た
大
姫
君
と
若
君
と
が
、
現
実
的
に
も
十
分
に
利
用
さ
れ

て
め
で
た
い
結
末
へ
の
推
進
力
の
役
目
を
果
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

こ
の
点
の
改
作
理
由
と
し
て
、
前
述
の
如
く
長
谷
川
氏
は
、

「男
児
に
改
変

し
た
為
に
生
じ
た
も
の
」
と
述
べ
て
居
ら
れ
る
。
し
か
し
同
氏
が
、　
一
緒
に
育

て
た
と
す
る
事
が
出
来
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
た
老
関
自
の
三
人
の
姫
君
達
は

先
ず
年
令
的
に
い
っ
て
こ
の

「
か
た
み
の
若
君
」
と
は
か
な
り
開
き
が
あ
る
よ



う
で
あ
る
。
（
「
か
た
み
の
若
君
」
の
誕
生
は
老
関
白
の
姫
君
の
十
六
、
十
四
、

十

一
才
の
年
と
算
定
さ
れ
る
。）

更
に
そ
れ
よ
り
も
、
女
主
人
公
の
許
に
は
若

君

（原
作
の
ま
さ
こ
）
が
居
る
の
で
あ
っ
て
、
む
し
ろ

一
緒
に
育
て
る
に
は
好

都
合
で
あ
っ
た
と
さ
え
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

（若
君
は
こ
の
年
六
才
と
算

定
さ
れ
る
。）
こ
の
考
え
方
に
従
え
ば
、　
原
作
通
り
女
児
と
し
て
い
た
場
合
の

方
が
却
っ
て
男
児
で
あ
る
若
君
と

一
緒
に
育
て
た
と
す
る
事
が
出
来
な
か
っ
た

筈
と
な
り
、

（若
君
と
大
君
遺
児
と
は
表
向
き
は
従
兄
弟
の
間
柄
と
さ
れ
て
い

る
）
原
作
の
構
想
自
身
を
否
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
に
な
ろ
う
。
叉
原
作

通
り
女
児
と
し
た
場
合
で
も
、
前
述
の
根
拠
か
ら
、
主
人
公
の
許
で
、
大
姫
君

と
共
に
尼
上
に
養
育
さ
れ
た
と
す
る
事
も
、
し
よ
う
と
思
え
ば
出
来
た
筈
で
あ

る
。
要
す
る
に
こ
の
改
変
に
は
遺
児
の
性
別
は
直
接
の
関
係
を
持
っ
て
は
い
な

か
っ
た
と
考
え
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

そ
れ
で
は
何
故
、中
村
本
作
者
は
大
君
遺
児
を
男
児
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

前
述
の
長
谷
川
氏
の
如
く
、
単
に
趣
き
を
変
え
よ
う
と
す
る
傾
向
と
見
る
事
は

成
程
内
容
的
に
全
く
根
拠
の
見
出
せ
な
い
場
合
に
は
可
能
で
あ
ろ
う
が
、
こ
の

場
合
は
些
か
改
作
者
に
内
的
意
図
が
あ

っ
た
よ
う
で
あ
る
。
即
ち
、
中
村
本
の

結
末
は
、
め
で
た
く
主
人
公
と
女
主
人
公
と
が
結
ば
れ
て
、
大
姫
君
は
后
と
な

り
、
故
関
白
長
女
の
尚
侍
の
皇
子
は
東
宮
に
立
ち
、
こ
の
上
な
き

一
門
の
繁
栄

と
円
満
な
幸
福
の
絶
頂
と
を
描
い
て
、
こ
の
物
語
を
開
じ
て
い
る
の
で
あ
る
が

例
の

「
か
た
み
の
若
君
」
は
女
主
人
公
が
内
裏
よ
り
主
人
公
の
許
へ
引
取
ら
れ

て
以
来
女
主
人
公
や
大
姫
君
若
君
と
真
の
親
子
兄
弟
の
よ
う
に
な
れ
睦
び
、
こ

の
巻
末
に
於
て
は
、
何
事
も
思
う
ま
ヽ
な
る
主
人
公
が
、

「
か
た
み
の
わ
か
こ

ゝ
の
つ
に
な
り
給
ふ
を
、
げ
ん
ぶ
く
せ
さ
せ
て
、
侍
従
に
な
し
た
て
ま
つ
り
給

ぬ
」

（下
三
二
七
頁
）
と
記
し
て
い
る
。
そ
し
て
女
主
人
公
は
こ
の
若
君
の
成

人
に
つ
け
て
も
、
姉
大
君
が
遺
児
の
養
育
を
く
れ
ぐ
れ
も
頼
ん
で
他
界
し
た
事

な
ど
を
思
い
出
し
て
涙
を
流
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
明
ら
か
に
中
村
本

が
そ
の
結
末
に
於
て
大
君
関
係
の
事
件
に
つ
い
て
最
後
の
締
括
り
を
つ
け
た
も

の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
中
村
本
は
他
の
事
項
に
つ
い
て
も
、
同
様
に
そ
れ
ぞ
れ

に
よ
く
結
末
を
付
け
て
、
中
村
本
と
し
て
の
ま
と
ま
り
を
見
せ
て
い
る
の
で
あ

る
。
つ
ま
り
、
大
君
か
た
み
の
若
君
問
題
に
つ
い
て
は
、
主
人
公
達
は
そ
の
遺

児
を
立
派
に
養
育
し
上
げ
、
そ
の
若
君
は
今
や
侍
従
と
な
っ
て
前
途
洋
々
と
し

て
全
く
め
で
た
い
限
り
で
あ
る
、
と
い
う
訳
で
あ
る
。
要
す
る
に
中
村
本
作
者

は
、
よ
り
完
全
な
主
人
公
達
の
幸
福
を
描
か
ん
が
為
に
、
こ
の
若
君
に
つ
い
て

も
、
立
派
に
成
人
し
て
前
途
に
何
の
不
安
も
な
い
形
に
し
て
こ
の
物
語
を
終
り

度
か
っ
た
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
場
合
原
作
の
如
く
大
君
の
遺
児
を

女
児
と
し
て
い
た
な
ら
ば
、
男
児
の
如
く
簡
単
に
元
服
と
い
う
形
に
よ
っ
て
女

主
人
公
の
手
を
離
れ
る
事
は
不
可
能
で
あ
り
、
原
作
に
於
て
そ
う
で
あ
る
よ
う

に
、
い
つ
ま
で
も
女
主
人
公
の
後
見
を
必
要
と
す
る
頼
り
な
げ
な
存
在
と
し
て

残
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
。
大
君
遺
児
を
男
児
と
し
た
意
図
は
こ
の
結
末
に
理
由
が

あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

前
述
の
如
く
前
田
氏
は
、
こ
の
点
に
つ
い
て
、
女
主
人
公
に
対
す
る
愛
情
の

強
さ
を
出
す
為
と
し
て
居
ら
れ
る
が
、

「
か
た
み
の
若
君
」
が
女
主
人
公
に
非

常
に
な
れ
睦
ぶ
描
写
に
た
と
え
強
調
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
む
し
ろ
中

村
本
の
結
末
の
め
で
た
い
一
家
円
満
を
描
く
為
の
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
直
ち

に
男
児
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
理
由
と
し
て
は
結
び
付
か
な
い
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。
更
に
そ
れ
が
、
大
君
に
対
す
る

「罪
」
の
軽
減
の
為
に
な
さ

れ
た
と
考
え
る
の
は
、
穿
さ
く
が
過
ぎ
は
し
な
い
だ
ろ
う
か
。
叉
そ
の
目
的
の

為
に
第

一
に
血
縁
を
変
え

（
こ
れ
に
つ
い
て
は
０
に
於
て
後
述
す
る
）
第
二
の

女

一
宮
事
件
を
省
略
し
た
と
し
て
居
ら
れ
る
が
ヽ
女

一
宮
事
件
の
省
略
に
、
や

は
り
前
述
し
た
よ
う
に
、
中
村
本
に
於
け
る
根
本
的
な
最
も
重
大
な
改
作
点
で



あ
っ
て
、　
ハ
ピ
ー
エ
ン
ド
化
と
短
篇
化
の
目
的
と
か
ら
成
さ
れ
た
と
見
る
べ
き

も
の
で
あ
ろ
う
。

（註
１
）

「寝
覚
」
題
参
考
―
関
根
慶
子
氏
―
お
茶
の
水
女
子
大
学
「
国
文
」

第
八
号

（註
２
）

寝
覚

「小
姫
君
」
考
―
長
谷
川
和
子
氏
―

「学
習
院
大
学
国
語
国

文
学
会
誌
」
第

一
号
　
「夜
半
の
寝
覚
」
系
図
論
―
北
川
大
成
氏
―

「
平

安
文
学
研
究
」
第
十
八
韓

（
註
３
）

（註
２
）
及
び

「寝
覚
」
人
物
小
考
―
前
田
和
子
氏
―

「
国
文
」
第

八
号

（註
４
）

右
前
田
氏
論
文
―
原
作
に
於
て
も
、
老
関
白
は
主
人
公
の
叔
父
で

ぁ

っ
た
と
見
な
す
事
に
つ
い
て
は
、
私
も
同
じ
立
場
を
持
つ
者
で
あ
っ
て

こ
の
血
縁
関
係
を
認
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
原
作
の
諸
事
情
に
矛
盾
を
生
じ

な
い
ば
か
り
か
、　
一
層
明
確
に
そ
れ
ら
の
事
情
を
理
解
す
る
事
が
出
来
る

以
上
、
こ
れ
を
積
極
的
に
認
め
て
よ
い
も
の
と
思
う
の
で
あ
る
。
例
え
ば

こ
ヽ
の
場
合

「
故
関
白
の
大
殿
の
親
の
御
心
ざ
し
に
も
劣
ら
ず
限
り
な
く

あ
は
れ
に
物
せ
ら
れ
し
心
を
思
ひ
給
へ
知
る
名
残
」
な
る
言
葉
も
、
叔
父

甥
の
関
係
に
あ

っ
て
こ
そ
、
主
人
公
が
女

一
宮
方
に
対
し
て
い
う
弁
解
と

し
て
の
意
味
が
真
に
理
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

二
　
　
源
氏
太
政
大
臣
子
女
の
系
図
の
変
更
に
つ
い
て

こ
の
物
語
の
冒
頭
に
於
け
る
源
氏
太
政
大
臣
の
子
女
の
系
図
の
変
更
は
、
そ

れ
が
物
語
の
発
端
で
あ
り
中
心
人
物
に
関
す
る
事
柄
で
あ
る
だ
け
に
、
原
作
と

改
作
本
と
を
読
み
比
べ
る
者
に
と
っ
て
は
、
意
表
を
突
く
改
作
点
で
あ
る
と
同

時
に
、
以
後
全
篇
の
内
容
に
重
大
な
影
響
を
及
ぼ
す
も
の
と
し
て
注
目
さ
れ
る

の
で
あ
る
。
即
ち
、
原
作
に
於
て
、
太
政
大
臣
の
二
人
の
北
方
の
う
ち
、
按
察

大
納
言
女
腹
に
男
君
二
人

（左
衛
門
督
、
宰
相
中
将
）
帥
宮
女
腹
に
女
君
二
人

（大
君
、
中
君
―
女
主
人
公
）
と
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、　
中
村
本
で
は
、　
前

者
に
左
衛
門
督
大
君
の
二
人
、
後
者
に
宰
相
中
将
と
中
君
の
二
人
と
す
る
改
変

で
あ
る
。

松
尾
聡
氏
は
早
く
こ
の
点
に
注
目
さ
れ
て
、
兄
弟
を
敵
味
方
と
し
て

「
血
縁

的
に
は
っ
き
り
分
け
て
し
ま
っ
た
事
は
」
、　
当
然
兄
弟
間
の
感
情
や
行
動
に
大

き
な
変
化
が
行
わ
れ
て
い
る
筈
で
あ
り
、
こ
の
改
変
は

「作
中
人
物
の
心
的
葛

藤
の
息
苦
し
さ
を
減
じ
て
物
語
を
単
純
化
し
、
快
楽
を
求
め
る
低
俗
な
流
者
に

媚
び
よ
う
と
す
る
意
識
か
ら
行
わ
れ
た
も
の
」
と
し
て
こ
の
改
変
の
意
義
を
重

要
視
し
て
居
ら
れ
る
。
し
か
し
後
述
す
る
よ
う
に
、
実
際
に
中
村
本
の
記
述
に

当
っ
て
検
討
し
て
み
る
と
、
松
尾
氏
が
指
摘
し
て
居
ら
れ
る
よ
う
な
、
同
腹
の

兄
弟
が
異
腹
と
な
り
、
異
腹
の
そ
れ
が
同
腹
と
な
っ
た
為
に
当
然
生
ず
べ
き
兄

弟
間
の
感
情
や
行
動
の
変
化
は
行
わ
れ
て
居
ら
ず
、
そ
の
為
に
特
に
原
作
に
改

け
卸
寿
】
『
餞
は
昨
蛯
は
い
れ
は
』
わ
ね
」
は
勘
剣
睦
は
い
彙

つ ぅ
“
ヽ

「 る
ゲ
け

方
が
自
然
で
あ
り
、
解
り
易
い
と
い
う
作
者
の
一
つ
の
解
釈
に
よ
っ
て
単
純
に

為
さ
れ
た
こ
と
で
は
な
か
ろ
う
か
。」
と
い
っ
て
居
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
又
、

い
の
大
君
遺
子
の
改
変
理
由
の
と
こ
ろ
で
引
用
し
た
如
く
、
こ
の
兄
弟
関
係
の

変
更
を
主
人
公
た
ち
の

「大
君
に
対
す
る

『罪
』
を
軽
滅
し
よ
う
と
し
て
」
な

さ
れ
た
も
の
だ
と
の
見
解
を
提
出
し
て
居
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、
こ
の
問
題
に
対

す
る
中
村
本
作
者
の
改
作
態
度
或
は
改
作
意
識
と
い
う
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
ど

う
し
て
も
相
撞
着
す
る
二
つ
の
御
見
解
と
解
釈
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
こ
の
問
題
に
対
す
る
改
作
者
の
意
図
は
ど
こ
に
あ

っ
た
と
考
え

る
べ
き
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
既
に
右
の
御
考
察
も
あ
る
こ
と
な
の
で
、
要
点
的

に
私
見
を
述
べ
よ
う
と
思
う
。

15



兄
弟
の
系
図
が
書
き
か
え
ら
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
最
も
大
き
な
変
化
が
予
想

さ
れ
る
の
は
、
大
君
と
中
君
と
の
関
係
で
あ
ろ
う
。
原
作
に
於
て
は
、
松
尾
氏

が
い
わ
れ
る
よ
う
に
、

「大
君
、
中
君
は
同
腹
の
姉
妹
で
あ
れ
ば
こ
そ
中
君
は

大
君
に
対
し
て
ひ
た
す
ら
す
ま
な
い
と
思
ひ
悩
み
、
大
君
は
ま
た
中
君
を
信
愛

を
裏
切
る
も
の
と
し
て
疎
み
苦
し
む
の
で
あ
る
」
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
を
異

腹
と
の
姉
妹
と
し
た
中
村
本
は
原
作
の
深
刻
な
悩
み
を
緩
和
し
よ
う
と
し
た
の

で
あ
ろ
う
か
。
し
か
し
こ
の
姉
妹
に
関
す
る
両
本
の
叙
述
を
対
比
し
て
み
る
と

大
君
と
中
君
間
の
感
情
や
態
度
に
は
、
特
に
相
違
は
見
ら
れ
ず
、
中
村
本
は
原

作
の
叙
述
を
殆
ん
ど
そ
の
ま
ヽ
に
辿
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

（校
註
本
四

三
―
四
四
頁
＝
中
村
本
上
五
六
頁
、
以
下
頁
数
は
上
例
に
準
ず
る
。
七
二
頁
＝

上
七
二
―
七
三
頁
、
九
九
頁
＝
上

一
〇
〇
頁
、　
一
〇
七
頁
＝
上

一
〇
七
頁
、　
一

〇
八
頁
＝
上

一
〇
八
頁
、　
一
〇
九
頁
＝
上

一
〇
九
―

一
一
〇
頁
、　
〓
一一五
頁
＝

上

一
二
九
ｔ

一
三
〇
頁
等
）
又
直
接
対
比
不
可
能
な
欠
巻
部
分
の
叙
述
に
関
し

て
も
、
同
様
に
両
者
の
お
互
に
対
す
る
態
度
や
感
情
に
相
違
が
あ
っ
た
と
は
考

え
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。

（拾
遺
百
番
歌
合
三
番
及
び
風
葉
和
歌
集
春
下
八
七

＝
上

一
三
二
頁
　
無
名
草
子
岩
波
文
庫
本
六
九
頁
＝
下
六
―
七
頁
　
下
五
九
―

六
〇
頁
大
君
、
遺
児
の
後
見
を
中
君
に
依
頼
し
て
死
ぬ
件
＝
前
論
考
参
照
等
）
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　ヽ
１

場
面
を
も
入
れ
る
と
、
続
け
て
四
度
非
常
に
近
似
し
た
心
理
描
写
の
場
面
が

出
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
そ
の
う
ち
中
村
本
は
恐
ら
く
梗
概
化
の
立
場
か
ら

二
場
面

（
一
二
七

。
一
四
五
頁
）
は
大
き
く
省
略
し
去
っ
て
、
そ
の
中
間
に

あ
る
広
沢
に
身
を
隠
し
た
中
君
が
雪
の
降
る
日
姉
上
と
か
つ
て
雪
山
を
造
ら

せ
て
遊
ん
だ
頃
の
事
を
な
つ
か
し
く
思
い
出
す
と
い
う
場
面

（
一
三
五
頁
）

だ
け
は
殆
ん
ど
原
作
の
ま
ゝ
に
写
し
て
い
る
。
歌
は
政
作
さ
れ
て

「き
え
か

え
り
う
き
事
あ
り
し
や
ど
な
れ
ど
雪
見
る
ま
ゝ
に
こ
ひ
し
か
り
け
り

（
上
一

三
〇
頁
）
と
な
ら
て
い
る
が
。
従

っ
て
中
村
本
は
同
じ
よ
う
に
姉
上
と
仲
睦

じ
か
っ
た
音
を
述
懐
し
て
歌
を
よ
む
場
面
が
間
を
置
か
ず
に
重
出
す
る
事
と

な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
為
に
中
村
本
作
者
は
こ
の
場
面
の
歌
を
省
略
し
て

梗
概
化
の
方
法
を
と
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
場

合
、
姉
大
君
に
対
す
る
中
君
の
感
情
に
特
に
改
変
を
加
え
た
と
い
う
形
跡
は

見
出
せ
な
い
の
で
あ
る
。

そ
し
て
更
に
、
そ
れ
ら
の
う
ち
、
次
の
様
な
場
合
に
は
、
原
作
と
事
情
を
異
に

す
る
中
村
本
は
、
そ
れ
が
意
図
的
に
な
さ
れ
た
改
変
で
あ
る
な
ら
ば
、
当
然
何

ら
か
の
手
が
加
え
ら
れ
て
い
る
べ
き
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

０
大
君
が
、
夫
大
納
言
と
中
君
と
の
関
係
を
聞
き
知
っ
た
時
の
心
中
で
あ
る
。

原

作

我
よ
り
は
万
に
い
と
め
で
た
く
す

ぐ
れ
た
る
君
な
れ
ば
、
げ
に
よ
ろ
し

く
は
思
ひ
給
は
じ
を
、
い
か
に
こ
よ

な
く
思
し
較
ぶ
ら
ん
と
思
す
に
、
よ

そ
の
人
よ
り
は
い
と
怨
め
し
く
云
々

（
一
〇
七
頁
）

中
村
本

わ
れ
よ
り
は
い
と
め
で
た
く
す
ぐ

れ
給
へ
れ
ば
、
げ
に
よ
ろ
し
く
お
ぼ

え
給
は
じ
、
い
か
に
お
ぼ
し
つ
ら
ん

と
、
よ
そ
の
人
よ
り
は
う
ら
め
し
く

て
、　
云
々

（上

一
〇
七
頁
）



右
の
中
村
本
の
叙
述
が
殆
ん
ど
そ
の
ま
ゝ
に
原
作
の
言
葉
を
引
写
し
て
い
る

事
は
明
瞭
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
場
合
、
傍
線
を
施
し
た
語
句
に
つ
い
て
は
、
中

村
本
は
血
縁
関
係
が
変

っ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
う
い
う
場
合
こ
そ
幾
分

違

っ
た
表
現
が
な
さ
れ
て
も
よ
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
例
え
ば

「
母
上
異
る

と
い
へ
ど
幼
く
よ
り
睦
み
聞
え
し
は
ら
か
ら
な
り
と
思
せ
ば
」
等
と
い
う
言
葉

が
付
加
さ
れ
て
も
よ
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
特
に
改
作
本
は
、
簡
略
化
の
傾

向
を
辿
る
為
に
、
屡
々
説
明
的
街
語
が
付
加

さ
れ

て

い
る
の
で
あ
る
か
ら
。

（
こ
れ
と
殆
ん
ど
同
じ
語
句
が
後
の
◎
に
も
見
ら
れ
る
。）

又
中
間
欠
巻
部
分
の
叙
述
に
次
の
様
な
も
の
が
あ
る
。
こ
の
場
合
は
無
名
草

子

（
六
六

・
六
九

・
七

一
頁
）
の
記
事
と
中
村
本
の
叙
述
と
の
間
に
根
本
的
な

相
違
は
見
出
せ
な
い
も
の
で
あ
る
。

⑥
主
人
公
は
、
老
関
白
へ
嫁
す
日
の
近
ず
い
た
広
沢
の
中
君
の
許
へ
忍
び
込

み
、
自
分
に
靡
く
よ
う
に
と
色
、
に
な
だ
め
す
か
す
、
そ
の
言
葉
、

只
入
道
ど
の
は
）
た
ゆ
ま
じ
き
よ
の
し
る
し
を
き
ゝ
給
な
ば
、
た
と
ひ
あ
ね

君
の
ヽ
ち
に
さ
る
事
あ
り
と
て
も
、
さ
る
べ
き
ち
ぎ
り
と
こ
そ
お
も
ひ
ゆ
る
し

給
は
め
。
ま
し
て
そ
れ
よ
り
さ
き
と
し
り
給
な
ば
、
な
に
の
つ
み
か
お
は
せ
ん
。

御
は
ら
か
ら
は
す
で
に
そ
む
き
給
に
し
か
ば
、
と
て
も
か
く
て
も
お
な
じ
事
な

り
。
云
々
」。

「上

一
七
〇
セ

一
七

一
頁
）

右
の
言
葉
に
は
、
主
人
公
が
中
君
を
口
説
く
口
実
と
し
て
、
原
作
と
同
じ
く

中
君
と
の
契
の
方
が
大
君
と
の
結
婚
よ
り
も
先
で
あ
る
と
い
う
事
だ
け
し
か
い

っ
て
い
な
い
。
し
か
し
中
村
本
の
異
腹
の
姉
妹
と
い
う
関
係
に
立
つ
な
ら
ば
、

追
い
つ
め
ら
れ
た
主
人
公
の
気
持
と
し
て
は
、
傍
線
の
施
し
た
語
句
の
辺
り
は

例
え
ば
、

「
母
異
な
る
女
は
か
ヽ
る
こ
と
よ
に
あ
る
ま
じ
き
こ
と
か
は
」
位
は

い
っ
て
も
よ
さ
そ
う
に
思
え
る
の
で
あ
る
。
こ
の
傍
線
の
語
句
な
ど
は
特
に
原

作
の
言
葉
を
、
そ
の
ま
ゝ
に
踏
襲
し
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
叙
述
で
あ

る
。
こ
の
外
に
、
主
人
公
が
妹
中
宮
に
中
君
と
の
関
係

を
打
ち
明
け
る
記
事

（
五
四
頁
＝
上
六
八
頁
）
な
ど
に
も
、
同
様
の
事
が
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

更
に
次
の
記
事
を
比
較
し
て
み
よ
う
。

③
大
君
忍
び
あ
え
ず
、
主
人
公
と
中
君
と
の
伸
を
左
衛
門
督
に
打
ち
明
け
る

一
一口
寺
未

「我
が
身
の
は
か
ば
か
し
か
ら
ぬ

面
起
し
に
も
、
い
か
で
お
も
だ
た
し

く
見
な
し
奉
ら
ば
や
と
な
ん
、
上
の

対
麒
郵
郎
敵
郵
”
は
“
鳳
檄
“
嗽
と
の
み
、

は
か
ば
か
し
か
ら
ず
と
も
互
に
こ
そ

は
頼
み
を
か
け
て
、
後
見
思
ひ
聞
め

と
思
ひ
渡
る
に
、
そ
む
き
そ
む
き
に

Ｏ
参
照

さ
し
隔
て
、
他
人
よ
り
は
人
間
き
恥

か
し
か
る
べ
き
事
を
な
む
聞
き
侍
る
。

云
々
。
　
　
　
　
（
一
〇
九
頁
）

右
の
故
母
上
に
つ
い
て
の
記
述
で
あ
る
が
、
原
作
の
場
合
は
、大
君
中
君
共
に

母
は
帥
宮
の
姫
君
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
で
よ
く
解
る
の
で
あ
る
が
、
中
村
本
の

場
合
は
、
二
人
の
母
君
は
違
う
筈
で
あ
る
。
従

っ
て
そ
の
ま
ヽ
で
は
ど
ち
ら
の

母
君
な
の
か
曖
味
で
あ
る
。
中
村
本
と
し
て
は
、
実
情
が
明
瞭
に
違
っ
て
い
る

の
で
あ
る
か
ら
、
何
ら
か
の
叙
述
の
改
変
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
こ
ろ
で
あ

る
。
最
少
限
度

「諸
共
に
こ
の
上
の
お
は
せ
す
な
り
て
の
ち
は
」
位
は
書
か
ね

ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
前
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
そ
う
で
な
く
て
さ
え
、
叙

述
の
簡
略
化
と
共
に
そ
れ
に
伴
う
説
明
不
足
を
補
い
、
且
つ
一
層
通
俗
読
者
層

に
解
り
や
す
く
す
る
為
に
、
説
明
的
語
句
を
挿
入
す
る
傾
向
の
あ
る
中
村
本
で

あ
っ
て
み
れ
ば
、
当
然
何
ら
か
の
筆
が
補
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

「わ
が
身
の
は
か
ば
か
し
か
ら
ぬ

を
も
て
、
こ
う
へ
お
は
せ
ず
な
り
て

の
ち
は
、
た
の
み
を
か
け
て
侍
る
に
、

②
参
照

こ
と
人
よ
り
も
人
ぎ
き
は
づ
か
し
き

事
な
ん
侍
る
。
云
々
。」

（上

一
〇
九
頁
）



こ
の
よ
う
に
見
て
来
る
と
、
中
村
本
は
、
姉
妹
の
関
係
に
、
あ
る
変
化
を
意

図
し
て
、
冒
頭
の
系
図
を
改
め
た
と
い
う
事
は
勿
論
考
え
ら
れ
な
い
ば
か
り
か

そ
の
系
図
の
改
変
に
よ
っ
て
、
以
後
の
内
容
に
質
的
な
改
変
が
も
た
ら
さ
れ
る

必
要
を
認
め
て
い
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ

な
ら
ば
、
中
村
本
作
者
は
、
作
品
の
内
容
は
原
作
の
ま
ゝ
に
置
い
て
お
い
て
、

し
か
も
こ
の
系
図
だ
け
を
書
き
変
え
る
必
要
を
感
じ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
つ
ま

り
、
原
作
に
於
い
て
異
腹
の
兄
妹
同
志
が
、
そ
れ
ぞ
れ
左
衛
門
督
は
大
君
に
、

宰
相
中
将
は
中
君
に
特
別
の
好
意
を
も

っ
て
対
立
す
る
関
係
に
置
か
れ
る
と
い

う
事
情
は
、
見
方
に
よ
れ
ば
特
殊
で
あ
り
、
不
自
然
に
思
え
る
で
あ
ろ
う
。
そ

こ
で
中
村
本
作
者
は
、
好
意
を
も

っ
て
助
け
合
う
兄
妹
同
志
を
血
縁
的
に
真
の

兄
妹
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
然
な
形
に
直
し
た
の
で
も
あ
ろ
う
か
。
し
か
し

宰
相
中
将
と
中
君
、
左
門
督
と
大
君
と
の
関
係
を
示
す
記
述
に
次
の
よ
う
な
も

の
が
あ
る
。

③
出
産
近
く
な
っ
た
中
君
を
石
山
に
隠
そ
う
と
取
計
ら
う
叙
述

の
は
む
し
ろ
当
然
と
考
え
ら
れ
、
特
別
な
説
明
語
は
不
用
で
あ
ろ
う
。
更
に
、

「も
と
よ
り
心
よ
せ
な
る
う
へ
」
と
い
う
語
は
、
原
作
に
こ
そ
適
当
す
る
言
葉

で
あ

っ
て
、挿
入
す
る
と
す
れ
ば
、例
え
ば

「
ま
こ
と
の
は
ら
か
ら
な
る
う
へ
」

等
と
い
っ
て
、
宰
相
中
将
が
同
腹
で
あ
る
事
を
暗
示
し
た
上
で
、
中
将
が
特
に

こ
の
問
題
に
か
ヽ
わ
り
合
う
事
の
必
然
性
を
強
調
す
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
従

っ

て
こ
の
語
は
、
む
し
ろ
改
作
者
が
不
用
意
に
原
作
の
立
場
に
立
っ
て
、
説
明
を

入
れ
て
し
ま
っ
た
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
又
０
の
取
り
分
き
た
る
御
心
」
も

左
衛
門
督
が
同
腹
の
兄
で
あ
る
中
村
本
に
と
っ
て
は
お
か
し
い
言
葉
で
あ
っ
て

こ
れ
も
原
作
の
叙
述
を
不
用
意
に
写
し
取

っ
た
と
し
か
考
え
ら
れ
な
い
の
で
あ

る
。
因
み
に
、
宰
相
中
将
、
左
衛
門
督
に
関
す
る
中
村
本
の
記
述
は
、
原
作
の

そ
れ
と
特
に
相
違
し
た
も
の
は
見
出
せ
な
い
が
、
た
ゞ
左
衛
門
督
の
記
事
に
は

原
作
に
あ
る
も
の
が
多
く
省
略
さ
れ
て
い
る
。

（
八
九
、
九
〇
、　
一
四
四
ｔ

一

四
五
頁
等
）
し
か
し
そ
れ
ら
は
殆
ん
ど
が
梗
概
化
の
立
場
か
ら
省
か
れ
た
と
み

ら
れ
る
も
の
で
、
特
に
こ
の
兄
弟
の
血
縁
関
係
に
原
因
が
あ
る
と
考
え
る
必
要

は
な
い
よ
う
で
あ
る
。

以
上
見
て
来
た
処
を
要
約
す
れ
ば
、
中
村
木
作
者
は
、
兄
弟
の
系
図
を
改
変

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
作
品
の
内
容
に
質
的
な
変
化
を
も
た
ら
す
べ
く
意
図
し

た
も
の
で
は
な
く
、
又
原
作
の
ま
ヽ
の
兄
弟
の
関
係
に
一
つ
の
解
釈
を
施
し
た

も
の
と
も
考
え
ら
れ
な
い
。
従

っ
て
中
村
本
作
者
に
は
、
冒
頭
の
系
図
の
改
変

が
、
内
容
的
に
如
何
な
る
意
義
を
持
つ
も
の
か
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
で
あ
ろ

う
。
と
す
る
と
、
こ
の
改
変
の
根
拠
は
作
品
の
外
に
求
め
る
べ
き
で
あ
り
、
こ

の
場
合
冒
頭
に
於
て
あ
る
思
い
着
き
に
よ
っ
て
系
図
を
改
め
た
と
し
か
考
え
ら

れ
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
し
て
そ
の
思
い
着
き
と
い
う
の
は
、
お
そ
ら

く
ご
く
常
識
的
、
通
俗
的
な
観
点
か
ら
、　
二

方
の
北
方
に
男
君
二
人
、
も
う

一
方
の
北
方
に
女
君
二
人
が
あ
っ
た
」
と
云
う
よ
り
も
、

「ど
ち
ら
の
北
方
に

宰
相
中
将

。
僧
都

。
対
の
君
な
ど

し
て
云
々
。

（七
四
頁
）

さ
い
し
や
う
の
中
将
は
も
と
よ
り

心
よ
せ
な
る
う
へ
、
お
と
ゞ
も
申
あ

つ
ら
へ
給
た
れ
ば
、
そ
う
づ
、
た
ひ

の
き
み
も
ろ
と
も
に
云
々
。

（上
七
五
頁
）

０
前
記
０
の
大
君
の
言
葉
の
続
き
で
あ
る
。

ゆ一一̈神̈̈
讐はれ剛恥河像　一鋼一却一朴̈一̈いっ鳳」「力ヽも

③
の
傍
線
の
語
は
、
原
作
に
な
い
も
の
を
中
村
本
作
者
が
付
加
し
た
も
の
で

あ
る
。
し
か
し
中
村
本
と
し
て
は
、
同
腹
の
宰
相
中
将
が
親
身
に
世
話
を
や
く



も
男
君
と
女
君
が

一
人
ず
つ
あ
っ
た
」
と
す
る
事
の
方
が
、
つ
ま
り
子
女
の
男

女
の
性
別
を
平
均
化
す
る
事
の
方
が
、
よ
り
自
然
で
あ
り
、
中
世
の
物
語
読
者

層
に
、
よ
り
近
親
感
を
以
て
受
入
れ
ら
れ
る
と
考
え
た
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う

か
。
そ
し
て
以
後
の
物
語
改
作
に
際
し
て
は
こ
の
改
変
の
為
に
内
容
を
改
め
る

必
要
等
全
く
意
識
し
な
い
ま
ヽ
に
原
作
を
踏
襲
し
て
行
っ
た
の
で
は
な
い
で
あ

ろ
う
か
。

し
か
し
そ
の
場
合
、
左
に
示
す
例
の
様
に
、
こ
の
改
作
の
為
に
原
作
の
叙
述

の
ま
ヽ
で
は
不
都
合
が
あ
る
と
感
じ
て
省
略
し
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る

例
も
全
く
な
い
訳
で
は
な
い
。

０
山
の
僧
都
の
述
懐
で
あ
る
。

故
上
の
あ
は
れ
に
己
が
寄
辺
無
か

り
し
を
、
か
く
ま
で
育
み
立
て
給
ひ

た
る
御
心
を
思
侍
れ
ば
此
の
御
前
達

の
御
事
は
朝
夕
の
念
誦
の
つ
い
で
に

は
先
づ
祈
り
念
じ
奉
る
に
、　
一‐
訓
劇

―

ヽ
３

定
ま
り
給
ひ
ぬ
る
を
嬉
し
き
事
と
喜

び
侍
る
に
、　
２
一〇
―
三

一
頁
）

右
傍
線
の
部
分
は
、
下
段
の
中
村
本
に
は
省
略
さ
れ
て
い
る
言
葉
で
あ
る
。

従

っ
て
、
無
意
識
の
如
く
に
原
作
の
叙
述
を
辿
る
う
ち
に
、
た
ま
た
ま
そ
の

ま
ゝ
で
は
不
都
合
だ
と
気
付
い
た
場
合
に
は
、
適
当
に
省
略
な
ど
し
て
改
作
の

筆
を
進
め
て
行
っ
た
も
の
を
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

（註
５
）
「
平
安
時
代
物
語
の
研
究
」

一
七
二
頁

（註
６
）
「中
村
本
夜
寝
覚
物
語
の
検
討
」

「
国
語
国
文
」
第
二
十
四
巻
第
八

号

（註
７
）
「
神
宮
文
庫
本

『
よ
は
の
ね
ざ
め
』
に
つ
い
て
」

「
国
語
」
第
三
巻

第

一
号

以
上
人
物
に
関
す
る
二
つ
の
問
題
に
つ
い
て
、
中
村
本
の
改
作
態
度
を
考
察

し
て
み
た
訳
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
要
約
す
る
と
、
前
者
、
大
君
遺
子
に
つ
い
て

の
改
変
は
、
前
記
田
②
の
改
作
点
共
に
、
究
極
に
於
て
、
中
村
本
の
根
本
的
な

改
変
態
度
で
あ
る
女

一
宮
の
主
人
公
へ
の
御
降
嫁
を
取
り
去

っ
て
、
物
語
を

ハ

ピ
ー
エ
ン
ド
と
し
よ
う
と
し
た
事
に
根
ざ
す
も
の
と
い
う
事
が
出
来
る
。
後
者

源
氏
太
政
大
臣
子
女
の
系
図
の
変
更
は
、
こ
れ
に
対
し
て
、
深
い
構
想
上
の
意

図
が
あ
っ
て
な
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
物
語
の
片
隅
に
於
て
な
さ
れ
た
、
さ

か
し
ら
的
な
通
俗
化
の
改
変
態
度
と
い
う
事
が
出
来
よ
う
。
こ
の
よ
う
に
、
中

村
本
の
改
作
は
、
構
想
の
中
心
と
し
て
は
、
原
作
物
語
を
短
篇
化
し
、　
ハ
ピ
ー

エ
ン
ド
化
す
る
為
に
、
女

一
宮
の
御
降
嫁
を
取
り
去
っ
た
事
は
、
実
に
巧
妙
な

又
周
到
な
方
法
で
あ
る
が
、　
一
方
、
細
部
に
つ
い
て
は
、
こ
の
太
政
大
臣
子
女

の
系
図
の
変
更
の
場
合
の
如
き
、
或
は
自
己
の
叙
述
に
前
後
矛
盾
を
平
気
で
行

っ
て
い
る
場
合
の
如
き
、
思
慮
の
浅
さ
、
独
創
性
の
乏
し
さ
を
如
実
に
示
し
て

い
る
も
の
と
い
え
よ
う
。

最
後
に
、
こ
ゝ
に
論
じ
た
二
つ
の
問
題
に
関
聯
し
て
、
主
人
公
女
主
人
公
の

第
三
子
第
四
子
に
つ
い
て
の
考
察
も
行
い
度
く
思
っ
た
が
、

（当
然
考
え
ね
ば

な
ら
な
い
問
題
で
も
あ
る
の
で
）
こ
の
度
は
紙
幅
の
都
合
で
割
愛
し
、
叉
の
機

会
に
ゆ
ず
り
た
い
と
思
う
。

―
兵
庫
県
立
御
影
高
等
学
校
教
諭
―

は
ヽ
の
あ
は
れ
に
か
な
し
く
侍
し

を
か
く
育
み
給

ふ
べ
き
事
お
も
ヘ

ば
、
念
誦
の
つ
い
で
に
は
、
先
づ
祈

り
申
す
か
ひ
に
、
お
さ
な
く
よ
り
た

め
し
な
く
を
ひ
た
ち
給
へ
ば
、
よ
ろ

こ
び
侍
る
に
、

（上
三
八
頁
）
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