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数
あ
る
能
の
演
目
の
な
か
で
、
そ
の
名
が
も
っ
と
も
広
く
知
ら
れ
て
い
る
も
の
と
い
え
ば
、
そ
れ
は
《
高
砂
》
で
あ
ろ
う
。
《
高

砂
》
が
そ
の
よ
う
に
有
名
に
な
っ
た
の
は
、
基
本
的
に
は
世
阿
弥
作
と
い
う
素
性
の
正
し
さ
や
、
《
高
砂
》
が
時
代
を
通
じ
て
脇
能

の
代
表
と
扱
わ
れ
て
き
た
こ
と
な
ど
に
よ
る
の
で
あ
ろ
う
が
、
一
方
、
江
戸
時
代
以
来
、
祝
言
の
小
謡
と
し
て
愛
唱
さ
れ
て
き
た

「
高
砂
や
」
の
一
節
や
、
《
高
砂
》
の
前
場
の
シ
テ
と
ツ
レ
に
由
来
す
る
「
尉
と
姥
」
の
絵
画
化
に
よ
る
流
布
な
ど
に
負
う
と
こ
ろ

も
大
き
か
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
も
っ
と
も
、
そ
う
し
た
知
名
度
の
高
さ
は
か
な
ら
ず
し
も
《
高
砂
》
に
た
い
す
る
正
し
い
理
解

と
比
例
し
て
い
ず
、
正
し
い
理
解
と
い
う
点
で
は
、
《
高
砂
》
は
そ
の
知
名
度
と
は
反
対
に
、
む
し
ろ
検
討
さ
れ
る
べ
き
問
題
を
多

く
残
し
て
い
る
作
品
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

そ
も
そ
も
、
《
高
砂
》
に
つ
い
て
は
、
作
品
理
解
の
う
え
で
も
っ
と
も
基
本
的
な
一
曲
の
主
題
の
把
握
が
い
ま
だ
十
分
に
な
さ
れ

て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
ば
、
注
釈
書
と
し
て
は
早
い
時
期
の
「
謡
曲
大
観
』
（
佐
成
謙
太
郎
氏

訳
注
）
を
み
る
と
、
「
本
曲
は
諸
流
と
も
に
〔
翁
〕
に
次
い
で
神
聖
な
め
で
た
い
曲
と
し
て
取
扱
っ
て
ゐ
る
や
う
に
、
夫
婦
の
和

は
じ
め
に

〈
高
砂
》

の
主
題
と
成
立
の
背
景

天

野

文

雄

ー
応
永
二
十
九
年
の
阿
蘇
大
宮
司
雑
掌
の
上
洛
と
義
持
の
治
世
を
め
ぐ
っ
て
1
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合
、
寿
命
の
長
久
、
国
家
の
安
穏
を
祝
福
し
た
謡
曲
数
百
番
中
で
最
も
め
で
た
い
曲
で
あ
る
」
と
し
、
さ
ら
に
、
「
主
想
に
は
古
今

集
の
序
文
を
採
り
、
シ
テ
に
は
和
歌
神
の
住
吉
明
神
を
求
め
て
、
歌
道
を
説
き
敷
島
の
道
を
崇
め
る
こ
と
が
、
や
が
て
大
君
を
仰
ぎ

御
国
を
祝
う
所
以
で
あ
る
と
見
て
ゐ
る
の
で
あ
る
」
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
を
要
す
る
に
、
《
高
砂
》
が
描
こ
う
と
し
て
い
る
も
の

は
、
「
夫
婦
の
和
合
」
と
「
寿
命
の
長
久
」
と
「
国
家
の
安
穏
」
で
あ
り
、
な
か
で
も
「
国
家
の
安
穏
」
が
そ
の
中
心
に
あ
る
、
と

い
う
の
が
『
謡
曲
大
観
』
の
把
握
と
思
わ
れ
る
。
結
論
か
ら
い
う
と
、
こ
の
よ
う
に
、
《
高
砂
》
の
主
題
を
「
国
家
の
安
穏
」
に
求

め
よ
う
と
す
る
『
謡
曲
大
観
」
の
把
握
は
、
筆
者
に
は
、
《
高
砂
》
に
つ
い
て
の
基
本
的
な
理
解
と
し
て
正
鵠
を
射
て
い
る
と
思
わ

れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
把
握
は
か
な
ら
ず
し
も
以
後
の
注
釈
書
に
は
継
承
さ
れ
ず
、
そ
こ
で
は
「
謡
曲
大
観
』
が
「
国
家

の
安
穏
」
と
な
ら
べ
て
提
示
し
て
い
る
「
夫
婦
の
和
合
」
や
「
寿
命
の
長
久
」
が
む
し
ろ
重
く
扱
わ
れ
て
い
る
傾
向
が
あ
る
よ
う
に

思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

も
っ
と
も
、
右
に
紹
介
し
た
『
謡
曲
大
観
』
の
理
解
に
し
て
も
、
あ
く
ま
で
も
甚
本
的
な
と
こ
ろ
で
正
鵠
を
射
て
い
る
と
い
う
こ

と
で
あ
っ
て
、
《
高
砂
》
一
曲
の
諸
要
素
を
総
合
し
た
結
果
の
理
解
で
は
な
い
。
そ
も
そ
も
、
そ
こ
で
中
心
的
な
主
題
と
さ
れ
て
い

る
「
国
家
の
安
穏
」
に
し
て
も
、
「
謡
曲
大
観
』
の
場
合
、
そ
の
「
国
家
」
は
天
皇
が
治
め
る
国
家
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
後
述
す
る

よ
う
な
室
町
将
軍
の
存
在
は
ま
っ
た
＜
想
定
さ
れ
て
い
な
い
（
そ
の
こ
と
は
同
書
の
《
弓
八
幡
〉
の
解
説
な
ど
に
明
ら
か
で
、
そ
れ
が
ま
た
佐

成
氏
の
基
本
的
な
能
楽
観
で
も
あ
っ
た
）
。
ま
た
、
《
高
砂
》
に
つ
い
て
は
、
高
砂
の
松
が
上
代
の
『
万
葉
集
』
の
時
代
を
意
味
し
、
住
吉

の
松
が
延
喜
の
『
古
今
集
』
の
時
代
を
意
味
す
る
と
い
う
前
場
に
お
け
る
一
見
不
可
解
な
説
明
が
、
じ
つ
は
『
古
今
集
』
の
古
注

（
鎌
倉
時
代
1
室
町
時
代
の
注
釈
）
に
み
え
て
い
て
、
そ
れ
が
《
高
砂
》
制
作
当
時
の
知
識
層
の
常
識
で
あ
っ
た
（
伊
藤
正
義
氏
「
謡
曲
高

砂
雑
考
」
「
文
林
」
6
、
昭
和
四
十
七
年
）
、
と
い
う
そ
の
後
加
わ
っ
た
重
要
な
知
見
も
あ
る
。
ま
た
、
新
知
見
と
い
う
こ
と
で
は
、
テ
キ

ス
ト
研
究
の
進
展
の
結
果
、
《
高
砂
》
の
シ
テ
が
本
来
は
観
世
流
な
ど
の
い
う
「
松
の
精
」
で
は
な
く
、
下
掛
り
テ
キ
ス
ト
の
「
住

吉
明
神
」
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
こ
と
も
見
逃
す
こ
と
は
で
き
ま
い
（
こ
れ
は
昭
和
三
十
五
年
の
日
本
古
典
文
学
大
系
『
謡
曲

15 〈高砂〉の主題と成立の背景



集
」
で
は
じ
め
て
指
摘
さ
れ
た
も
の
だ
が
、
い
ま
だ
に
研
究
者
間
の
共
通
認
識
と
な
っ
て
い
る
と
は
言
い
が
た
い
）
。
こ
れ
を
要
す
る
に
、
《
吉
向

砂
》
に
つ
い
て
は
、
現
在
は
、
『
謡
曲
大
観
』
以
後
に
加
わ
っ
た
知
見
を
も
ふ
ま
え
て
、
《
高
砂
》
全
体
を
部
分
的
に
で
は
な
く
総
合

的
に
、
ま
た
、
《
高
砂
》
の
諸
要
素
を
断
章
取
義
的
に
で
は
な
く
統
一
的
に
把
握
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
と
思
う
。
そ
の
場

合
、
ど
う
し
て
も
さ
け
て
通
れ
な
い
問
題
と
し
て
、
ワ
キ
が
「
阿
蘇
の
宮
の
神
主
」
と
設
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
本
来
の
曲
名
で
も

あ
る
「
相
生
」
の
松
と
い
う
最
物
が
い
か
な
る
意
味
を
に
な
っ
て
い
る
の
か
、
と
い
う
問
題
な
ど
が
あ
る
と
思
う
が
、
以
下
で
は
、

そ
れ
ら
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
つ
つ
、
最
終
的
に
は
、
標
題
に
も
か
か
げ
た
よ
う
に
、
《
高
砂
》
の
主
題
や
、
そ
れ
と
密
接
に
か
か

わ
る
《
高
砂
》
成
立
の
背
景
を
将
軍
義
持
の
治
世
と
の
関
連
で
考
え
て
み
る
こ
と
に
し
た
い
。

《
高
砂
》
の
ワ
キ
は
「
阿
蘇
の
宮
の
神
主
友
成
」
で
あ
る
。
《
高
砂
》
は
、
そ
の
阿
蘇
の
宮
の
神
主
で
あ
る
友
成
が
肥
後
国
か
ら
上

洛
の
途
次
、
播
磨
の
高
砂
で
住
吉
明
神
と
高
砂
明
神
の
化
身
に
出
会
い
、
摂
津
の
住
吉
で
住
吉
明
神
の
出
現
に
遭
遇
す
る
と
い
う
形

に
な
っ
て
い
る
の
だ
が
、
世
阿
弥
作
の
脇
能
の
多
く
が
ワ
キ
を
無
名
の
人
物
か
、
「
梅
津
の
某
」
（
《
老
松
》
）
の
よ
う
に
朧
化
し
て
登

場
さ
せ
て
い
る
な
か
に
あ
っ
て
（
そ
れ
は
脇
能
全
体
に
い
え
る
現
象
で
も
あ
る
）
、
こ
れ
は
や
は
り
特
異
な
設
定
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ

う
。
そ
こ
で
、
《
高
砂
》
と
い
う
能
の
作
意
や
成
立
の
背
景
を
考
え
る
端
緒
と
し
て
、
ま
ず
こ
の
特
異
な
ワ
キ
の
設
定
か
ら
考
え
て

み
る
こ
と
に
す
る
。

《
高
砂
》
が
「
阿
蘇
の
宮
の
神
主
」
を
登
場
さ
せ
た
背
景

ー
応
永
二
十
九
年
の
阿
蘇
大
宮
司
雑
掌
の
上
洛
を
め
ぐ
っ
て
1

も
っ
と
も
、
こ
の
点
に
つ
い
て
の
考
究
は
意
外
に
と
ぽ
し
く
、
管
見
で
は
以
下
の
よ
う
な
三
つ
の
論
考
に
言
及
が
あ
る
に
す
ぎ
な

い
。
す
な
わ
ち
、
第
一
は
伊
藤
正
義
氏
の
「
謡
曲
高
砂
雑
考
」
（
『
文
林
』

6
、
昭
和
四
十
七
年
）
で
、
そ
こ
で
は
『
史
料
通
信
叢
誌
』

所
載
の
『
阿
蘇
氏
系
譜
」
に
よ
っ
て
、
《
高
砂
》
に
ワ
キ
と
し
て
登
場
す
る
友
成
が
延
喜
帝
時
代
の
実
在
人
物
で
あ
る
こ
と
が
指
摘

16 



さ
れ
て
い
る
。
友
成
が
延
喜
帝
の
時
代
の
人
物
で
あ
る
こ
と
は
、
す
で
に
『
謡
曲
拾
葉
抄
」
が
指
摘
す
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
が

（
「
謡
曲
大
観
」
の
頭
注
も
そ
れ
を
踏
襲
）
、
そ
れ
を
阿
蘇
氏
の
系
図
に
よ
っ
て
確
認
し
た
の
が
伊
藤
氏
の
指
摘
な
の
で
あ
る
。
な
お
、
同

稿
で
は
、
そ
の
よ
う
な
実
在
人
物
が
ワ
キ
と
し
て
登
場
し
て
い
る
理
由
に
つ
い
て
も
言
及
し
て
い
る
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
明
確
な

結
論
は
提
示
さ
れ
て
い
な
い
。
第
二
は
吉
村
均
氏
の
「
「
高
砂
」
の
め
で
た
さ
ー
老
い
・
歌
・
神
—
」
(
「
季
刊
日
本
思
想
史
」

3
9、
平
成

四
年
）
で
、
そ
こ
で
は
補
注
に
お
い
て
、
〈
高
砂
》
の
ワ
キ
が
な
ぜ
実
在
の
阿
蘇
の
神
主
に
な
っ
て
い
る
か
を
問
題
に
し
、
そ
れ
に

つ
い
て
は
世
阿
弥
時
代
の
南
北
朝
期
か
ら
応
永
末
年
の
阿
蘇
氏
と
室
町
幕
府
の
関
係
に
注
目
す
る
必
要
が
あ
る
と
し
て
、
応
永
十
二

年
(
-
四
0
五
）
に
幕
府
が
阿
蘇
惟
村
に
南
朝
の
菊
池
武
朝
を
討
た
せ
た
こ
と
、
応
永
二
十
四
年
(
-
四
一
七
）
に
将
軍
義
持
が
阿
蘇

惟
郷
の
大
宮
司
職
を
安
堵
し
て
い
る
こ
と
、
応
永
二
十
九
年
(
-
四
二
二
）
に
阿
蘇
惟
郷
が
訴
訟
の
た
め
に
雑
掌
を
上
洛
さ
せ
て
い

る
こ
と
な
ど
を
あ
げ
て
、
「
世
阿
弥
が
こ
う
い
っ
た
状
況
に
無
自
覚
に
阿
蘇
氏
を
祝
言
能
に
登
場
さ
せ
た
と
は
、
考
え
が
た
い
」
と

さ
れ
て
い
る
。
第
三
は
表
章
氏
の
「
熊
本
能
楽
略
史
」
（
「
能
楽
堂
整
備
基
礎
調
査
調
査
報
告
書
j

平
成
五
年
、
熊
本
県
）
で
、
そ
こ
で
は

「
2
、
室
町
時
代
前
期
の
九
州
と
能
」
の
な
か
で
《
高
砂
》
や
《
桧
垣
》
な
ど
を
と
り
あ
げ
、
〈
高
砂
》
の
ワ
キ
が
阿
蘇
の
宮
の
神
主

と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
、
「
か
な
り
特
異
な
設
定
」
だ
と
し
て
、
「
こ
れ
は
、
こ
の
能
が
作
ら
れ
た
応
永
前
半
頃
(
-
四
0
五
前
後
）

に
、
肥
後
の
大
勢
力
で
あ
っ
た
阿
蘇
氏
の
動
向
が
京
都
の
人
士
に
と
っ
て
大
き
な
関
心
事
だ
っ
た
こ
と
を
反
映
し
て
い
よ
う
」
と

し
、
さ
ら
に
「
友
成
の
上
京
を
阿
蘇
氏
の
幕
府
帰
属
の
象
徴
と
受
け
取
っ
て
も
い
い
で
あ
ろ
う
」
と
さ
れ
て
い
る
。

以
上
が
《
高
砂
一
の
ワ
キ
が
「
阿
蘇
の
宮
の
神
主
友
成
」
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
の
こ
れ
ま
で
の
言
及
で
あ
る
。
数
は
少

な
い
が
、
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
《
高
砂
》
と
い
う
作
品
を
正
し
く
理
解
す
る
た
め
の
貴
重
な
指
摘
と
思
う
。
た
と
え
ば
、
友
成
が
延

喜
帝
時
代
の
実
在
人
物
だ
っ
た
と
す
る
伊
藤
氏
の
指
摘
は
、
《
高
砂
》
の
時
代
設
定
が
延
喜
帝
の
時
代
で
あ
る
こ
と
を
い
っ
そ
う
明

確
に
す
る
も
の
で
あ
る
が
（
〈
高
砂
》
が
延
喜
帝
の
時
代
に
設
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
前
場
の
詞
章
に
み
え
る
）
、
そ
の
こ
と
は
《
高
砂
》
の
主

題
を
考
え
る
場
合
の
不
可
欠
の
材
料
と
な
ろ
う
。
ま
た
、
吉
村
均
氏
と
表
章
氏
の
指
摘
が
符
丁
を
合
わ
せ
た
よ
う
に
、
《
高
砂
》
が

17 〈高砂》の主題と成立の背景



ワ
キ
を
阿
群
の
宮
の
神
主
と
し
て
い
る
こ
と
の
背
景
に
、
当
時
の
世
阿
弥
や
幕
府
を
め
ぐ
る
政
治
的
状
況
を
想
定
し
て
い
る
こ
と

も
、
注
目
さ
れ
て
よ
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。
も
っ
と
も
、
そ
の
背
景
と
な
る
具
体
的
な
時
代
と
な
る
と
、
吉
村
氏
は
南
北
朝
期
ー
応
永

末
年
と
い
う
か
な
り
長
い
期
間
を
あ
げ
、
表
氏
は
応
永
前
半
と
い
う
時
期
を
想
定
し
て
い
る
と
い
う
ち
が
い
は
あ
る
が
、
両
氏
の
想

定
は
世
阿
弥
が
室
町
将
軍
の
御
用
役
者
的
な
地
位
に
あ
っ
た
こ
と
を
思
え
ば
、
き
わ
め
て
自
然
な
想
定
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
そ
の
後
は
、
両
氏
の
よ
う
な
着
眼
に
立
っ
た
《
高
砂
》
研
究
は
出
現
し
て
い
な
い
。
そ
れ
は
吉
村
氏
の
指
摘
が
論
考
の
補

注
に
お
け
る
も
の
で
あ
っ
た
り
、
表
氏
の
論
が
能
楽
研
究
者
の
目
に
ふ
れ
に
く
い
報
告
書
で
あ
っ
た
り
し
た
た
め
か
と
も
思
う
が
、

《
高
砂
》
が
ワ
キ
を
「
阿
蘇
の
宮
の
神
主
友
成
」
と
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
筆
者
も
基
本
的
に
は
両
氏
の
よ
う
に
室
町
幕
府

と
の
関
係
を
考
え
る
の
が
妥
当
だ
と
思
う
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
場
合
に
筆
者
が
注
目
す
る
の
は
、
吉
村
氏
も
言
及
さ
れ
て

い
る
応
永
二
十
九
年
か
ら
応
永
三
十
一
年
に
か
け
て
の
阿
蘇
大
宮
司
雑
掌
の
上
洛
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
以
下
で
は
こ
の
で
き
ご
と
に

つ
い
て
具
体
的
に
紹
介
し
、
《
高
砂
》
の
ワ
キ
と
の
関
係
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
る
こ
と
と
す
る
。

阿
蘇
氏
は
古
代
以
来
阿
蘇
宮
の
神
職
を
つ
と
め
る
家
柄
で
あ
る
が
、
南
北
朝
期
以
後
は
た
ん
な
る
地
方
の
大
社
の
神
主
で
は
な

く
、
ほ
と
ん
ど
守
護
大
名
的
な
存
在
と
も
な
っ
て
い
た
。
応
永
末
年
に
阿
蘇
大
宮
司
の
雑
掌
が
訴
訟
の
た
め
に
上
洛
し
た
こ
ろ
の
阿

蘇
氏
は
、
嫡
流
の
惟
郷
と
庶
流
の
惟
兼
の
あ
い
だ
で
阿
蘇
大
宮
司
職
や
所
領
の
帰
属
を
め
ぐ
っ
て
熾
烈
な
内
肛
の
さ
な
か
に
あ
っ

た
。
杉
本
尚
雄
氏
著
「
中
世
の
神
社
と
社
領
ー
阿
蘇
社
の
研
究
ー
」
（
昭
和
三
十
四
年
、
吉
川
弘
文
館
）
や
「
阿
蘇
家
文
書
」
な
ど
に
よ

る
と
、
こ
の
内
証
は
、
直
接
的
に
は
応
永
十
三
年
(
-
四
0
六
）
五
月
に
惟
郷
が
阿
蘇
大
宮
司
職
を
父
惟
村
か
ら
譲
与
さ
れ
た
こ
と

に
端
を
発
し
、
以
後
、
惟
村
の
弟
の
惟
武
の
孫
に
あ
た
る
惟
兼
と
の
あ
い
だ
に
争
い
が
起
こ
っ
た
ら
し
い
。
記
録
に
現
わ
れ
た
と
こ

ろ
で
は
、
応
永
十
九
年
(
-
四
―
二
）
七
月
に
九
州
探
題
渋
川
満
頼
が
惟
郷
の
大
宮
司
職
と
所
領
を
安
堵
し
、
応
永
二
十
二
年
(
-
四

一
五
）
四
月
に
は
渋
川
満
頼
が
幕
府
に
た
い
し
て
惟
郷
の
大
宮
司
職
を
安
堵
す
る
よ
う
求
め
、
そ
の
結
果
、
応
永
二
十
四
年
(
-
四

一
七
）
五
月
に
は
将
軍
義
持
が
惟
郷
の
主
張
を
全
面
的
に
認
め
る
安
堵
状
を
出
す
な
ど
、
幕
府
は
一
貫
し
て
惟
郷
の
主
張
を
認
め
て
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い
た
。
応
永
二
十
四
年
に
将
軍
義
持
と
幕
府
が
惟
郷
の
阿
麻
大
宮
司
職
な
ど
を
安
堵
し
た
あ
と
、
こ
れ
に
反
発
し
た
惟
兼
は
武
力
に

訴
え
て
み
ず
か
ら
の
権
利
を
主
張
し
よ
う
と
し
て
、
両
者
は
一
触
即
発
と
い
う
状
況
に
な
っ
た
が
、
幕
府
の
仲
介
に
よ
っ
て
合
戦
は

か
ろ
う
じ
て
回
避
さ
れ
て
も
い
る
。
応
永
二
十
九
年
(
-
四
ニ
―
-
）
の
阿
蘇
大
宮
司
雑
掌
の
上
洛
は
、
そ
う
し
た
状
況
に
あ
っ
た
阿

蘇
氏
が
そ
の
主
張
を
直
接
幕
府
に
訴
え
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
阿
蘇
大
宮
司
雑
掌
の
上
洛
の
経
緯
や
上
洛
後
の
動
向
に
つ
い
て
は
、
大
日
本
古
文
書
「
阿
蘇
家
文
書
」
の
な
か
に
、
そ
れ
を

具
体
的
に
伝
え
る
史
料
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
つ
ぎ
の

A
I
E
五
点
の
目
安
状
で
、
い
ず
れ
も
阿
蘇
大
宮
司
惟
郷
や
惟
郷
の

雑
掌
か
ら
幕
府
に
提
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

〇
応
水
一
―
―
十
年
三
月
九
州
肥
後
国
阿
蘇
大
宮
司
惟
郷
雑
掌
目
安
状

(
A
)

〇
応
水
三
十
年
八
月
九
州
肥
後
国
阿
蘇
大
宮
司
惟
郷
目
安
状

(
B
)

〇
応
永
一
二
十
年
十
二
月
九
州
肥
後
国
阿
蘇
大
宮
司
雑
掌
目
安
状

(
C
)

〇
応
水
一
―
―
十
年
肥
後
国
阿
蘇
大
宮
司
惟
郷
雑
掌
目
安
状

(
D
)

〇
応
永
―
―
―
十
一
年
一
二
月
九
州
肥
後
国
阿
酵
大
宮
司
惟
郷
目
安
状

(
E
)

こ
の
う
ち
、
A
、

C
、
D
は
阿
蘇
大
宮
司
惟
郷
の
雑
掌
名
の
目
安
状
で
、

B
、
E
は
阿
蘇
大
宮
司
惟
郷
名
の
目
安
状
で
あ
る
。
こ

れ
を
み
る
と
、
こ
の
と
き
に
は
大
宮
司
自
身
も
上
洛
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
も
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
ー
そ
の
ほ
う
が

《
高
砂
》
の
設
定
に
も
近
く
な
る
の
だ
が
1

、
目
安
状
の
文
面
を
み
る
と
、
雑
掌
名
の
A
と

C
に
は
「
（
わ
れ
わ
れ
雑
掌
を
）
参
洛

せ
し
め
…
」
と
あ
り
、
大
宮
司
惟
郷
名
の

B
と
E
に
は
「
（
京
都
に
）
雑
掌
を
進
ら
せ
…
」
「
（
証
拠
の
文
書
を
）
雑
掌
を
以
て
進
上

仕
る
」
な
ど
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
大
宮
司
惟
郷
自
身
は
上
洛
し
て
い
ず
、
大
宮
司
名
の

B
と
E
は
阿
蘇
か
ら
提
出
し
た
目
安
状
と
み

る
の
が
妥
当
と
思
う
。

さ
て
、
こ
れ
ら
は
同
一
の
訴
訟
に
つ
い
て
の
目
安
状
だ
け
に
か
な
り
内
容
が
重
複
し
て
い
る
。
そ
こ
で
、
も
っ
と
も
日
付
の
早
い
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A
の
全
体
を
紹
介
し
、
そ
れ
を
も
と
に
大
宮
司
雑
掌
の
上
洛
の
経
緯
や
上
洛
中
の
動
向
の
概
要
を
紹
介
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
A
は

以
下
の
ご
と
く
で
あ
る
。

日

九
州
肥
後
国
阿
蘇
大
宮
司
惟
郷
雑
掌
謹
言
上

欲
早
蒙
御
裁
許
、
停
止
惟
兼
社
職
競
望
、
令
全
当
社
領
井
大
宮
司
職
事

右
、
当
社
四
ケ
大
宮
司
職
井
所
々
恩
賞
地
事
、
惟
郷
代
々
帯
．
t

御
判
．
之
上
、
就
中
、
応
永
廿
四
年
五
月
十
三
日
、
任
．
ー
当
御
代

御
判
之
旨
＼
令
．
ー
入
部
一
之
処
、
惟
兼
押
妨
猶
以
不
＇
得
＇
止
之
間
、
既
及
ー
合
戦
一
之
時
、
小
早
河
方
為
こ
上
使
＿
、
先
可
．
ー
退
陣
一

之
由
、
依
、
被
、
仰
出
、
引
退
畢
。
妥
惟
郷
者
、
為
．．
 
無
二
御
方
．
、
致
．．
 
忠
節
．
事
、
代
々
御
判
明
鏡
也
。
如
，
此
證
状
等
、
如
何

而
欲
令
逹
上
覧
之
刻
、
去
年
七
月
十
一
日
、
飯
尾
加
賀
守
方
以
書
状
●
、
惟
郷
代
々
證
文
等
可
備
進
之
、
可
，
有
上
覧

之
由
、
被
仰
出
土
云
々
。
則
御
判
等
取
調
、
令
ー
ー
参
洛
一
、
同
九
月
十
一
日
、
御
奉
行
加
賀
方
進
上
之
一
詑
。
次
九
州
探
題
御

吹
挙
、
去
月
廿
九
日
進
＇
上
之
．
。
其
後
奉
待
ー
．
御
裁
許
．
之
処
、
御
披
露
延
引
之
間
、
不
、
顧

．．
 
緩
怠
．
、
恐
々
庭
中
申
者
也
。
初

御
披
露
事
者
、
既
応
ー
一
召
文
一
令
参
洛
一
之
間
、
以
二
何
儀
面

J

一
遅
々
二
哉
。
然
者
、
任
一
一
御
判
之
旨
一
、
預
二
御
成
敗
一
者
、
弥
為
レ

致
御
祈
祷
之
丹
誠
。
粗
庭
中
言
上
如
＇
件
。

応
永
舟
年
三
月

こ
こ
で
は
、
こ
れ
ま
で
の
惟
郷
と
惟
兼
の
あ
い
だ
の
紛
争
の
経
緯
ー
と
く
に
合
戦
寸
前
ま
で
い
っ
た
応
永
二
十
四
年
の
状
況
—

が
述
べ
ら
れ
た
あ
と
、
前
年
（
応
永
二
十
九
年
）
七
月
に
、
幕
府
奉
行
人
の
飯
尾
加
賀
守
か
ら
書
状
を
も
っ
て
、
将
軍
（
義
持
）
が
ご

覧
に
な
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
、
「
惟
郷
代
々
證
文
等
」
を
差
し
出
す
よ
う
に
と
の
命
令
が
届
い
た
こ
と
、
そ
こ
で
、
応
永
―
―

十
四
年
の
安
堵
状
な
ど
証
拠
の
品
を
用
意
し
て
雑
掌
を
上
洛
さ
せ
た
こ
と
、
そ
の
あ
と
九
月
十
一
日
に
飯
尾
加
賀
守
の
も
と
に
そ
れ

を
進
上
し
、
さ
ら
に
翌
年
（
応
永
三
十
年
）
二
月
二
十
九
日
に
九
州
探
題
の
推
挙
で
そ
れ
が
将
軍
に
進
上
さ
れ
た
こ
と
、
し
か
し
以

後
、
現
在
ま
で
そ
の
結
果
の
報
告
が
な
い
こ
と
、
な
ど
が
記
さ
れ
、
よ
っ
て
こ
の
目
安
状
を
提
出
す
る
の
だ
と
し
て
、
さ
い
ご
に
、
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わ
れ
わ
れ
は
幕
府
の
命
令
に
よ
っ
て
上
洛
し
た
の
に
、
な
に
ゆ
え
に
こ
れ
ほ
ど
裁
定
が
遅
れ
て
い
る
の
か
、
と
あ
ら
た
め
て
迅
速
な

採
決
を
強
い
調
子
で
要
求
し
て
い
る
。

こ
れ
に
よ
っ
て
、
阿
蘇
大
宮
司
惟
郷
の
雑
掌
が
ど
の
よ
う
な
経
緯
で
上
洛
し
た
の
か
が
明
ら
か
に
な
る
が
、
惟
郷
雑
掌
が
京
都
に

滞
在
し
て
い
た
期
間
に
つ
い
て
は
、
右
の
A
だ
け
で
は
十
分
で
は
な
い
。
そ
こ
で
、
惟
郷
雑
掌
が
い
つ
上
洛
し
て
い
つ
ま
で
滞
在
し

て
い
た
の
か
を
、

B
I
E
を
も
参
考
に
し
て
整
理
し
て
お
く
こ
と
に
し
よ
う
。
ま
ず
、
惟
郷
雑
掌
が
上
洛
し
た
日
で
あ
る
が
、
こ
れ

は
C
に
よ
っ
て
応
永
二
十
九
年
(
-
四
二
二
）
八
月
二
十
六
日
だ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
ま
た
、
雑
掌
が
い
つ
ま
で
京
都
に
滞
在

し
て
い
た
か
で
あ
る
が
、
こ
れ
は

E
の
日
付
に
よ
っ
て
、
応
永
三
十
一
年
(
-
四
二
四
）
三
月
ま
で
は
滞
在
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら

れ
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
と
き
の
惟
郷
雑
掌
は
、
応
永
二
十
九
年
八
月
末
か
ら
す
く
な
く
と
も
応
永
三
十
一
年
一
二
月
ま
で
京
都
に
滞
在

し
て
い
た
こ
と
に
な
る
わ
け
で
、
足
掛
け
三
年
、
一
年
七
カ
月
に
お
よ
ぶ
か
な
り
の
長
期
滞
在
で
あ
る
。
そ
の
間
、
幕
府
の
裁
定
が

な
か
な
か
出
ず
、
た
め
に

A
I
E
の
五
回
に
お
よ
ぶ
目
安
の
提
出
と
な
っ
た
の
だ
が
、
応
永
三
十
年
の
八
月
こ
ろ
に
は
は
や
く
も
京

C
で
は
、
「
在
京
の
堪
忍
叶
ひ
が
た
き
に
よ
っ
て
、
下
国
仕
る
べ
し
と
は
い
え

都
滞
在
が
経
済
的
に
苦
痛
に
な
っ
て
い
た
よ
う
で
、

ど
も
…
」
と
訴
え
て
い
る
。

ま
た
、

A
I
E
は
い
ず
れ
も
阿
蘇
大
宮
司
惟
郷
と
そ
の
雑
掌
が
幕
府
に
提
出
し
た
目
安
状
で
あ
る
が
、
こ
の
と
き
に
は
紛
争
の
相

手
方
で
あ
る
惟
兼
も
雑
掌
を
上
洛
さ
せ
て
い
た
。
そ
れ
を
伝
え
る
の
が

D
で
、
そ
れ
に
よ
る
と
、
「
惟
兼
雑
掌
、
種
々
新
儀
目
安
状

を
捧
げ
、
惟
郷
を
訴
え
申
す
。
奸
訴
の
披
陳
多
し
と
い
へ
ど
も
、
所
詮
、
惟
兼
の
競
望
を
退
け
て
、
相
伝
の
道
理
に
ま
か
せ
て
、
惟

郷
理
運
の
御
成
敗
に
預
か
り
…
」
と
あ
り
、
ま
た
、
「
右
惟
兼
雑
掌
の
目
安
状
の
ご
と
く
ん
ば
、
阿
蘇
大
宮
司
惟
郷
雑
掌
と
号
す
る

こ
と
そ
の
憚
り
あ
り
、
と
。
こ
の
条
、
は
な
は
だ
謂
れ
な
し
。
そ
の
故
は
…
」
な
ど
と
あ
っ
て
、
同
じ
時
期
に
対
立
す
る
惟
兼
方
の

雑
掌
も
上
洛
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
幕
府
は
惟
郷
方
だ
け
に
上
洛
を
う
な
が
し
た
の
で
は
な
く
、
惟
兼
方
に
も
同
じ
よ
う
に

上
洛
を
う
な
が
し
、
長
年
に
わ
た
る
両
者
の
深
刻
な
対
立
抗
争
に
決
着
を
つ
け
よ
う
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
結
果
、
応
永
末
年
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一
年
七
カ
月
に
わ
た
っ
て
、
阿
蘇
大
宮
司
職
の
正
統
性
を
主
張
す
る
両
阿
蘇
氏
の
雑
掌
が
訴
訟
の
た
め

滞
在
す
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

以
上
が
A
I
E
か
ら
知
ら
れ
る
応
永
末
年
の
阿
蘇
大
宮
司
惟
郷
雑
掌
ー
じ
つ
は
両
阿
蘇
氏
雑
掌
ー
の
上
洛
の
経
緯
や
上
洛
中
の

動
向
で
あ
る
が
、
筆
者
は
こ
の
で
き
ご
と
が
《
高
砂
》
の
ワ
キ
が
「
阿
蘇
の
宮
の
神
主
友
成
」
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
の
背
景
で
は
な

い
か
と
思
う
の
で
あ
る
。
以
下
、
そ
う
考
え
ら
れ
る
理
由
を
述
べ
て
み
た
い
。

《
高
砂
》
は
初
出
の
『
三
道
』
（
応
永
三
十
年
二
月
奥
書
）
に
応
永
年
中
の
作
と
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
制
作
時
期
は
応
永
初
年
か
ら

応
永
三
十
年
二
月
ま
で
の
あ
い
だ
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
の
間
、
阿
蘇
大
宮
司
関
係
者
の
上
洛
が
確
か
め
ら
れ
る
の
は
、
右
に
紹
介

し
た
応
永
二
十
九
年
1
三
十
一
年
の
阿
蘇
大
宮
司
雑
掌
の
上
洛
だ
け
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
、
阿
蘇
大
宮
司
の
上
洛
は
通
史
的
に
も
き

わ
め
て
ま
れ
で
、
《
高
砂
》
の
成
立
時
期
に
近
い
と
こ
ろ
で
は
、
元
弘
三
年
（
ニ
―
―
―
二
三
）
に
阿
蘇
大
宮
司
惟
直
や
前
大
宮
司
惟
時
が

幕
府
討
滅
の
た
め
に
東
上
・
上
洛
し
た
例
が
あ
る
て
い
ど
で
あ
る
（
『
阿
蘇
家
文
書
」
）
。
そ
れ
は
世
阿
弥
の
誕
生
以
前
の
こ
と
で
、

《
高
砂
》
が
阿
蘇
の
神
主
を
上
洛
さ
せ
て
い
る
こ
と
と
の
関
連
は
も
ち
ろ
ん
考
え
る
必
要
は
あ
る
ま
い
。
ま
た
、
《
高
砂
》
は
「
阿
蘇

の
宮
の
神
主
友
成
」
が
は
る
ば
る
肥
後
国
か
ら
海
路
上
洛
す
る
と
い
う
設
定
に
な
っ
て
い
る
が
、
《
高
砂
》
の
そ
の
よ
う
な
設
定
も

応
永
末
年
の
両
阿
蘇
氏
雑
掌
の
上
洛
と
き
わ
め
て
強
い
相
似
関
係
に
あ
る
、
と
い
え
よ
う
（
応
永
末
年
の
雑
掌
の
上
洛
も
も
ち
ろ
ん
海
路

だ
っ
た
は
ず
）
。
こ
こ
で
あ
ら
た
め
て
、
《
高
砂
》
が
他
の
世
阿
弥
の
脇
能
と
は
異
な
っ
て
、
「
阿
蘇
の
宮
の
神
主
友
成
」
と
い
う
実
在

の
人
物
を
登
場
さ
せ
る
と
い
う
特
異
な
形
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
想
起
す
る
な
ら
ば
、
ワ
キ
を
め
ぐ
る
《
高
砂
》
の
そ
う
し
た
設
定

が
、
現
実
の
で
き
ご
と
で
あ
る
応
永
末
年
の
両
阿
蘇
氏
雑
掌
の
上
洛
と
い
う
ト
ピ
ッ
ク
を
ふ
ま
え
て
い
る
こ
と
は
、
ほ
と
ん
ど
自
明

と
い
っ
て
も
よ
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
た
だ
し
、
そ
う
主
張
す
る
た
め
に
は
、
《
高
砂
》
が
「
阿
蘇
の
宮
の
神
主
友
成
」
と
い

う
平
安
時
代
に
実
在
し
た
阿
蘇
大
宮
司
を
登
場
さ
せ
て
い
る
の
に
、
応
永
末
年
の
両
阿
蘇
氏
の
上
洛
で
は
大
宮
司
自
身
で
は
な
く
大

宮
司
の
雑
掌
が
上
洛
し
て
い
る
と
い
う
違
い
に
つ
い
て
の
説
明
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
あ
ら
た
め
て
問
題
に
な
る
の
が
「
雑

の
京
都
に
は
足
掛
け
三
年
、
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こ
の
雑
掌
は
時
代
に
よ
っ
て
そ
の
性
格
や
役
割
が
一
様
で
は
な
い
よ
う
で
あ
る
が
、
現
時
点
で
は
、
「
京
・
鎌
倉
の
よ
う
な
政
治

中
心
地
に
お
け
る
各
地
域
の
国
・
荘
や
大
名
の
出
先
機
関
」
（
「
大
百
科
事
典
」
、
網
野
善
彦
氏
執
筆
）
と
い
う
の
が
一
般
的
な
理
解
の
よ

う
で
あ
る
。
ま
た
、
雑
掌
は
時
代
を
と
わ
ず
「
訴
訟
の
当
事
者
」
「
本
国
を
代
表
し
た
全
権
大
使
」
と
い
う
職
能
を
有
し
て
も
い
た

よ
う
で
あ
る
（
『
大
百
科
事
典
」
、
小
林
健
彦
氏
「
戦
国
大
名
家
在
京
雑
掌
を
巡
っ
て
ー
大
内
氏
の
場
合
ー
」
「
駒
沢
史
学
j
3
9
、
4
0
な
ど
）
。
応
永

末
年
に
上
洛
し
た
阿
蘇
大
宮
司
の
雑
掌
と
は
大
略
そ
の
よ
う
な
存
在
だ
っ
た
の
だ
が
、
換
言
す
れ
ば
、
こ
れ
は
阿
蘇
大
宮
司
の
代
理

の
よ
う
な
立
場
と
み
て
さ
し
つ
か
え
あ
る
ま
い
。
そ
の
こ
と
は
雑
掌
名
の
A
、
C
、
D
の
文
言
が
と
く
に
へ
り
く
だ
っ
た
と
こ
ろ
が

な
く
、
大
宮
司
名
の

B
、
E
と
ほ
と
ん
ど
同
じ
調
子
で
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
裏
づ
け
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
阿
蘇
大

宮
司
の
代
理
と
も
い
え
る
雑
掌
が
、
対
立
関
係
に
あ
る
阿
蘇
氏
ー
こ
ち
ら
も
阿
麻
大
宮
司
を
名
乗
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
ー
の
雑

掌
も
と
と
も
に
、
幕
府
の
求
め
に
応
じ
て
上
洛
し
た
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
都
人
士
の
目
に
は
、
過
去
に
ほ
と
ん
ど
例
が
な
い
珍
し

い
「
阿
蘇
大
宮
司
の
上
洛
」
と
映
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
な
ら
ば
、
〈
高
砂
》
が
ワ
キ
を
「
阿
蘇
の
宮

の
神
主
友
成
」
と
し
た
こ
と
の
背
景
と
し
て
、
応
永
末
年
の
阿
蘇
大
宮
司
雑
掌
の
上
洛
を
想
定
し
て
も
、
大
き
な
不
都
合
は
な
い
も

の
と
思
う
。
ひ
る
が
え
っ
て
、
さ
き
に
紹
介
し
た
吉
村
均
氏
の
論
考
が
、
《
高
砂
》
の
ワ
キ
の
設
定
の
背
景
の
ひ
と
つ
に
、
こ
の
応

永
末
年
の
雑
掌
の
上
洛
を
あ
げ
な
が
ら
、
そ
れ
を
他
の
阿
蘇
氏
と
幕
府
と
の
か
か
わ
り
を
示
す
で
き
ご
と
と
同
列
に
扱
っ
て
、
「
阿

蘇
の
宮
の
神
主
友
成
」
が
上
洛
す
る
《
高
砂
》
と
の
類
似
に
と
く
に
注
目
し
て
い
な
い
の
は
、
《
高
砂
》
が
阿
蘇
大
宮
司
の
上
洛
な

の
に
、
こ
れ
が
阿
募
大
宮
司
雑
掌
の
上
洛
だ
と
い
う
違
い
に
留
意
さ
れ
た
結
果
で
は
な
い
か
と
思
量
さ
れ
る
。
し
か
し
、
棲
々
述
べ

て
き
た
よ
う
に
、
応
永
末
年
に
上
洛
し
た
大
宮
司
雑
掌
は
大
宮
司
そ
の
も
の
と
み
て
よ
い
存
在
な
の
で
あ
っ
た
。

そ
れ
で
は
、
《
高
砂
》
と
い
う
祝
言
能
を
新
作
す
る
に
あ
た
っ
て
、
世
阿
弥
は
な
ぜ
阿
蘇
大
宮
司
雑
掌
の
上
洛
と
い
う
ト
ピ
ッ
ク

を
利
用
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
世
間
の
耳
目
を
そ
ば
だ
た
せ
る
で
き
ご
と
を
利
用
し
た
、
た
ん
な
る
あ
て
こ
み
だ
っ
た
の

掌
」
と
い
う
も
の
の
性
格
で
あ
る
。
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か
、
そ
れ
と
も
、
《
高
砂
》
の
作
意
と
も
か
か
わ
る
趣
向
だ
っ
た
の
か
。
ワ
キ
を
阿
蘇
の
宮
の
神
主
友
成
と
す
る
《
高
砂
》
を
総
合

的
に
把
握
す
る
た
め
に
は
、
こ
の
点
に
つ
い
て
も
考
え
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。

世
阿
弥
は
な
ぜ
阿
蘇
大
宮
司
雑
掌
の
上
洛
と
い
う
ト
ビ
ッ
ク
を
利
用
し
た
の
か
。
そ
れ
に
つ
い
て
の
ビ
ン
ト
は
さ
き
に
紹
介
し
た

五
点
の
目
安
状
の
文
言
に
あ
る
、
と
思
う
。
と
い
う
の
は
、
そ
こ
で
は
い
ず
れ
も
阿
蘇
大
宮
司
惟
郷
一
党
が
こ
れ
ま
で
い
か
に
将
軍

に
忠
節
を
つ
く
し
て
き
た
か
が
力
説
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
さ
き
に
掲
出
し
た
A
で
い
え
ば
、
「
こ
こ
に
惟
郷
は
無
二
の
御
方

と
し
て
忠
節
を
致
す
こ
と
、
代
々
御
判
明
鏡
な
り
」
と
あ
る
と
お
り
で
あ
る

(
B
I
E
に
も
ほ
ぼ
同
文
が
あ
る
）
。
ま
た
、
目
安
状
の
末

尾
に
は
、
五
点
と
も
ほ
ぼ
同
文
で
、
「
御
判
の
旨
に
ま
か
せ
て
御
成
敗
に
あ
づ
か
ら
ば
、
い
よ
い
よ
御
祈
祷
の
丹
誠
を
致
さ
ん
」
と

あ
っ
て
、
主
張
が
認
め
ら
れ
た
な
ら
ば
、
こ
れ
ま
で
以
上
に
幕
府
の
安
泰
を
祈
念
す
る
所
存
で
あ
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
こ

こ
に
示
さ
れ
て
い
る
の
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
幕
府
や
将
軍
に
た
い
す
る
強
い
忠
誠
心
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
、
大
宮
司
惟
郷
に
対
立

す
る
惟
兼
方
も
こ
れ
と
同
様
の
忠
誠
心
を
強
調
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
う
し
て
み
る
と
、
応
永
末
年
の
両
阿
蘇
氏
雑
掌
の
上

洛
は
、
応
永
初
年
こ
ろ
ま
で
は
南
朝
方
と
北
朝
方
に
二
分
さ
れ
て
い
た
阿
蘇
氏
が
、
こ
ぞ
っ
て
雑
掌
を
上
洛
さ
せ
て
義
持
を
頂
点
と

す
る
室
町
幕
府
に
忠
誠
を
誓
う
と
い
う
構
図
に
も
な
っ
て
い
る
わ
け
で
、
ま
さ
に
こ
の
点
こ
そ
が
、
御
用
役
者
た
る
世
阿
弥
が
こ
の

で
き
ご
と
を
新
作
の
《
高
砂
》
に
利
用
し
た
理
由
で
あ
り
、
そ
の
点
で
、
ワ
キ
を
阿
蘇
の
神
主
と
す
る
設
定
は
、
《
高
砂
》
の
「
当

代
の
治
惟
賛
美
」
と
い
う
主
題
と
直
結
し
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

か
く
て
、
《
高
砂
》
に
お
け
る
特
異
な
ワ
キ
の
設
定
は
、
応
永
末
年
の
両
阿
蘇
氏
の
上
洛
を
ふ
ま
え
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
だ

が
、
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
《
高
砂
》
の
成
立
は
阿
蘇
大
宮
司
惟
郷
の
雑
掌
が
入
京
し
た
応
永
二
十
九
年
(
-
四
ニ
―
-
）
八
月
末
以
降
で

あ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
さ
ら
に
、
《
高
砂
》
の
曲
名
の
初
出
で
あ
る
「
三
道
』
は
奥
書
に
応
永
三
十
年
二
月
六
日
の
年
記
を
も
っ
て

い
る
か
ら
、
世
阿
弥
に
よ
る
《
高
砂
》
の
制
作
は
応
永
二
十
九
年
八
月
末
か
ら
応
永
三
十
年
二
月
ま
で
の
約
六
カ
月
の
あ
い
だ
に
限

定
で
き
る
こ
と
に
も
な
る
。
そ
れ
は
将
軍
で
い
え
ば
義
持
の
治
世
で
あ
る
。
ま
た
、
『
三
道
」
の
「
老
体
」
の
「
作
書
」
の
項
は
、
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前
場
に
老
人
夫
婦
が
出
る
形
な
ど
明
ら
か
に
《
高
砂
》
を
モ
デ
ル
に
し
て
い
る
が
（
香
西
精
氏
「
作
品
研
究
「
高
砂
」
」
『
能
謡
新
考
』
）
、

そ
れ
は
世
阿
弥
に
よ
る
《
高
砂
》
の
制
作
が
「
三
道
』
の
年
記
た
る
応
永
―
―
一
十
年
二
月
に
近
い
こ
ろ
だ
っ
た
こ
と
を
示
唆
し
よ
う
。

そ
う
い
え
ば
、
《
高
砂
》
は
季
節
を
春
に
設
定
し
て
い
る
。
か
れ
こ
れ
考
え
あ
わ
せ
る
と
、
《
高
砂
》
の
成
立
は
応
永
三
十
年
の
一
月

こ
ろ
の
可
能
性
が
高
い
こ
と
に
な
ろ
う
（
《
高
砂
》
で
は
神
舞
の
直
前
に
「
二
月
の
雪
は
衣
に
落
つ
」
と
あ
り
、
『
三
道
』
の
日
付
も
二
月
六
日
で

あ
る
か
ら
、
制
作
時
期
は
二
月
の
可
能
性
も
あ
る
が
、
「
二
月
の
雪
は
…
」
は
『
和
漢
朗
詠
集
」
の
詩
句
を
ま
る
ご
と
引
用
し
た
箇
所
で
あ
り
、
こ
れ
は

制
作
時
期
に
直
結
さ
せ
に
く
い
よ
う
に
思
う
）
。
ま
た
、
《
高
砂
》
の
ワ
キ
の
設
定
が
応
永
末
年
の
阿
蘇
大
宮
司
雑
掌
の
上
洛
を
ふ
ま
え
た

も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
《
高
砂
》
が
時
事
を
取
り
入
れ
る
と
い
う
キ
ワ
モ
ノ
的
な
側
面
を
も
っ
た
作
品
だ
と
い
う
こ
と
に
な

り
、
《
高
砂
》
の
能
と
し
て
の
性
格
の
一
面
を
も
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
も
な
ろ
う
。

《
高
砂
》
に
お
い
て
も
っ
と
も
気
に
な
る
ワ
キ
に
つ
い
て
は
、
い
ち
お
う
以
上
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う

が
、
こ
の
節
で
は
あ
ら
た
め
て
、
《
高
砂
》
一
曲
を
総
合
的
か
つ
統
一
的
に
分
析
し
て
、
世
阿
弥
が
そ
こ
で
い
か
な
る
こ
と
を
主
張

し
よ
う
と
し
て
い
る
の
か
と
い
う
基
本
的
な
問
題
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
た
い
。

前
述
の
よ
う
に
、
《
高
砂
》
の
主
題
は
当
代
の
治
世
賛
美
と
み
て
よ
い
と
思
う
の
だ
が
、
こ
れ
も
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
そ
の

こ
と
は
か
な
ら
ず
し
も
《
高
砂
》
に
つ
い
て
の
共
通
認
識
と
は
な
っ
て
い
な
い
。
そ
こ
で
以
下
で
は
、
全
体
が
十
段
か
ら
な
る
《
高

砂
》
の
展
開
を
段
ご
と
に
追
い
つ
つ
、
そ
の
点
の
確
認
を
し
て
お
く
こ
と
に
し
よ
う
。

第
一
段
は
ワ
キ
の
登
場
の
段
で
、
阿
蘇
の
宮
の
神
主
友
成
の
一
行
が
都
見
物
の
た
め
に
海
路
上
洛
の
途
次
、
高
砂
の
浦
に
立
ち
寄

る
こ
と
を
描
い
て
い
る
。
ワ
キ
が
阿
蘇
の
神
主
友
成
と
い
う
実
在
の
人
物
に
設
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
の
背
景
に
つ
い
て
は
、
前
節
に

《
高
砂
》
は
「
当
代
の
治
世
賛
美
」

|
~
《
高
砂
》
を
読
み
な
お
す
—

を
主
題
と
し
た
作
品
で
あ
る
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私
見
を
述
べ
た
。
そ
の
友
成
は
前
述
の
よ
う
に
伊
藤
正
義
氏
に
よ
っ
て
、
延
喜
帝
の
時
代
の
阿
蘇
の
宮
の
大
宮
司
で
あ
る
こ
と
が
指

摘
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
さ
き
に
も
言
及
し
た
よ
う
に
、
《
高
砂
》
の
時
代
設
定
と
密
接
に
か
か
わ
る
設
定
で
あ
る
。
す
な
わ

ち
、
こ
の
あ
と
の
第
三
段
に
お
い
て
、
ワ
キ
の
前
に
現
わ
れ
た
シ
テ
と
ツ
レ
が
「
相
生
の
松
」
の
謂
わ
れ
を
語
る
な
か
に
、
「
高
砂

と
い
ふ
は
上
代
の
、
万
葉
集
の
い
に
し
へ
の
義
、
住
吉
と
申
す
は
、
い
ま
こ
の
御
代
に
住
み
た
ま
ふ
延
喜
の
お
ん
こ
と
」
と
あ
っ

て
、
そ
こ
に
《
高
砂
》
が
一
曲
の
時
代
を
延
喜
帝
（
醍
醐
帝
）
の
時
代
（
八
九
七
年
1
九
二
九
年
）
に
設
定
し
て
い
る
こ
と
が
明
記
さ
れ

て
い
る
。
つ
ま
り
、
時
代
を
延
喜
帝
の
時
代
に
設
定
し
た
《
高
砂
》
は
、
同
時
代
に
実
在
し
た
人
物
を
ワ
キ
と
し
て
い
る
わ
け
で
、

こ
れ
に
よ
っ
て
、
《
高
砂
》
の
時
代
設
定
は
い
っ
そ
う
明
確
な
も
の
と
な
ろ
う
。
し
か
し
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
《
高
砂
》
の
主
題
を

延
喜
の
聖
代
の
賛
美
だ
け
に
と
ど
め
る
の
は
早
計
で
あ
ろ
う
。
と
い
う
の
は
、
室
町
将
軍
の
御
用
役
者
的
な
地
位
に
あ
っ
た
世
阿
弥

が
祝
言
能
と
し
て
《
高
砂
》
を
制
作
す
る
場
合
、
た
ん
に
遠
い
昔
の
聖
代
賛
美
だ
け
を
目
的
に
す
る
と
は
と
う
て
い
考
え
が
た
い
か

ら
で
あ
る
。
世
阿
弥
の
脇
能
の
「
祝
言
」
の
内
実
が
す
べ
て
当
代
の
賛
美
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
筆
者
は
こ
れ
ま
で
に
《
老

松
》
《
弓
八
幡
》
《
養
老
》
《
難
波
》
な
ど
で
論
証
し
て
い
る
が
、
そ
の
こ
と
は
ま
た
、
「
祝
言
」
を
「
安
楽
音
」
と
か
「
安
全
音
」
と

説
明
し
て
い
る
彼
の
芸
論
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
（
「
安
楽
」
も
「
安
全
」
も
民
や
時
代
の
安
楽
で
あ
り
安
全
を
意
味
し
て
い
る
）
。
《
高
砂
》

の
場
合
も
、
表
面
的
に
は
延
喜
の
聖
代
を
賛
美
し
つ
つ
、
そ
こ
に
世
阿
弥
の
時
代
で
あ
る
当
代
賛
美
の
寓
意
を
こ
め
る
、
と
い
う
の

が
御
用
役
者
と
し
て
の
世
阿
弥
が
と
っ
た
当
然
の
手
法
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

第
二
段
は
シ
テ
と
ツ
レ
の
登
場
の
段
で
、
そ
こ
で
は
松
の
落
葉
を
掃
き
清
め
る
こ
と
を
日
々
の
な
り
わ
い
と
す
る
老
人
夫
婦
が
登

場
し
て
、
和
歌
の
み
を
友
と
し
て
い
る
現
在
の
生
活
や
心
境
を
述
懐
す
る
場
面
が
描
か
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
登
場
し
た
二
人
は
、

「
た
れ
を
か
も
知
る
人
に
せ
ん
高
砂
の
、
松
も
昔
の
友
な
ら
で
、
過
ぎ
こ
し
世
々
は
白
雲
の
、
つ
も
り
つ
も
り
て
老
い
の
鶴
の
」

と
、
自
分
た
ち
が
た
い
へ
ん
な
老
齢
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
述
懐
し
、
つ
づ
け
て
、
「
春
の
霜
夜
の
起
居
に
も
、
松
風
を
の
み

聞
き
な
れ
て
、
心
を
友
と
菅
筵
の
、
思
ひ
を
述
ぶ
る
ば
か
り
な
り
」
と
現
在
の
生
活
と
心
境
を
吐
露
す
る
が
、
こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
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の
は
「
心
を
友
と
…
」
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
た
と
え
ば
日
本
古
典
文
学
大
系
『
謡
曲
集
」
が
「
風
雅
の
心
の
み
を
友
と
し
、
思
い
を

和
歌
に
託
し
て
慰
め
て
い
る
ば
か
り
だ
」
と
口
語
訳
し
て
い
る
よ
う
に
、
和
歌
を
友
と
し
て
い
る
老
人
夫
婦
の
風
雅
な
生
活
と
心
境

が
綴
ら
れ
て
い
る
、
と
み
て
よ
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
あ
と
、
二
人
は
「
落
葉
衣
の
袖
そ
へ
て
、
木
蔭
の
膜
を
掻
か
う
よ
」
と
松
の

落
葉
を
掻
く
の
だ
が
、
こ
の
「
落
葉
（
木
蔭
の
塵
）
」
も
「
和
歌
（
言
の
葉
）
」
の
比
喩
で
、
そ
れ
に
よ
っ
て
老
夫
婦
の
和
歌
を
友
と
す

る
生
活
を
描
こ
う
と
し
て
い
る
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
こ
の
う
ち
の
一
人
（
シ
テ
）
は
じ
つ
は
和
歌
の
神
た
る
住
吉
明
神

の
化
身
な
の
だ
が
、
こ
の
風
雅
な
生
活
は
た
ん
に
彼
ら
夫
婦
だ
け
の
も
の
で
は
な
く
、
当
代
の
上
下
万
民
に
共
通
の
も
の
、
と
い
う

の
が
《
高
砂
》
の
主
張
と
み
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
つ
ぎ
の
第
三
段
に
お
い
て
よ
り
明
確
に
説
か
れ
て
い
る
。

第
三
段
は
シ
テ
・
ツ
レ
と
ワ
キ
の
応
対
の
段
で
、
そ
こ
で
は
も
っ
ぱ
ら
眼
前
の
高
砂
の
松
と
遠
く
離
れ
た
摂
津
住
吉
の
松
と
が

「
相
生
の
松
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
こ
と
を
め
ぐ
っ
て
場
面
が
展
開
す
る
。
こ
の
段
は
前
後
二
つ
の
場
面
か
ら
成
っ
て
い
て
、
前
半
で

は
、
「
相
生
の
松
」
と
い
う
名
は
『
古
今
集
」
の
序
の
一
節
「
高
砂
住
の
江
の
松
も
相
生
の
や
う
に
お
ぽ
え
」
に
由
来
す
る
こ
と
が

説
か
れ
、
後
半
で
は
、
「
相
生
の
松
」
と
は
「
め
で
た
き
世
の
た
め
し
」
で
あ
っ
て
、
「
高
砂
と
い
ふ
は
上
代
の
、
万
葉
集
の
い
に
し

へ
の
義
、
住
吉
と
申
す
は
、
い
ま
こ
の
御
代
に
住
み
た
ま
ふ
延
喜
の
お
ん
こ
と
、
松
と
は
尽
き
ぬ
言
の
葉
の
、
栄
え
は
古
今
あ
い
同

じ
と
、
御
代
を
崇
む
る
た
と
へ
な
り
」
と
説
か
れ
る
。
こ
の
う
ち
、
《
高
砂
》
の
主
題
を
考
え
る
場
合
、
重
要
な
の
は
後
者
で
あ
っ

て
、
そ
こ
で
は
、
高
砂
と
は
『
万
葉
集
」
の
時
代
の
こ
と
で
あ
り
、
住
吉
と
は
現
在
の
延
喜
の
時
代
の
こ
と
で
、
「
相
生
の
松
」
と

い
う
の
は
、
こ
の
延
喜
の
御
代
た
る
現
代
が
あ
の
『
万
葉
集
』
の
時
代
と
同
じ
よ
う
に
和
歌
が
盛
ん
な
時
代
で
あ
る
こ
と
を
意
味
し

て
い
て
、
そ
れ
は
当
代
賛
美
の
た
と
え
な
の
だ
、
と
い
う
こ
と
が
説
か
れ
て
い
る
（
こ
の
あ
た
り
の
叙
述
が
『
古
今
集
』
の
古
注
に
よ
っ

て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
前
述
し
た
）
。
こ
の
よ
う
に
、
こ
の
段
の
後
半
で
は
、
「
相
生
の
松
」
が
「
和
歌
が
盛
ん
な
当
代
賛
美
」
の
比

喩
で
あ
る
こ
と
が
説
か
れ
た
あ
と
、
ワ
キ
の
友
成
は
、
「
よ
く
よ
く
聞
け
ば
あ
り
が
た
や
、
い
ま
こ
そ
不
審
春
の
日
の
」
と
老
人
夫

婦
に
感
謝
し
、
そ
れ
を
う
け
て
二
人
は
、
「
四
海
波
静
か
に
て
、
国
も
治
ま
る
時
つ
風
、
枝
を
鳴
ら
さ
ぬ
御
代
な
れ
や
、
逢
ひ
に
相
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生
の
、
松
こ
そ
め
で
た
か
り
け
れ
、
げ
に
や
仰
ぎ
て
も
、
こ
と
も
お
ろ
か
や
か
か
る
代
に
、
住
め
る
民
と
て
豊
か
な
る
、
君
の
恵
み

ぞ
あ
り
が
た
き
、
君
の
恵
み
ぞ
あ
り
が
た
き
」
と
、
和
歌
の
隆
盛
に
象
徴
さ
れ
る
当
代
の
平
和
を
祝
い
、
為
政
者
で
あ
る
「
君
」
に

感
謝
し
て
、
高
ら
か
に
当
代
を
賛
美
す
る
。
そ
の
「
当
代
」
は
表
面
的
に
は
延
喜
帝
の
時
代
で
あ
る
が
、
究
極
的
に
は
《
高
砂
》
制

作
時
の
応
永
末
年
こ
ろ
の
時
代
を
さ
し
、
「
君
」
は
表
面
的
に
は
延
喜
帝
で
あ
る
が
、
究
極
的
に
は
将
軍
義
持
を
さ
す
と
考
え
ら
れ

る
の
で
あ
る
。

以
上
が
第
三
段
の
概
要
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
よ
っ
て
、
こ
の
段
が
「
相
生
の
松
」
と
い
う
景
物
を
糸
口
に
し
て
、
当
代
賛
美
を
強

く
主
張
し
た
段
で
あ
る
こ
と
が
明
確
に
知
ら
れ
る
と
思
う
。
同
様
の
主
張
は
後
述
す
る
よ
う
に
こ
の
あ
と
の
第
四
段
や
第
十
段
で
も

明
確
に
示
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
よ
う
な
当
代
賛
美
が
《
高
砂
》
一
曲
の
主
題
で
あ
る
こ
と
は
疑
問
の
余
地
が
な
い
と
思
う
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
段
の
前
半
で
は
、
「
相
生
の
松
」
に
つ
い
て
、
そ
れ
が
「
古
今
集
』
の
序
に
み
え
て
い
る
こ
と
が
説
か
れ
た
あ

と
、
老
人
夫
婦
が
一
方
は
住
吉
の
者
、
も
う
一
方
が
高
砂
の
者
と
聞
い
た
ワ
キ
が
そ
の
わ
け
を
尋
ね
る
と
、
夫
婦
は
「
う
た
て
の
仰

せ
候
ふ
や
、
山
川
万
里
を
隔
つ
れ
ど
も
、
た
が
ひ
に
通
ふ
心
づ
か
ひ
の
、
妹
背
の
道
は
遠
か
ら
ず
」
と
言
っ
て
、
非
情
の
松
で
さ
え

「
相
生
」
の
名
が
あ
る
の
だ
か
ら
、
「
相
生
の
夫
婦
」
が
あ
っ
て
も
よ
い
で
は
な
い
か
、
と
答
え
る
場
面
が
あ
る
。
じ
つ
は
こ
こ
が
冒

頭
に
も
紹
介
し
た
、
《
高
砂
》
の
主
題
を
「
夫
婦
の
和
合
」
「
寿
命
の
長
久
」
に
求
め
よ
う
と
す
る
見
方
の
根
拠
な
の
で
あ
る
が
、
こ

の
よ
う
な
「
夫
婦
和
合
」
の
主
張
は
、
《
高
砂
》
に
あ
っ
て
は
、
右
に
述
べ
た
「
当
代
賛
美
」
に
た
い
し
て
は
、
あ
く
ま
で
も
付
随

的
な
要
素
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
（
そ
の
こ
と
は
「
夫
婦
和
合
」
に
ま
っ
た
く
言
及
さ
れ
な
い
以
後
の
展
開
か
ら
も
言
え
る
こ
と
で
あ
る
）
。
そ

も
そ
も
、
芸
術
作
品
の
評
価
に
さ
い
し
て
は
、
作
品
に
存
在
す
る
あ
る
要
素
が
当
該
作
品
の
な
か
で
い
か
な
る
役
割
を
に
な
っ
て
い

る
か
ー
ど
の
よ
う
な
重
み
を
持
っ
て
い
る
か
ー
の
認
定
が
重
要
で
あ
り
、
《
高
砂
》
に
お
け
る
「
夫
婦
の
和
合
」
「
寿
命
の
長
久
」

を
「
当
代
賛
美
」
よ
り
重
く
評
価
し
よ
う
と
す
る
の
は
、
作
品
全
体
に
た
い
す
る
視
点
を
欠
い
た
断
章
取
義
的
な
理
解
と
い
わ
ざ
る

を
え
ま
い
。
つ
い
で
に
い
え
ば
、
世
阿
弥
は
「
申
楽
談
儀
」
1
4
条
で
《
高
砂
》
を
「
相
生
も
な
ほ
し
鰭
が
あ
る
な
り
」
と
評
し
て
い
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る
が
、
世
阿
弥
が
自
認
す
る
そ
の
「
鰭

(11
脇
に
そ
れ
た
と
こ
ろ
）
」
と
は
、
《
高
砂
》
の
主
題
か
ら
は
ず
れ
て
、
作
者
が
す
こ
し
遊
ん

で
い
る
、
ま
さ
し
く
こ
の
場
面
の
こ
と
と
み
て
よ
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

第
四
段
は
ク
リ
・
サ
シ
・
ク
セ
か
ら
な
る
、
シ
テ
に
よ
る
物
語
の
段
で
あ
る
。
そ
こ
で
シ
テ
に
よ
っ
て
語
ら
れ
る
の
は
、
当
代
で

は
生
き
と
し
生
け
る
も
の
す
べ
て
が
和
歌
の
道
に
携
わ
っ
て
い
る
こ
と
（
ク
リ
・
サ
シ
）
、
あ
り
と
あ
る
こ
の
世
の
も
の
が
発
す
る
も

の
は
す
べ
て
歌
で
あ
る
こ
と
（
ク
セ
の
前
半
）
、
そ
の
な
か
で
も
松
は
特
別
に
賞
玩
さ
れ
て
き
た
景
物
で
、
そ
の
掻
け
ど
も
尽
き
ぬ
落

葉
は
永
遠
の
御
代
の
象
徴
で
あ
る
こ
と
（
ク
セ
の
後
半
）
、
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
こ
こ
で
は
和
歌
と
い
う
も
の
の
本
質
が
語
ら
れ
、

当
代
が
和
歌
が
盛
ん
な
時
代
で
、
そ
れ
は
当
代
の
永
続
の
象
徴
で
あ
る
こ
と
が
語
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
段
は
現
在
は
か
な
ら
ず
し
も
こ
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
れ
で
は
ど
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
て
い

る
の
か
と
い
う
と
、
そ
れ
は
私
見
で
は
、
こ
の
段
は
松
に
つ
い
て
の
物
語
で
、
松
が
も
つ
祝
言
的
な
イ
メ
ー
ジ
を
賛
美
し
た
段
と

い
う
理
解
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
理
解
に
は
そ
れ
な
り
の
理
由
が
あ
っ
て
、
そ
れ
は
こ
の
段
が
、
ワ
キ
の
「
な
ほ
な
ほ
高
砂
の
松
の

め
で
た
き
い
は
れ
、
く
は
し
く
お
ん
物
語
り
候
へ
」
と
い
う
セ
リ
フ
で
は
じ
ま
り
、
「
常
盤
木
の
な
か
に
も
名
は
高
砂
の
、
末
代
の

た
め
し
に
も
、
相
生
の
松
ぞ
め
で
た
き
」
と
い
う
文
句
で
終
わ
っ
て
い
る
た
め
で
あ
ろ
う
と
思
う
。
そ
の
よ
う
な
文
言
に
は
さ
ま
れ

た
ク
リ
・
サ
シ
・
ク
セ
は
ほ
と
ん
ど
松
に
つ
い
て
綴
ら
れ
て
い
る
か
ら
、
こ
の
段
を
め
で
た
い
松
に
つ
い
て
の
物
語
と
理
解
し
て
し

ま
う
の
は
、
自
然
と
い
え
ば
自
然
で
は
あ
る
。
し
か
し
、
右
に
紹
介
し
た
第
四
段
の
形
は
、
じ
つ
は
上
掛
り
の
形
で
あ
っ
て
、
原
形

を
伝
え
て
い
る
と
思
わ
れ
る
下
掛
り
の
テ
キ
ス
ト
は
こ
れ
と
は
お
お
い
に
そ
の
様
相
を
異
に
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
下
掛
り
の
テ

キ
ス
ト
で
は
、
冒
頭
の
ワ
キ
の
「
な
ほ
な
ほ
高
砂
の
松
の
…
」

の
一
節
が
そ
っ
く
り
欠
け
て
お
り
、
ま
た
、
ク
セ
の
さ
い
ご
の
文
句

は
「
常
盤
木
の
な
か
に
も
名
は
高
砂
の
、
末
代
の
た
め
し
に
も
相
生
の
影
ぞ
久
し
き
」
な
の
で
あ
る
。
こ
の
下
掛
り
の
形
に
し
た
が

え
ば
、
こ
の
段
で
主
張
さ
れ
て
い
る
の
は
、
松
に
つ
い
て
の
め
で
た
さ
な
ど
で
は
な
く
、
松
と
い
う
景
物
を
と
お
し
て
、
松
あ
る
い

は
松
の
葉
が
象
徴
す
る
当
代
の
文
学
（
和
歌
）
隆
盛
で
あ
り
、
そ
れ
と
一
体
の
当
代
の
治
世
賛
美
で
あ
る
こ
と
が
明
確
に
知
ら
れ
る
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は
ず
で
あ
る
。
下
掛
り
の
「
相
生
の
影
」
は
「
相
生
の
松
」
が
「
め
で
た
き
代
の
た
め
し
」
で
あ
る
と
す
る
第
三
段
の
説
明
を
ふ
ま

え
る
と
、
「
治
世
よ
ろ
し
き
当
代
」
と
い
っ
た
意
味
で
あ
り
、
そ
れ
が
「
久
し
き
」
だ
と
い
っ
て
い
る
わ
け
で
、
原
形
た
る
下
掛
り

の
テ
キ
ス
ト
に
よ
れ
ば
、
こ
の
段
の
さ
い
ご
も
当
代
の
治
世
賛
美
の
主
張
で
結
ば
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

要
す
る
に
、
《
高
砂
》
の
主
題
を
「
松
の
め
で
た
さ
」
に
求
め
よ
う
と
す
る
見
方
は
、
長
い
あ
い
だ
広
く
流
布
し
て
き
た
上
掛
り

の
詞
章
に
影
響
さ
れ
た
結
果
で
も
あ
る
と
思
う
の
だ
が
、
上
掛
り
の
詞
章
が
そ
の
よ
う
に
改
編
さ
れ
た
の
は
お
そ
く
と
も
室
町
時
代

後
期
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
と
り
も
な
お
さ
ず
、
室
町
後
期
に
は
す
で
に
世
阿
弥
が
《
高
砂
》
に
こ
め
た
主
題
が
理
解
さ
れ
な
く

な
っ
て
い
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
室
町
期
の
雑
伝
書
『
八
帖
花
伝
書
j

が
、
す
で
に
「
高
砂
は
松
を
祝
ゐ
た
る
謡
な
り
」
と
し

第
五
段
は
シ
テ
と
ツ
レ
の
退
場
の
段
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
老
人
夫
婦
は
自
分
た
ち
は
高
砂
と
住
吉
の
神
で
あ
る
と
素
性
を
明
か
し

た
あ
と
（
原
形
た
る
下
掛
り
テ
キ
ス
ト
に
よ
る
）
、
友
成
一
行
の
行
く
先
で
も
あ
る
住
吉
で
お
待
ち
し
ま
し
ょ
う
と
い
っ
て
、
夕
暮
れ
の

な
か
を
小
舟
に
乗
っ
て
消
え
て
ゆ
く
の
で
あ
る
が
、
《
高
砂
》
の
主
題
た
る
「
当
代
の
治
世
賛
美
」
は
こ
の
短
い
段
の
な
か
に
も
、

そ
れ
と
な
く
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
老
人
夫
婦
が
高
砂
住
吉
の
神
で
あ
る
と
名
乗
っ
た
あ
と
の
、

地
｛
ふ
し
ぎ
や
さ
て
は
名
所
の
、
松
の
奇
特
を
あ
ら
は
し
て

シ
テ
、
ツ
レ
｛
草
木
心
な
け
れ
ど
も

地
｛
か
し
こ
き
代
と
て

シ
テ
、
ツ
レ
｛
土
も
木
も

地
へ
わ
が
大
君
の
国
な
れ
ば
、

（の）

い
つ
ま
で
も
君
が
代
に
、
住
吉
に
ま
づ
行
き
て
、
あ
れ
に
て
待
ち
申
さ
ん
と

と
い
う
場
面
に
示
さ
れ
た
治
世
賛
美
で
あ
る
（
傍
記
は
下
掛
り
の
文
句
）
。
こ
の
「
土
も
木
も
・
:
」
は
能
に
は
比
較
的
多
く
み
え
る
表

現
で
（
も
と
は
「
太
平
記
」
に
み
え
る
紀
朝
雄
の
歌
）
、
世
阿
弥
の
作
で
は
《
難
波
》
《
土
車
》
な
ど
に
も
用
い
ら
れ
て
い
る
治
世
賛
美
の

て
い
る
の
も
、
そ
の
こ
と
を
裏
づ
け
よ
う
。
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。
、つ 常

套
表
現
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
こ
こ
に
も
み
え
る
の
で
あ
る
。
こ
の
部
分
を
口
語
訳
す
れ
ば
、
「
当
代
は
恐
れ
多
い
代
で
あ
り
、
非

情
の
土
も
木
も
、
わ
が
大
君
の
国
と
い
う
こ
と
で
、
い
つ
ま
で
も
こ
の
君
の
治
め
る
代
に
住
ん
で
い
た
い
と
願
っ
て
い
ま
す
が
、
そ

の
住
吉
に
さ
き
に
行
っ
て

．．． 
」
と
な
り
、
ま
た
下
掛
り
の
文
句
に
し
た
が
え
ば
、
傍
線
部
は
「
い
つ
ま
で
も
こ
の
君
の
治
め
る
代
が

澄
み
続
け
る
こ
と
を
願
っ
て
い
ま
す
が
」
と
な
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
、
こ
の
段
に
も
当
代
の
治
世
を
賛
美
し
た
文
言
が
存
在
す
る
の

で
あ
る
。

な
お
、
こ
の
段
で
老
人
夫
婦
が
ワ
キ
に
素
性
を
明
か
す
と
き
の
セ
リ
フ
は
、
上
掛
り
で
は
、
「
い
ま
は
な
に
を
か
つ
つ
む
べ
き
、

こ
れ
は
高
砂
住
の
江
の
、
相
生
の
松
の
精
、
夫
婦
と
現
じ
き
た
り
た
り
」
で
あ
る
が
、
原
形
と
認
め
ら
れ
る
下
掛
り
で
は
、
「
…
こ

れ
は
高
砂
住
の
江
の
、
神
こ
こ
に
相
生
の
夫
婦
と
現
じ
き
た
り
た
り
」
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
本
来
は
「
高
砂
と
住
吉
の

神
」
で
あ
っ
た
の
を
、
上
掛
り
が
こ
れ
を
「
高
砂
と
住
吉
の
松
の
精
」
に
変
え
て
し
ま
っ
た
の
は
、
第
四
段
に
集
約
さ
れ
て
い
る
原

作
の
「
相
生
の
松
↓
和
歌
の
隆
盛
↓
治
冊
賛
美
」
と
い
う
発
想
が
理
解
さ
れ
な
く
な
り
、
そ
の
発
想
の
素
材
と
な
っ
て
い
る
「
相
生

の
松
」
そ
の
も
の
が
《
高
砂
》
の
主
題
だ
と
理
解
ー
誤
解
ー
さ
れ
た
結
果
で
あ
ろ
う
。
上
掛
り
の
テ
キ
ス
ト
は
、
こ
の
あ
と
の
第

九
段
で
も
、
「
現
は
れ
出
で
し
住
吉
の
」
と
い
う
本
来
の
文
句
（
下
掛
り
の
文
句
）
を
「
現
は
れ
出
で
し
神
松
の
」
と
改
編
し
て
い
る

が
、
こ
の
よ
う
に
改
編
さ
れ
た
上
掛
り
の
詞
章
が
、
《
高
砂
》
の
主
題
を
「
松
の
め
で
た
さ
」
に
求
め
よ
う
と
す
る
室
町
時
代
以
来

の
傾
向
を
醸
成
し
て
き
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

第
六
段
は
ア
イ
（
間
狂
言
）
の
物
語
の
段
で
あ
る
。
現
存
の
ア
イ
の
テ
キ
ス
ト
は
《
高
砂
》
制
作
当
時
の
も
の
で
は
な
く
、
室
町

後
期
以
後
に
整
理
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
の
現
存
の
ア
イ
の
テ
キ
ス
ト
に
は
、
諸
流
と
も
に
「
松
の
め
で
た
さ
」
へ
の

言
及
が
含
ま
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
ア
イ
の
物
語
の
内
容
も
、
《
高
砂
》
の
正
し
い
主
題
把
握
の
障
害
に
な
っ
て
き
た
の
で
あ
ろ

第
七
段
は
「
高
砂
や
…
」
の
小
謡
と
し
て
人
口
に
謄
炎
し
て
い
る
友
成
一
行
の
高
砂
か
ら
住
吉
へ
の
移
動
の
段
で
あ
る
。
こ
こ
に
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は
直
接
当
代
賛
美
的
な
要
素
は
な
い
が
、
高
砂
か
ら
住
吉
へ
の
道
程
は
、
応
永
二
十
九
年
に
上
洛
し
た
阿
蘇
大
宮
司
惟
郷
の
雑
掌
一

行
が
た
ど
っ
た
道
で
も
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
こ
の
上
洛
が
阿
麻
氏
の
幕
府
へ
の
忠
誠
と
い
う
意
味
を
も
有
し
て
い
た
こ
と
に
つ
い

て
は
す
で
に
述
べ
た
が
、
そ
の
点
に
留
意
す
る
と
、
こ
の
段
に
は
当
代
の
義
持
の
治
世
に
た
い
す
る
直
接
的
な
賛
美
が
こ
め
ら
れ
て

第
八
段
は
後
ジ
テ
の
住
吉
明
神
が
友
成
一
行
の
前
に
現
わ
れ
る
場
面
で
、
「
わ
れ
み
て
も
久
し
く
な
り
ぬ
住
吉
の
、
岸
の
姫
い
く

代
経
ぬ
ら
ん
、
む
つ
ま
し
と
君
は
知
ら
ず
や
み
づ
が
き
の
、
久
し
き
世
々
の
神
神
楽
、
す
ず
し
め
た
ま
へ
宮
つ
子
た
ち
」
と
い
う
シ

テ
の
文
句
か
ら
な
っ
て
い
る
。
こ
こ
は
『
伊
勢
物
語
』
第
一
―
七
段
の
帝
と
住
吉
明
神
の
贈
答
（
「
わ
れ
み
て
も
…
」
と
「
む
つ
ま
し
と

…
」
）
を
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
利
用
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
（
『
伊
勢
物
語
j

の
秘
伝
書
で
あ
る
鎌
倉
期
の
「
玉
伝
深
秘
」
で
は
二
首
と
も
住
吉

明
神
の
詠
歌
と
さ
れ
て
い
て
、
そ
の
ほ
う
が
本
段
に
近
い
こ
と
が
新
潮
日
本
古
典
集
成
『
謡
曲
集
j

に
指
摘
さ
れ
て
い
る
）
、
こ
こ
の
文
音
心
は
、
「
私

は
は
る
か
な
昔
か
ら
君
が
代
の
長
久
を
祈
っ
て
き
た
が
、
こ
れ
か
ら
も
君
の
御
代
が
永
遠
に
続
く
こ
と
を
祈
っ
て
神
楽
を
滅
奏
い
た

し
ま
し
ょ
う
」
と
い
う
も
の
で
、
こ
こ
に
も
主
題
た
る
治
世
賛
美
が
明
確
に
う
た
わ
れ
て
い
る
。
シ
テ
が
舞
お
う
と
い
っ
て
い
る

「
神
神
楽
」
は
も
ち
ろ
ん
第
九
段
で
舞
わ
れ
る
神
舞
の
こ
と
で
あ
る
。

第
九
段
は
シ
テ
の
住
吉
明
神
が
住
吉
の
浦
の
春
景
色
を
叙
し
つ
つ
、
神
楽
を
舞
う
場
面
で
あ
る
。
そ
の
シ
テ
の
舞
は
も
ち
ろ
ん
泰

平
の
御
代
の
永
続
を
祈
っ
て
の
舞
で
あ
る
。
そ
の
泰
平
の
御
代
と
は
、
表
面
的
に
は
延
喜
の
御
代
だ
が
、
究
極
的
に
は
応
永
末
年
の

義
持
の
治
世
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
な
お
、
こ
こ
に
は
「
和
漢
朗
詠
集
』
の
「
子
日
」
の
「
松
根
に
椅
つ
て
腰
を
摩
れ
ば
千
年
の
翠

手
に
満
ち
、
梅
花
を
折
つ
て
頭
に
挿
せ
ば
二
月
の
雪
衣
に
落
つ
」
が
そ
の
ま
ま
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
の
「
松
」
が
前
場
で
の
話

題
の
中
心
だ
っ
た
「
相
生
の
松

(11
和
歌
の
隆
盛
、
治
世
賛
美
）
」
と
響
き
あ
う
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
い
う
ま
で
も
な
い
。

第
十
段
は
終
曲
の
段
で
、
感
激
し
き
り
の
友
成
を
前
に
、
ひ
き
続
き
シ
テ
の
神
楽
が
舞
わ
れ
て
、
泰
平
の
御
代
が
賛
美
さ
れ
る
。

そ
こ
で
は
神
（
住
吉
明
神
）
と
君
（
延
喜
帝
、
じ
つ
は
将
軍
義
持
）
と
が
一
体
で
あ
る
こ
と
や
、
神
に
よ
る
招
福
攘
災
が
説
か
れ
、
さ
い

い
る
と
み
る
こ
と
も
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
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ご
に
「
相
生
の
松
風
颯
々
の
声
ぞ
た
の
し
む
、
颯
々
の
声
ぞ
た
の
し
む
」
と
結
ば
れ
る
が
、
こ
の
「
相
生
の
松
」
は
前
述
の
よ
う
に

「
和
歌
の
隆
盛

(11
泰
平
の
御
代
）
」
の
謂
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
に
和
歌
が
盛
ん
な
泰
平
の
御
代
を
人
々
が
た
の
し
ん
で
い
る
、
と
い

う
の
で
あ
る
。
「
た
の
し
む
」
の
主
語
は
神
で
も
松
で
も
な
く
、
人
々
（
万
民
）
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

以
上
、
《
高
砂
》
の
主
題
が
「
当
代
の
治
世
賛
美
」
に
あ
る
こ
と
を
、
そ
の
展
開
に
即
し
て
論
じ
て
み
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
《
高

砂
》
に
お
い
て
は
、
「
夫
婦
和
合
」
「
寿
命
長
久
」
と
い
う
「
鰭
」
は
あ
る
も
の
の
、
そ
こ
で
は
一
貫
し
て
「
当
代
の
治
世
賛
美
」
が

主
張
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
か
と
思
う
。
そ
こ
で
、
こ
こ
に
あ
ら
た
め
て
、
世
阿
弥
が
《
高
砂
》
を
制
作
す
る
に
あ

た
っ
て
、
ど
の
よ
う
な
順
序
で
そ
の
構
想
を
組
み
立
て
た
か
を
整
理
し
て
み
る
な
ら
ば
、
当
代
賛
美
を
主
題
と
す
る
脇
能
（
祝
言

能
）
を
作
ろ
う
と
し
た
—
あ
る
い
は
、
そ
の
必
要
に
せ
ま
ら
れ
た

1

世
阿
弥
は
、
ま
ず
当
代
の
繁
栄
を
和
歌
が
盛
ん
な
こ
と
で
象

徴
さ
せ
よ
う
と
し
て
、
シ
テ
を
和
歌
の
神
た
る
住
吉
明
神
と
し
、
さ
ら
に
そ
の
和
歌
の
隆
盛
を
松
の
葉
で
象
徴
さ
せ
、
そ
こ
に
「
古

今
集
」
の
序
注
の
説
を
用
い
て
、
劇
中
の
当
代
た
る
延
喜
の
御
代
（
そ
れ
は
義
持
の
御
代
の
寓
意
）
が
「
万
葉
集
j

の
時
代
と
同
じ
よ

う
に
和
歌
が
盛
ん
な
時
代
で
あ
る
こ
と
を
言
い
、
さ
ら
に
義
持
に
と
っ
て
は
阿
蘇
氏
の
忠
誠
を
天
下
に
知
ら
し
め
る
阿
蘇
大
宮
司
雑

掌
の
上
洛
と
い
う
ト
ピ
ッ
ク
を
お
り
ま
ぜ
、
そ
の
ト
ピ
ッ
ク
を
延
喜
時
代
の
大
宮
司
友
成
と
し
て
登
場
さ
せ
た
、
と
い
う
こ
と
に
な

る
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
こ
こ
で
あ
ら
た
め
て
、
《
高
砂
〉
の
本
来
の
曲
名
が
〈
相
生
》
で
あ
っ
た
こ
と
を
思
い
出
す
な
ら
ば
、
そ
の
曲
名
の
《
相

生
〉
に
は
、
「
相
生
の
松
↓
和
歌
の
隆
盛
↓
当
代
の
治
世
賛
美
」
と
い
う
連
想
に
よ
っ
て
、
一
曲
の
「
当
代
の
治
世
賛
美
」
と
い
う

主
題
が
象
徴
的
に
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
よ
う
。
こ
れ
に
た
い
し
て
、
《
高
砂
》
と
い
う
曲
名
に
は
、
《
相
生
》
の
よ
う
に

一
曲
を
統
括
的
に
象
徴
す
る
よ
う
な
重
層
的
な
意
味
は
な
い
。
思
う
に
、
せ
っ
か
く
《
相
生
》
と
い
う
一
曲
の
内
容
に
ふ
さ
わ
し
い

曲
名
だ
っ
た
の
を
、
わ
ざ
わ
ざ
《
高
砂
〉
に
あ
ら
た
め
た
の
は
、
本
節
で
述
べ
て
き
た
よ
う
な
一
曲
の
主
題
が
理
解
さ
れ
な
く
な
っ

て
、
『
八
帖
花
伝
書
」
が
い
う
よ
う
に
、
「
松
の
め
で
た
さ
」
が
主
題
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
結
果
で
あ
ろ
う
。
《
高
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砂
》
と
い
う
曲
名
の
文
献
上
の
初
出
は
享
徳
元
年
(
-
四
五
二
）
で
あ
る
が
（
『
春
日
拝
殿
方
諸
日
記
」
）
、
た
ぶ
ん
そ
の
こ
ろ
に
は
す
で

に
世
阿
弥
が
《
高
砂
》
で
主
張
し
よ
う
と
し
た
こ
と
ー
「
当
代
の
治
世
賛
美
」
と
い
う
そ
の
主
題
や
そ
の
た
め
の
数
々
の
趣
向
ー

は
理
解
さ
れ
な
く
な
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

さ
て
、
こ
こ
で
あ
ら
た
め
て
注
意
さ
れ
る
の
が
、
世
阿
弥
が
当
代
を
和
歌
が
盛
ん
な
時
代
だ
と
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
（
そ
の
こ

と
は
第
三
段
、
第
四
段
に
と
く
に
顕
著
で
、
第
二
段
、
第
十
段
に
も
説
か
れ
て
い
る
）
。
そ
の
「
当
代
」
は
し
ば
し
ば
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、

表
面
的
に
は
ー
《
高
砂
》
と
い
う
作
品
の
う
え
で
は
ー
延
喜
の
聖
代
の
こ
と
で
あ
る
が
、
究
極
的
に
は
《
高
砂
》
が
制
作
さ
れ
た

将
軍
義
持
の
治
世
と
み
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
と
い
う
こ
と
は
、
《
高
砂
》
に
お
け
る
そ
の
よ
う
な
時
代
認
識
は
実
際
に
義
持
の
時

代
が
和
歌
が
盛
ん
な
時
代
で
あ
れ
ば
、
ま
こ
と
に
理
解
し
や
す
い
こ
と
に
な
ろ
う
。
《
高
砂
》
が
い
う
よ
う
に
、
は
た
し
て
義
持
の

時
代
は
和
歌
が
盛
ん
な
時
代
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
こ
で
、
次
節
で
は
《
高
砂
》
の
根
底
に
あ
る
そ
う
し
た
世
阿
弥
の
時
代
認

識
に
つ
い
て
検
討
し
て
、
《
高
砂
》
と
将
軍
義
持
の
治
世
と
の
関
係
を
考
え
て
み
る
こ
と
に
し
た
い
。

義
持
の
治
世
は
和
歌
隆
盛
の
時
代
だ
っ
た

ー
応
永
期
後
半
の
歌
壇
状
況
か
ら
1

（
そ
の
一
）

世
阿
弥
が
《
高
砂
》
に
お
い
て
主
張
す
る
よ
う
に
、
義
持
の
治
世
は
和
歌
が
盛
ん
な
時
代
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
こ
と
が

明
ら
か
に
な
れ
ば
、
《
高
砂
》
と
い
う
作
品
の
背
景
が
い
よ
い
よ
明
確
と
な
る
で
あ
ろ
う
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
ま
た
、
世
阿
弥
の
御

用
役
者
と
し
て
の
側
面
が
あ
ら
た
め
て
わ
れ
わ
れ
に
提
示
さ
れ
る
こ
と
に
も
な
ろ
う
。
し
か
し
、
義
持
の
治
世
が
和
歌
が
盛
ん
な
時

代
だ
っ
た
か
ど
う
か
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
、
中
世
和
歌
史
研
究
に
お
い
て
も
と
く
に
論
及
さ
れ
て
は
い
ず
、
そ
の
認
定
は
そ
う
容

易
で
は
な
い
。
そ
も
そ
も
‘
-
D
に
義
持
時
代
の
和
歌
の
状
況
と
い
っ
て
も
、
そ
れ
に
は
後
小
松
上
皇
を
中
心
と
す
る
宮
廷
公
家
歌

壇
が
あ
り
、
将
軍
義
持
や
細
川
満
元
、
大
内
盛
見
と
い
っ
た
守
護
大
名
ら
上
級
武
士
を
中
心
と
す
る
武
家
歌
壇
が
あ
り
、
ま
た
そ
の
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周
辺
の
被
官
層
や
耕
雲
、
正
徹
と
い
っ
た
法
体
歌
人
ら
に
よ
る
地
下
歌
壇
が
あ
り
、
さ
ら
に
伏
見
宮
栄
仁
、
貞
成
を
中
心
と
し
た
伏

見
宮
歌
壇
も
あ
る
わ
け
で
、
義
持
の
治
世
が
和
歌
が
盛
ん
な
時
代
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
、
こ
れ
ら
の
各
歌
壇
を
視
野
に
入
れ
た
総

合
的
な
分
析
が
求
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
視
野
に
立
っ
た
唯
一
の
研
究
が
井
上
宗
雄
氏
の
『
中
世
歌
壇
史
の
研
究
〔
室

町
前
期
〕
』
（
昭
和
三
十
六
年
、
風
間
書
房
刊
。
改
訂
版
は
昭
和
五
十
九
年
刊
）
で
、
同
書
で
は
、
冒
頭
の
「
第
一
章
、
応
永
初
期
の
歌
壇
」

「
第
二
章
、
応
永
中
期
の
歌
壇
」
「
第
三
章
、
応
永
末
期
の
歌
壇
」
に
お
い
て
、
義
持
の
時
代
に
お
け
る
歌
壇
の
様
相
を
諸
資
料
を
博

捜
し
つ
つ
記
述
し
て
い
る
。
そ
こ
で
は
各
歌
壇
の
状
況
や
代
表
的
歌
人
の
事
績
を
中
心
に
当
時
の
和
歌
界
の
動
向
が
記
述
さ
れ
、
章

ご
と
に
「
要
約
」
と
し
て
各
時
代
の
歌
壇
に
つ
い
て
の
総
括
が
周
到
に
箇
条
書
で
整
理
さ
れ
て
い
る
の
だ
が
、
そ
れ
で
も
、
同
書
の

記
述
か
ら
、
義
持
の
治
世
が
和
歌
が
盛
ん
な
時
代
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
を
判
断
す
る
こ
と
は
、
き
わ
め
て
む
つ
か
し
い
。
そ
れ
に
は

当
然
、
他
の
時
代
と
の
比
較
が
必
要
で
あ
ろ
う
し
、
そ
も
そ
も
い
か
な
る
基
準
を
も
っ
て
義
持
時
代
が
和
歌
隆
盛
の
時
代
だ
と
す
る

の
か
、
と
い
っ
た
基
本
的
な
問
題
が
前
提
と
し
て
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
点
へ
の
配
慮
を
怠
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
た
ぶ
ん

に
恣
意
的
な
判
断
に
お
ち
い
る
結
果
に
な
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
配
慮
は
和
歌
史
研
究
の
門
外
漢
に
は
こ
れ
ま
た
む
つ
か
し

い
こ
と
、
い
う
ま
で
も
な
い
。
そ
こ
で
、
本
節
で
は
、
井
上
氏
の
著
作
を
は
じ
め
と
す
る
諸
先
学
の
和
歌
史
研
究
を
参
考
に
し
つ

つ
、
義
持
と
和
歌
と
の
関
係
ー
義
持
の
和
歌
へ
の
関
心
ー
と
い
う
点
か
ら
こ
の
問
題
を
考
え
て
み
る
こ
と
に
し
た
い
。
と
い
う
の

も
、
《
高
砂
》
に
お
け
る
和
歌
隆
盛
と
い
う
時
代
認
識
は
、
直
接
的
に
は
世
阿
弥
の
パ
ト
ロ
ン
た
る
義
持
周
辺
の
状
況
に
も
と
づ
い

た
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
先
学
の
研
究
に
依
拠
し
て
、
応
永
十
五
年
の
義
満
没
後
に
お
け
る
義
持
と
和
歌
連
歌
と
の
か
か
わ
り
を
整
理
し
て
み
た

応
永
21
年
〔

2
月
〕
義
持
の
北
野
社
参
籠
中
に
、
耕
雲
が
「
南
無
天
満
大
自
在
天
神
」
の
和
字
十
五
字
を
歌
首
に
詠
み
こ
ん
だ
十

と
こ
ろ
、

つ
ぎ
の
よ
う
な
結
果
に
な
っ
た
。
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五
首
和
歌
を
詠
進
、
そ
れ
を
う
け
て
、
冷
泉
為
手
・
飛
鳥
井
栄
雅
に
同
趣
の
十
五
首
和
歌
を
詠
進
さ
せ
る
。

そ
の
後
、
こ
の
三
人
の
十
五
首
和
歌
を
叡
覧
あ
っ
た
後
小
松
院
も
同
趣
の
十
五
首
和
歌
を
義
持
に
詠
進
す

る
。
（
「
詠
十
五
首
和
歌
』
）

〔12
月
〕
義
持
、
細
川
満
元
に
よ
る
崇
徳
院
二
百
五
十
遠
忌
の
た
め
の
頓
証
寺
法
楽
事
業
（
「
頓
証
寺
法
楽
一
日
千
首

和
歌
j

の
詠
進
、
『
頓
証
寺
法
楽
続
百
首
歌
j

の
詠
進
、
「
頓
証
寺
法
楽
当
座
続
一
二
十
首
和
歌
」
の
詠
進
等
）

に
さ
い
し
、
後
小
松
院
に
寺
額
の
揮
奄
を
依
頼
。
後
小
松
院
か
ら
は
法
楽
の
御
製
も
下
賜
さ
れ
る
。
（
『
白
峰

寺
文
書
」
）

[
こ
の
頃
〕
義
持
、
耕
雲
を
し
て
百
首
歌
を
詠
作
せ
し
む
。
（
『
雲
窓
騰
語
』
）

応
永
22
年

[
8
月
〕
義
持
、
冷
泉
為
手
に
千
首
和
歌
の
詠
進
を
命
じ
る
。
（
『
為
手
卿
千
首
和
歌
』
）

応
永
24
年
〔
閏
5
月
〕
朝
山
梵
灯
庵
、
義
持
の
治
世
を
和
歌
隆
盛
の
時
代
と
評
価
す
る
。
（
「
梵
灯
庵
返
答
書
」
）

〔
8
月
〕
義
持
、
南
都
に
下
向
し
、
同
行
の
細
川
満
元
は
春
日
社
に
百
首
和
歌
を
奉
納
、
耕
雲
も
義
持
賛
美
の
和
歌
を

詠
じ
る
。
（
『
兼
宣
公
記
』
）

応
永
25
年
〔
春
〕
義
持
、
耕
雲
か
ら
『
耕
雲
千
首
』
を
書
写
さ
れ
る
。
（
「
耕
雲
千
首
』
）

応
永
26
年
〔
3
月
〕
義
持
、
仙
洞
和
歌
に
参
仕
し
、
そ
の
席
で
耕
雲
が
義
持
に
献
じ
た
詠
歌
一
首
を
披
露
す
る
。
（
『
兼
宣
公

記』）

〔
10
月
〕
義
持
、
仙
洞
よ
り
退
出
後
。
退
出
を
惜
し
ん
だ
後
小
松
院
と
和
歌
の
贈
答
を
す
る
。
（
「
満
済
准
后
日
記
」
）

〔
こ
の
頃
〕
義
持
、
耕
雲
か
ら
「
七
十
路
に
三
十
路
を
そ
へ
て
君
と
我
い
ざ
百
年
を
と
も
に
保
た
ん
」
の
詠
歌
を
贈
ら

れ
る
。
（
「
庶
軒
日
録
J

)

応
永
27
年
〔

3
月
〕
義
持
、
参
内
し
て
称
光
と
和
歌
を
唱
和
す
る
。
（
「
看
聞
御
記
」
）
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〔10
月
〕
義
持
の
大
患
平
癒
を
祈
っ
て
、
飛
鳥
井
雅
縁
、
北
野
社
に
千
首
和
歌
を
奉
納
す
る
。
（
「
雅
縁
卿
千
首
』
）

応
永
28
年
〔
6
月
〕
義
持
の
北
野
社
参
籠
中
に
同
行
の
細
川
満
元
が
法
楽
和
歌
を
詠
進
す
る
。
（
「
慕
風
愚
吟
集
』
）

〔
9
月
〕
義
持
の
石
清
水
参
籠
中
に
同
行
の
細
川
満
元
が
法
楽
百
首
を
詠
進
す
る
。
（
『
慕
風
愚
吟
集
』
）

〔
10
月
〕
義
持
の
大
患
平
癒
を
感
謝
し
て
、
飛
鳥
井
雅
縁
、
北
野
社
に
千
首
和
歌
を
奉
納
す
る
。
（
『
宋
雅
千
首
』
）

応
永
29年
〔
こ
の
年
〕
義
持
、
室
町
第
で
北
野
社
法
楽
和
歌
を
詠
進
さ
せ
る
。
（
『
実
隆
公
記
」
）

〔
12
月
〕
義
持
、
廷
臣
十
三
名
に
名
号
和
歌
を
詠
進
さ
せ
る
。
（
『
薩
戒
記
」
『
康
富
記
』
）

応
永
30
年
〔

3
月
〕
義
持
、
後
小
松
院
か
ら
百
首
歌
を
賜
る
。
（
『
兼
宣
公
記
』
）

〔10
月
〕
義
持
、
廷
臣
十
一
名
に
七
首
和
歌
を
詠
じ
さ
せ
る
。
（
「
薩
戒
記
』
）

応
永
31
年
〔

3
月
〕
義
持
、
後
小
松
院
か
ら
千
句
連
歌
の
発
句
を
賜
る
。
（
「
兼
宣
公
記
』
）

〔
8
月
〕
義
持
、
仙
洞
で
後
小
松
院
・
ニ
条
持
基
と
連
歌
を
興
行
す
る
。
（
『
満
済
准
后
日
記
」
）

応
永
33年
〔

1
月
〕
義
持
、
耕
雲
に
和
歌
一
首
を
詠
進
さ
せ
る
。
（
『
満
済
准
后
日
記
』
）

[
8
月
〕
義
持
、
仙
洞
千
首
連
歌
に
同
座
す
る
。
（
『
薩
戒
記
』
）

〔
こ
の
年
以
前
〕
義
持
、
細
川
満
元
と
狂
句
の
贈
答
を
す
る
。
（
『
蔭
涼
軒
日
録
」
）

応
永
後
半
〔
こ
の
頃
〕
義
持
、
冷
泉
為
手
の
第
三
子
（
持
和
）
に
「
持
」
字
を
与
え
る
。
（
『
裡
高
先
生
系
譜
略
」
）

応
永
後
半
〔
こ
の
頃
〕
義
持
、
耕
雲
と
正
徹
に
一
首
の
意
味
を
尋
ね
る
。
（
『
正
徹
物
語
]
)

応
永
後
半
〔
こ
の
頃
〕
義
持
、
耕
雲
か
ら
「
源
氏
小
錬
』
「
原
中
最
秘
抄
』
「
仙
源
抄
j

を
書
写
さ
れ
る
。
（
各
書
奥
書
）

応
永
末
年
〔
こ
の
頃
〕
義
持
、
正
徹
か
ら
長
谷
寺
で
の
詠
歌
を
示
さ
れ
る
。
（
『
草
根
集
』
）

応
永
末
年
〔
こ
の
頃
〕
義
持
、
夢
想
和
歌
を
耕
雲
に
贈
っ
て
意
味
を
質
す
。
(
[
満
済
准
后
日
記
』
）
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こ
れ
に
よ
る
と
、
義
満
が
没
し
て
義
持
が
名
実
と
も
に
将
軍
と
な
っ
た
応
永
十
五
年
(
-
四
0
八
）
か
ら
六
年
後
の
応
永
二
十
一

年
（
義
持
二
十
八
歳
）
あ
た
り
か
ら
、
和
歌
連
歌
に
か
か
わ
る
事
績
が
み
え
は
じ
め
、
以
後
は
正
長
元
年
（
応
永
三
十
五
年
）
に
没
す
る

ま
で
、
ほ
と
ん
ど
毎
年
の
よ
う
に
和
歌
連
歌
に
関
係
す
る
事
績
が
存
在
す
る
こ
と
に
な
る
。
問
題
は
こ
の
よ
う
な
義
持
の
事
績
を
ど

う
評
価
す
る
か
、
つ
ま
り
、
こ
れ
を
も
っ
て
、
義
持
の
治
世
が
和
歌
が
盛
ん
で
あ
っ
た
時
代
と
い
え
る
か
ど
う
か
、
と
い
う
こ
と
で

あ
る
が
、
そ
れ
を
問
う
前
に
、
参
考
の
た
め
に
、
こ
れ
を
義
満
の
場
合
と
比
較
し
て
お
こ
う
。
以
下
は
義
持
の
場
合
と
同
じ
よ
う

に
、
先
学
の
研
究
を
も
と
に
ま
と
め
た
義
満
に
か
か
わ
る
和
歌
連
歌
関
係
の
事
績
で
あ
る
。

康
暦
元
年
〔
5
月
〕
義
満
、
良
基
邸
の
連
歌
に
参
加
す
る
。
（
『
愚
管
記
j

)

〔
8
月
〕
義
満
、
室
町
第
で
和
歌
会
を
催
す
。
（
「
愚
管
記
』
）

康
暦
2
年
〔
3
月
〕
義
満
、
室
町
第
で
和
歌
会
を
催
す
。
（
『
愚
管
記
』
）

永
徳
元
年
〔
3
月
〕
義
満
、
室
町
第
（
花
の
御
所
）
に
後
円
融
天
皇
の
行
幸
を
仰
ぎ
、
和
歌
会
を
催
す
。
（
『
さ
か
ゆ
く
花
』
）

永
徳
元
年
〔
8
月
〕
義
満
、
室
町
第
で
和
歌
会
を
催
す
。
（
『
愚
管
記
」
『
後
愚
昧
記
」
『
薩
戒
記
』
）

永
徳
3
年
〔
6
月
〕
義
満
、
南
禅
寺
で
和
漢
連
句
を
催
す
。
（
『
後
愚
昧
記
』
）

永
徳
3
年
〔
10
月
〕
義
満
の
連
歌
の
作
風
が
連
歌
界
に
流
行
す
る
。
(
『
+
間
最
秘
抄
』
）

明
徳
2
年
〔
2
月
〕
義
満
、
北
野
社
で
万
句
連
歌
を
興
行
す
る
。
（
『
実
隆
公
記
」
他
）

応
永
8
年
〔
2
月
〕
義
満
、
北
野
社
で
千
旬
連
歌
を
興
行
す
る
。
義
満
は
こ
れ
以
前
に
も
毎
年
二
月
に
同
所
で
千
句
連
歌
を
催
し

て
い
た
ら
し
い
。
（
『
実
隆
公
記
』
）

応
永
9
年
〔
2
月
〕
義
満
、
北
野
社
で
千
句
連
歌
を
興
行
す
る
。
（
『
吉
田
家
日
次
記
』
）

応
永
14
年
〔
11
月
〕
義
満
、
内
裏
で
の
九
十
番
歌
合
に
出
座
す
る
。
（
『
内
裏
九
十
番
歌
合
』
）
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〔12
月
〕
義
満
、
耕
雲
に
十
首
歌
へ
の
加
点
を
命
じ
る
。
（
『
教
言
卿
記
』
）

〔
こ
の
頃
〕
義
満
、
勅
撰
集
の
撰
集
を
企
画
す
る
か
。
（
『
諸
雑
記
」
他
）

応
永
15
年
〔

3
月
〕
義
満
、
北
山
第
に
後
小
松
天
皇
の
行
幸
を
仰
ぎ
、
三
席
御
会
等
の
和
歌
会
を
催
す
。
（
「
北
山
殿
行
幸
記
』
）

こ
こ
か
ら
義
満
の
和
歌
連
歌
と
の
か
か
わ
り
を
ど
う
認
定
す
る
か
は
や
は
り
む
つ
か
し
い
問
題
で
あ
る
が
、
さ
き
に
整
理
し
た
義

持
の
そ
れ
と
く
ら
べ
る
と
、
事
例
と
し
て
は
義
持
の
場
合
の
半
分
ほ
ど
で
あ
り
、
記
録
に
残
さ
れ
た
か
ぎ
り
で
は
、
義
満
の
和
歌
連

歌
と
の
か
か
わ
り
は
義
持
よ
り
淡
泊
な
も
の
で
あ
っ
た
よ
う
に
み
え
る
。
井
上
宗
雄
氏
の
『
中
世
歌
壇
史
の
研
究
』
は
、
応
永
初
期

こ
ろ
の
義
満
に
つ
い
て
、
「
こ
の
頃
は
所
謂
北
山
文
化
の
絶
頂
期
で
、
義
満
は
行
楽
と
仏
事
に
耽
り
、
和
歌
に
対
す
る
関
心
は
文
献

に
殆
ど
徴
し
え
な
い
」
と
さ
れ
て
い
る
が
、
少
な
く
と
も
義
持
に
は
そ
の
よ
う
な
現
象
は
認
め
ら
れ
な
い
。
ま
た
、
義
満
の
和
歌
愛

好
を
示
す
か
に
思
わ
れ
る
『
鹿
苑
院
殿
義
満
公
集
』
が
じ
つ
は
室
町
末
期
成
立
の
私
撰
集
で
あ
る
こ
と
も
右
の
井
上
氏
の
著
書
に
指

摘
さ
れ
て
い
る
。
ち
な
み
に
、
井
上
氏
の
『
中
世
歌
壇
史
の
研
究
』
に
よ
れ
ば
、
義
持
の
あ
と
の
義
教
時
代
は
和
歌
連
歌
好
き
だ
っ

た
義
教
の
権
勢
に
よ
っ
て
、
当
時
の
和
歌
連
歌
界
は
義
教
の
全
面
的
な
支
配
下
に
あ
っ
た
、
と
い
う
。
事
実
、
同
書
に
は
義
教
の
歌

壇
全
体
に
た
い
す
る
か
か
わ
り
が
数
多
く
か
か
げ
ら
れ
て
い
る
。

し
か
ら
ば
、
さ
き
に
か
か
げ
た
義
持
の
和
歌
連
歌
方
面
の
事
績
は
、
ど
の
よ
う
に
評
価
し
た
ら
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
に
は

や
は
り
さ
き
の
年
譜
に
か
か
げ
た
事
項
の
内
実
を
具
体
的
に
み
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
そ
う
し
た
具
体
的
な
で
き
ご
と
の
な
か
に
、
義

持
の
治
世
と
和
歌
連
歌
と
の
か
か
わ
り
が
象
徴
的
に
示
さ
れ
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
と
思
う
か
ら
で
あ
る
。

そ
こ
で
ま
ず
紹
介
し
た
い
の
は
、
応
永
二
十
一
年
の
義
持
の
北
野
社
参
籠
を
き
っ
か
け
に
し
て
詠
ま
れ
た
「
詠
十
五
首
和
歌
』

（
宮
内
庁
書
陵
部
蔵
）
が
伝
え
る
義
持
と
義
持
周
辺
の
和
歌
愛
好
の
よ
う
す
で
あ
る
。
同
書
は
岩
佐
正
氏
の
「
耕
雲
小
論
」
（
「
国
語
と
国

文
学
」
昭
和
九
年
一
月
号
、
二
月
号
）
で
は
じ
め
て
概
要
が
学
界
に
紹
介
さ
れ
た
も
の
で
（
全
体
の
紹
介
は
な
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
）
、
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京
極
為
兼
の
佐
渡
詠
で
あ
る
「
為
兼
三
十
三
首
」
と
合
写
さ
れ
て
い
る
も
の
だ
が
、
そ
の
冒
頭
に
、

応
永
甲
午
仲
春
廿
有
三
日
、
応
二
蓮
府
鉤
命
ー
、
詣
一
北
野
神
祠
ー
。
此
宵
陪
一
台
延
ー
、
語
及
二
和
歌
ー
。
三
更
復
帰
二
私
舎
一
。
境
勝

気
清
終
夜
弗
レ
寝
。
初
分
二
南
無
天
満
大
自
在
天
神
之
九
字
一
、
作
二
倭
字
十
五
一
、
以
各
冠
二
篇
首
ー
、
以
綴
二
但
語
l
o

其
詞
曰
、

と
、
耕
雲
の
詞
書
が
あ
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
応
永
二
十
一
年
二
月
に
、
義
持
に
従
っ
て
北
野
社
に
参
籠
し
た
耕
雲
は
、
義
持
に
近

仕
し
て
和
歌
の
こ
と
を
話
し
あ
っ
た
。
耕
雲
は
深
夜
に
境
内
の
宿
舎
に
も
ど
っ
た
が
、
神
域
の
神
々
し
さ
と
義
持
と
の
清
談
の
た
め

気
分
が
昂
揚
し
て
、
一
晩
中
寝
つ
か
れ
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
「
南
無
天
満
大
自
在
天
神
」
の
九
文
字
を
十
五
の
文
字
と
し
て
、
そ

れ
を
歌
首
に
お
い
た
歌
（
但
語
）
十
五
首
を
作
っ
た
、
と
い
う
。
そ
の
あ
と
、
耕
雲
の
詠
歌
十
五
首
が
記
さ
れ
た
あ
と
に
、
「
耕
雲
野

柄
明
魏
九
拝
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
十
五
首
は
そ
の
後
、
義
持
に
献
呈
さ
れ
た
よ
う
で
、
『
詠
十
五
首
和
歌
」
で
は
、
右
の
耕

雲
の
十
五
首
に
続
け
て
、

同
廿
八
日
、
宋
雅
為
手
卿
両
人
以
．．
 
此
名
号
ー
可
．
ー
詠
進
．
之
由
、
被
仰
下
．
之
間
、
馳
、
筆
了
。

と
あ
っ
て
、
義
持
が
宋
雅
（
飛
鳥
井
雅
縁
）
と
冷
泉
為
手
の
二
人
に
、
同
じ
形
式
で
十
五
首
和
歌
の
詠
作
を
命
じ
た
こ
と
が
知
ら
れ

る
。
そ
の
あ
と
に
は
、
「
詠
十
五
首
和
歌
宋
雅
」
「
詠
十
五
首
和
歌
為
手
」
と
い
う
標
題
の
も
と
、
天
神
の
名
号
を
詠
み
こ
ん
だ

宋
雅
と
為
手
の
十
五
首
和
歌
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
も
当
然
、
義
持
に
届
け
ら
れ
た
わ
け
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
こ
の
名
号
和
歌
の
詠
作
は
こ
れ
だ
け
で
は
終
わ
ら
な
か
っ
た
。
と
い
う
の
は
、
後
小
松
上
皇
が
こ
の
一
連
の
名
号
和

歌
詠
作
の
こ
と
を
聞
き
つ
け
て
、
同
様
の
形
式
に
な
る
名
号
和
歌
を
義
持
の
も
と
に
送
っ
て
き
た
か
ら
で
あ
る
。
「
詠
十
五
首
和

歌
」
に
は
、
宋
雅
と
為
手
の
詠
歌
の
あ
と
に
、

仙
洞
此
歌
共
を
御
覧
せ
ら
れ
て
室
町
殿
へ
御
製
を
被
遣
レ
候
。

と
あ
っ
て
、
そ
の
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
そ
の
あ
と
、
「
詠
十
五
首
和
歌
」
の
標
題
の
も
と
、
後
小
松
上
皇
の
詠
歌
十
五
首
が
記
さ

れ
、
「
詠
十
五
首
和
歌
」
は
そ
こ
で
終
わ
っ
て
い
る
。
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以
上
が
『
詠
十
五
首
和
歌
』
が
伝
え
る
、
応
永
二
十
一
年
二
月
の
将
軍
義
持
を
中
心
と
す
る
天
神
の
名
号
和
歌
を
め
ぐ
る
で
き
ご

と
の
概
略
で
あ
る
が
、
筆
者
は
こ
こ
に
義
持
の
治
世
下
に
お
け
る
和
歌
の
隆
盛
と
い
う
こ
と
が
象
徴
的
に
示
さ
れ
て
い
る
と
思
う
。

そ
の
こ
と
を
、
以
下
、
こ
の
名
号
和
歌
の
詠
作
に
か
か
わ
っ
た
、
耕
雲
、
為
手
、
後
小
松
院
の
歌
人
と
し
て
の
事
績
や
義
持
と
の
関

係
を
紹
介
す
る
こ
と
で
示
し
て
み
た
い
。

こ
の
一
連
の
名
号
和
歌
詠
作
の
き
っ
か
け
を
作
っ
た
耕
雲
は
、
も
と
南
朝
の
遺
臣
（
内
大
臣
）
の
花
山
院
長
親
で
、
南
北
朝
合
一

後
は
、
出
家
し
て
応
永
初
年
こ
ろ
か
ら
京
都
花
頂
山
に
住
み
、
応
永
十
四
年
こ
ろ
に
は
、
そ
の
学
殖
と
文
オ
を
も
っ
て
将
軍
義
満
に

近
づ
い
て
い
た
が
、
義
満
没
後
は
義
持
の
愛
顧
を
う
け
た
。
義
持
と
の
交
流
は
応
永
二
十
年
五
月
が
記
録
上
の
初
見
で
あ
る
が
、
以

後
、
永
享
元
年
(
-
四
二
九
）
に
八
十
歳
あ
ま
り
で
没
す
る
ま
で
、
歌
壇
の
重
鎮
と
し
て
、
義
持
の
愛
顧
を
受
け
続
け
た
。
そ
の
耕

雲
の
歌
人
と
し
て
の
事
績
に
つ
い
て
は
、
岩
佐
正
氏
の
「
耕
雲
小
論
」
や
、
村
田
正
志
氏
の
「
南
北
朝
史
論
」
、
岩
橋
小
弥
太
氏
の

「
耕
雲
明
魏
」
（
「
国
語
と
国
文
学
」
昭
和
二
十
六
年
十
一
月
）
、
井
上
宗
雄
氏
の
「
中
世
歌
壇
史
の
研
究
〔
室
町
前
期
〕
」
等
に
説
か
れ
て
い

る
が
（
義
持
と
の
交
流
は
既
掲
の
年
表
か
ら
も
そ
の
一
端
が
知
ら
れ
よ
う
）
、
応
永
二
十
一
年
の
一
連
の
名
号
和
歌
詠
作
が
耕
雲
の
詠
作
に

発
し
た
こ
と
は
、
そ
の
歌
壇
に
お
け
る
存
在
の
大
き
さ
を
物
語
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
義
持
の
命
令
で
天
神
の
名
号
和
歌
を
詠
作
し
た
宋
雅
（
飛
烏
井
雅
縁
）
と
冷
泉
為
手
の
二
人
も
、
そ
れ
ぞ
れ
応
永
中
期
か

ら
後
期
の
歌
壇
を
代
表
す
る
歌
人
で
あ
る
。

宋
雅
飛
鳥
井
雅
縁
は
延
文
三
年
(
-
三
五
八
）
の
生
ま
れ
、
応
永
五
年
に
従
二
位
権
中
納
言
に
昇
っ
た
あ
と
、
同
年
齢
で
愛
顧
を

う
け
て
い
た
義
満
に
従
っ
て
出
家
、
義
満
没
後
は
義
持
の
愛
顧
を
う
け
、
正
長
元
年
(
-
四
二
八
）
に
七
十
一
歳
で
没
し
た
。
飛
烏

井
家
は
元
来
蹴
鞠
の
家
で
あ
っ
た
が
、
義
持
時
代
に
あ
た
る
宋
雅
の
晩
年
期
は
、
飛
鳥
井
家
は
二
条
家
、
冷
泉
家
と
な
ら
ぶ
歌
道
家

と
し
て
歌
壇
に
君
臨
し
、
歌
人
の
正
徹
、
公
家
の
広
橋
兼
宣
、
醍
醐
寺
三
宝
院
の
満
済
な
ど
も
、
加
点
や
添
削
な
ど
で
宋
雅
の
指
導

を
う
け
て
い
る
と
い
う
（
「
中
世
歌
壇
史
の
研
究
」
）
。
応
永
二
十
一
年
に
義
持
の
命
令
で
天
神
の
名
号
和
歌
を
詠
作
し
た
と
き
の
宋
雅
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は
五
十
七
歳
で
あ
っ
た
。

こ
の
宋
雅
は
ま
た
、
義
持
時
代
に
応
永
九
年
か
ら
同
二
十
八
年
に
わ
た
っ
て
管
領
を
務
め
、
大
の
和
歌
好
き
と
し
て
知
ら
れ
る
細

川
右
京
大
夫
満
元
の
和
歌
の
師
で
も
あ
っ
た
。
満
元
の
和
歌
好
き
は
、
『
醍
醐
枝
葉
抄
」
に
よ
っ
て
著
名
で
あ
る
が
、
い
ま
あ
ら
た

め
て
そ
の
記
事
を
掲
げ
る
と
、

伝
聞
、
頃
日
何
者
カ
シ
タ
リ
ケ
ン
、
管
領
細
川
右
京
大
夫
入
道
道
観
ノ
屋
形
ノ
門
二
落
書
ノ
歌
ヲ
押
セ
リ
。
彼
二
首
歌
、

政
道
ノ
方
ニ
ハ
更
二
無
数
奇
ニ
テ
ウ
タ
テ
ヤ
歌
ヲ
ナ
ニ
好
ム
ラ
ン

政
道
ヲ
難
題
ゾ
ト
ヤ
思
フ
ラ
ン
案
ジ
ミ
ヨ
カ
シ
ャ
ス
キ
風
情
ヲ

又
、
次
日
、
返
歌
ト
ヲ
ボ
シ
ク
テ
、

神
代
ヨ
リ
ッ
タ
ハ
リ
キ
タ
ル
コ
ト
ノ
ハ
ヲ
ク
チ
キ
タ
ナ
ク
モ
何
ゾ
シ
ル
ラ
ン

政
道
ハ
難
題
ゾ
ト
テ
ウ
チ
ヲ
キ
ヌ
只
述
懐
ニ
ト
リ
カ
、
リ
ッ
‘

京
童
部
ノ
シ
ワ
ザ
敷
。
此
管
領
、
和
歌
ノ
数
奇
異
レ
他
也
。
毎
日
被
管
ノ
者
、
続
歌
等
令
J
翫
＞
之
。
飛
鳥
井
中
将
入
道
宗
雅
父

子
両
三
人
彼
家
歌
会
之
為
宗
匠
一
云
々
。

と
い
う
も
の
で
、
同
書
冒
頭
の
注
記
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
は
応
永
二
十
四
年
六
月
こ
ろ
の
こ
と
ら
し
い
。
こ
こ
に
は
管
領
細
川
満
元
の

異
常
と
も
い
え
る
和
歌
へ
の
熱
中
が
印
象
的
に
記
さ
れ
て
い
る
。
満
元
は
能
謡
に
も
一
家
言
を
も
っ
た
数
寄
者
で
（
『
申
楽
談
儀
」
1
3

条
）
、
世
阿
弥
と
も
交
流
が
あ
っ
た
貴
顕
の
一
人
で
あ
る
。
こ
れ
は
本
節
が
問
題
に
し
て
い
る
義
持
の
治
世
と
和
歌
と
の
関
係
を
示

す
興
味
深
い
事
例
で
も
あ
る
の
だ
が
、
宋
雅
は
そ
の
和
歌
狂
い
の
細
川
満
元
が
主
催
す
る
歌
会
の
宗
匠
を
務
め
て
い
た
、
と
い
う
の

で
あ
る
。
こ
こ
に
も
応
永
後
期
に
お
け
る
宋
雅
の
歌
壇
に
お
け
る
地
位
が
よ
く
示
さ
れ
て
い
よ
う
。

ま
た
、
冷
泉
為
手
は
康
安
元
年
(
-
三
六
一
）
の
生
ま
れ
。
冷
泉
家
は
後
円
融
朝
期
に
は
不
遇
だ
っ
た
が
、
四
十
年
ぶ
り
の
盛
儀

と
い
う
応
永
十
四
年
の
内
裏
九
十
番
歌
合
に
為
手
が
宋
雅
、
義
満
、
義
持
ら
と
出
詠
し
た
こ
ろ
か
ら
歌
道
師
範
的
な
地
位
を
獲
得
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し
、
以
後
は
御
子
左
家
の
嫡
流
と
し
て
宮
廷
歌
壇
の
中
心
人
物
と
し
て
活
躍
す
る
が
、
応
永
二
十
四
年
に
五
十
七
歳
を
も
っ
て
没
し

て
い
る
。
義
持
の
お
ぽ
え
も
よ
か
っ
た
よ
う
で
、
応
永
二
十
二
年
に
は
義
持
の
命
令
で
千
首
和
歌
を
詠
進
し
て
い
る
し
、
第
三
子
の

持
和
（
の
ち
持
為
）
の
「
持
」
字
は
義
持
か
ら
与
え
ら
れ
た
も
の
と
い
う
（
い
ず
れ
も
年
表
を
参
照
さ
れ
た
い
）
。
応
永
二
十
一
年
に
義
持

か
ら
天
神
名
号
和
歌
の
詠
作
を
命
じ
ら
れ
た
の
も
、
そ
う
し
た
義
持
と
の
関
係
ゆ
え
で
も
あ
ろ
う
。

後
小
松
上
皇
に
つ
い
て
は
、
「
後
小
松
歌
壇
」
と
い
う
べ
き
サ
ロ
ン
が
存
在
し
て
い
た
。
そ
の
こ
と
は
「
中
世
歌
壇
史
の
研
究
』

に
「
後
小
松
歌
壇
」
の
一
節
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
知
ら
れ
る
が
、
そ
れ
に
よ
る
と
、
後
小
松
時
代
に
お
け
る
宮
廷

の
和
歌
方
面
の
活
動
は
永
徳
元
年
以
来
三
十
年
ぶ
り
と
い
う
応
永
十
七
年
の
三
席
御
会
か
ら
盛
ん
に
な
っ
た
、
と
い
う
。
そ
の
実
態

は
「
中
世
歌
壇
史
の
研
究
』
に
ゆ
ず
る
が
、
一
方
、
後
小
松
は
義
持
と
も
和
歌
を
介
し
て
親
密
な
交
流
が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
年
表
に

か
か
げ
た
と
お
り
で
、
応
永
二
十
一
年
に
耕
雲
、
宋
雅
、
為
手
の
天
神
の
名
号
和
歌
詠
作
に
刺
激
を
う
け
て
、
み
ず
か
ら
進
ん
で
十

五
首
歌
を
義
持
に
送
っ
た
の
も
そ
の
一
例
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
、
後
小
松
と
義
持
は
応
永
二
十
二
年
こ
ろ
か
ら
義
持
が
没
す
る
正
長

元
年
（
応
永
三
十
五
年
）
ま
で
の
あ
い
だ
き
わ
め
て
親
密
な
関
係
に
あ
っ
た
の
で
あ
り
（
そ
の
こ
と
は
拙
稿
「
足
利
義
持
の
治
世
と
世
阿
弥

ー
義
持
と
後
小
松
父
子
と
の
関
係
を
め
ぐ
っ
て
ー
」
「
演
劇
学
論
叢
」

5
を
参
照
さ
れ
た
い
）
、
年
表
に
か
か
げ
た
和
歌
を
介
し
て
の
交
流

も
、
そ
う
し
た
両
者
の
親
密
な
交
流
の
一
端
な
の
で
あ
る
。
な
か
で
も
、
『
満
済
准
后
日
記
」
が
伝
え
る
応
永
二
十
六
年
十
月
の
両

者
の
和
歌
の
贈
答
な
ど
は
、
義
持
の
治
世
が
和
歌
隆
盛
の
時
代
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
恰
好
の
事
例
と
思
う
が
、
そ
れ
は
先
掲
の
拙

稿
に
も
紹
介
し
た
の
で
、
こ
こ
に
は
言
及
す
る
に
と
ど
め
た
い
。

以
上
、
主
と
し
て
先
学
の
研
究
に
よ
り
つ
つ
、
応
永
二
十
一
年
の
天
神
名
号
和
歌
詠
作
に
か
か
わ
っ
た
耕
雲
、
宋
雅
、
為
手
、
後

小
松
に
つ
い
て
、
そ
の
応
永
期
歌
壇
に
お
け
る
位
置
や
義
持
と
の
関
係
を
整
理
し
て
み
た
が
、
こ
れ
を
総
合
す
る
と
、
幕
府
の
安
定

期
た
る
応
永
期
後
半
に
お
い
て
は
、
絶
対
的
な
権
力
を
保
持
し
て
い
た
義
持
を
中
心
に
、
当
時
の
歌
壇
を
主
導
し
て
い
た
耕
雲
、
宋

雅
、
為
手
、
そ
れ
に
後
小
松
が
和
歌
を
介
し
て
密
接
な
交
流
を
持
っ
て
い
た
、
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
そ
し
て
、
参
籠
し
た
北
野
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社
で
深
夜
ま
で
和
歌
に
つ
い
て
の
清
談
を
か
わ
し
た
義
持
と
耕
雲
や
、
宋
雅
と
為
手
に
名
号
和
歌
の
詠
作
を
命
じ
た
義
持
や
、
み
ず

か
ら
進
ん
で
名
号
和
歌
を
義
持
に
送
っ
た
後
小
松
の
行
動
に
は
、
和
歌
と
い
う
文
学
に
た
い
す
る
深
い
愛
着
の
念
が
感
取
さ
れ
る
の

も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
だ
け
を
も
っ
て
、
義
持
の
治
世
の
和
歌
隆
盛
を
い
う
こ
と
は
で
き
ま
い
。
そ
う
主
張
す
る
た
め
に
は
、
も
う
す

こ
し
右
の
天
神
名
号
和
歌
詠
作
の
よ
う
な
、
義
持
時
代
の
和
歌
隆
盛
を
象
徴
す
る
よ
う
な
事
例
を
紹
介
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
そ
こ

で
、
次
節
で
は
、
義
持
の
治
槻
を
和
歌
隆
盛
の
時
代
と
す
る
言
説
を
紹
介
す
る
こ
と
に
す
る
。

義
持
の
治
世
は
和
歌
隆
盛
の
時
代
だ
っ
た
（
そ
の
二
）

ー
義
持
時
代
を
和
歌
隆
盛
の
時
代
と
す
る
言
説
を
め
ぐ
っ
て
1

こ
こ
で
は
、
義
持
の
治
世
が
和
歌
が
盛
ん
な
時
代
で
あ
る
こ
と
を
直
接
述
べ
て
い
る
資
料
を
紹
介
し
て
、
当
面
の
問
題
を
考
え
て

み
た
い
。

第
一
に
紹
介
す
る
の
は
、
応
永
二
十
八
年
の
「
宋
雅
千
首
』
の
詠
歌
で
あ
る
。
「
宋
雅
干
首
j

は
宋
雅
が
義
持
の
応
永
末
年
の
大

患
平
癒
を
感
謝
し
て
北
野
社
に
奉
納
す
べ
く
詠
ん
だ
千
首
和
歌
で
あ
る
。
宋
雅
は
一
年
前
の
義
持
の
大
患
の
さ
い
に
も
、
そ
の
平
癒

を
祈
念
し
て
北
野
社
に
千
首
和
歌
を
奉
納
し
て
い
る
が
（
「
雅
縁
卿
千
首
」
が
そ
れ
）
、
そ
の
さ
い
自
分
の
祈
念
が
通
じ
て
義
持
が
恢
復

し
た
な
ら
ば
、
一
年
後
に
千
首
和
歌
を
奉
納
し
よ
う
と
い
う
誓
い
を
同
千
首
和
歌
に
記
し
て
い
た
。
そ
の
祈
念
ど
お
り
義
持
が
め
で

た
＜
恢
復
し
た
の
で
、
詠
作
さ
れ
た
の
が
『
宋
雅
千
首
」
な
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
そ
の
『
宋
雅
千
首
」
に
収
め

ら
れ
た
つ
ぎ
の
詠
歌
で
あ
る
。

君
な
ら
で
哀
れ
を
か
け
ん
人
も
あ
ら
じ
波
に
た
だ
よ
ふ
和
歌
の
浦
波
（
雑
二
百
首
、
述
懐
）

あ
ら
は
れ
し
出
雲
八
雲
の
そ
の
か
み
に
な
ほ
立
ち
こ
え
て
道
ぞ
栄
へ
む
（
雑
一
一
百
首
、
祝
）

で
あ
る
。

四
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最
初
の
詠
歌
「
君
な
ら
で
・
・
・
」
の
「
君
」
は
も
ち
ろ
ん
義
持
の
こ
と
で
あ
る
が
、

い
思
い
を
持
っ
て
い
る
方
は
い
な
い
」
と
い
う
ほ
ど
の
意
味
で
、
義
持
の
和
歌
に
た
い
す
る
思
い
の
深
さ
を
た
た
え
た
も
の
で
あ
ろ

う
。
こ
の
詠
歌
は
こ
れ
だ
け
を
み
る
と
、
和
歌
に
関
心
を
持
っ
て
い
る
も
の
は
義
持
く
ら
い
だ
と
い
う
意
味
に
も
と
れ
、
む
し
ろ
和

歌
が
衰
え
て
い
る
状
況
を
詠
ん
で
い
る
よ
う
に
も
と
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
義
持
時
代
の
義
持
周
辺
に
有
力
な
歌
人
が
少
な
か
ら

ず
い
た
こ
と
は
前
節
で
説
い
た
と
お
り
で
あ
り
、
右
の
よ
う
に
義
持
の
和
歌
に
た
い
す
る
姿
勢
を
た
た
え
た
歌
と
解
す
べ
き
で
あ
ろ

う
。
ま
た
、
こ
の
歌
が
和
歌
衰
微
の
状
況
を
詠
ん
だ
も
の
で
な
い
こ
と
は
、
つ
ぎ
の
「
あ
ら
は
れ
し
…
」
の
詠
歌
か
ら
も
い
え
る
こ

と
で
あ
る
。
そ
の
「
あ
ら
は
れ
し
…
」
の
歌
意
は
、
「
当
代
は
和
歌
隆
盛
の
時
代
で
、
そ
れ
は
和
歌
の
始
源
期
で
あ
る
須
佐
之
男
命

の
時
代
を
し
の
ぐ
も
の
で
す
」
と
い
う
も
の
で
、
こ
こ
に
は
明
確
に
当
代
が
和
歌
隆
盛
の
時
代
で
あ
る
こ
と
が
主
張
さ
れ
て
い
る
。

第
二
に
紹
介
す
る
の
は
、
応
永
二
十
四
年
成
立
の
『
梵
灯
庵
返
答
書
」
で
あ
る
。
同
書
は
若
く
し
て
義
満
に
仕
え
た
武
家
で
応
永

期
を
代
表
す
る
連
歌
作
者
で
あ
る
朝
山
梵
灯
庵
の
著
作
で
あ
る
が
、
そ
の
末
尾
に
つ
ぎ
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。

一
、
今
、
一
天
の
治
ま
り
て
、
四
海
の
風
波
お
だ
や
か
な
る
事
、
た
だ
君
と
臣
と
の
徳
な
る
べ
し
。
遠
く
は
三
皇
五
帝
の
め
で

た
か
り
し
ま
つ
り
ご
と
に
も
越
え
、
近
く
は
延
喜
天
暦
の
御
代
を
久
し
く
し
ろ
し
め
し
て
、
国
土
安
穏
な
り
し
に
も
過
ぎ

て
、
蒙
古
も
襲
来
せ
ず
、
四
夷
も
ま
た
お
こ
る
こ
と
な
し
。
さ
れ
ば
帝
都
を
は
じ
め
て
壷
の
石
文
の
外
ま
で
も
、
動
き
な
く

お
さ
ま
り
は
べ
る
ぞ
、
た
だ
君
の
め
で
た
き
御
光
、
ま
た
は
伊
勢
大
神
宮
の
神
徳
と
も
申
し
は
べ
る
べ
き
。
さ
る
ほ
ど
に
絶

え
た
る
を
継
ぎ
、
廃
れ
た
る
を
お
こ
す
、
諸
道
い
ま
時
を
得
た
り
。
こ
と
さ
ら
和
歌
は
神
道
よ
り
出
で
は
べ
れ
ば
、
草
木
に

つ
け
て
も
万
歳
と
祝
ひ
、
道
に
志
あ
ら
む
人
、
古
き
を
し
た
ひ
、
新
し
き
を
も
捨
て
ざ
る
べ
し
。

こ
こ
で
は
こ
の
よ
う
に
、
当
代
の
ま
っ
た
き
安
泰
を
祝
福
し
、
そ
れ
は
「
君
」
の
め
で
た
き
威
光
と
伊
勢
大
神
宮
の
神
徳
ゆ
え
で

あ
る
と
し
、
そ
う
し
た
泰
平
の
御
代
の
現
出
に
よ
っ
て
、
廃
れ
て
い
た
諸
道
も
復
興
し
た
が
、
そ
の
う
ち
で
も
と
く
に
和
歌
の
復
興

の
め
ざ
ま
し
い
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
「
君
」
は
梵
灯
庵
が
武
家
と
し
て
義
満
に
仕
え
て
い
た
こ
と
を
ふ
ま
え
る
な
ら

一
首
は
、
「
義
持
公
ほ
ど
和
歌
に
た
い
し
て
深
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第
三
に
紹
介
す
る
の
は
、
惟
忠
通
恕
の
「
繋
嘘
楔
』
に
収
め
ら
れ
た
語
録
中
の
詞
句
で
あ
る
。
惟
忠
通
恕
は
安
国
寺
、
建
仁
寺
、

天
龍
寺
、
南
禅
寺
な
ど
の
住
持
を
歴
任
し
、
義
持
の
篤
い
信
任
を
う
け
て
、
永
享
元
年
(
-
四
二
九
）
に
没
し
た
臨
済
僧
で
あ
る

が
、
そ
の
語
録
中
の
義
持
の
治
世
を
賛
美
し
た
な
か
に
、
そ
の
治
世
の
特
色
を
う
か
が
わ
せ
る
文
言
が
二
つ
ほ
ど
あ
る
。
そ
の
一
っ

は
応
永
十
五
年
八
月
の
「
惟
忠
和
尚
住
京
城
安
国
禅
寺
語
録
」
の
な
か
の
つ
ぎ
の
よ
う
な
詞
句
で
あ
る
。

便
見
発
風
蕩
々
、
舜
日
熙
々
、
漁
唱
樵
歌
、
共
楽
昇
平

こ
れ
は
当
代
が
中
国
古
代
の
発
舜
の
時
代
の
よ
う
に
平
和
な
時
代
で
あ
り
、
漁
師
や
木
樵
ま
で
も
が
歌
を
歌
っ
て
、
万
民
が
と
も

に
平
和
を
楽
し
ん
で
い
る
時
代
だ
と
い
う
ほ
ど
の
意
味
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
義
持
の
治
世
を
賛
美
す
る
の
に
、
発
舜
の
時
代
が
引

き
あ
い
に
だ
さ
れ
、
「
漁
唱
樵
歌
」
と
い
う
こ
と
が
例
に
出
さ
れ
て
い
る
。
義
持
の
治
世
が
当
時
し
ば
し
ば
輿
舜
の
時
代
に
た
と
え

ら
れ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
前
述
し
た
が
、
こ
れ
に
よ
る
と
、
和
歌
の
隆
盛
も
義
持
の
治
世
の
特
色
と
み
て
よ
い
の
で
は
な
か
ろ

う
か
。
そ
の
こ
と
は
つ
ぎ
に
か
か
げ
る
例
を
も
あ
わ
せ
る
と
、
ま
ず
確
実
な
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

そ
の
も
う
―
つ
の
例
は
、
応
永
二
十
年
の
「
惟
忠
和
尚
住
霊
亀
山
天
龍
資
聖
禅
寺
語
録
」
に
み
え
る
詞
句
で
あ
る
。
こ
れ
は
応
永

二
十
年
元
旦
の
上
堂
の
さ
い
の
語
録
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
、

元
旦
上
堂
、
兜
棲
風
散
一
櫨
薫
、
闇
閾
天
開
五
色
雲
、
四
海
九
州
歌
有
道
、
唐
党
虞
舜
是
吾
君

家
督
継
承
前
後
の
状
況
を
め
ぐ
っ
て
ー
」
『
芸
能
史
研
究
』

151
く。

ば
、
当
時
の
将
軍
で
あ
る
義
持
の
こ
と
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
（
川
添
昭
二
氏
の
「
北
山
文
化
へ
の
一
試
論
ー
朝
山
梵
灯
（
師
綱
）
を
例
と

し
て
ー
」
「
史
淵
』
昭
和
五
十
年
三
月
で
も
そ
う
解
さ
れ
て
い
る
）
。
こ
う
し
て
、
こ
こ
に
も
明
確
に
義
持
の
治
世
は
和
歌
が
盛
ん
な
時
代

で
あ
る
と
の
認
識
が
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
な
お
、
こ
こ
で
当
代
が
延
喜
天
暦
の
時
代
を
も
し
の
ぐ
ほ
ど
の
泰
平
の
時
代
で
あ

る
と
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
表
現
が
当
代
賛
美
の
一
般
的
な
表
現
で
は
な
く
、
も
っ
ぱ
ら
義
持
の
治
世
賛
美
に
た
い
し
て
用
い
ら
れ

て
い
る
表
現
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
か
つ
て
指
摘
し
た
こ
と
が
あ
る
（
拙
稿
「
〈
難
波
》
成
立
の
背
景
ー
応
永
十
五
年
の
将
軍
義
持
の
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と
あ
る
。
こ
こ
で
も
泰
平
の
御
代
の
理
由
を
和
歌
の
道
の
繁
栄
と
発
舜
に
も
比
す
べ
き
「
吾
君
」
の
存
在
に
求
め
て
い
る
。
こ
の

て
き
た
の
は
、

「
吾
君
」
は
も
ち
ろ
ん
義
持
の
こ
と
で
あ
る
。

以
上
、
管
見
の
範
囲
で
は
あ
る
が
、
義
持
の
治
世
を
和
歌
隆
盛
の
時
代
と
し
て
い
る
言
説
を
紹
介
し
て
み
た
が
、
前
節
で
み
た
義

持
を
中
心
に
し
た
応
永
期
の
歌
壇
状
況
と
も
あ
わ
せ
み
る
と
、
義
持
の
治
世
は
和
歌
が
盛
ん
な
時
代
で
あ
っ
た
と
認
定
し
て
よ
い
の

で
は
な
か
ろ
う
か
。
と
す
れ
ば
、
《
高
砂
》
に
顕
著
に
認
め
ら
れ
る
「
当
代
の
和
歌
隆
盛
」
は
、
時
代
設
定
を
延
喜
の
聖
代
と
す
る

《
高
砂
》
に
お
い
て
は
も
ち
ろ
ん
延
喜
帝
の
時
代
の
和
歌
隆
盛
を
意
味
す
る
が
（
そ
こ
に
「
古
今
集
j

が
念
頭
に
お
か
れ
て
い
る
こ
と
は
い

う
ま
で
も
あ
る
ま
い
）
、
究
極
的
に
は
棲
々
述
べ
て
き
た
よ
う
な
、
《
高
砂
》
制
作
当
時
の
義
持
の
治
世
の
特
色
を
世
阿
弥
が
意
識
的
に

取
り
入
れ
た
も
の
、
と
い
う
推
測
が
強
い
説
得
力
を
も
っ
て
く
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

な
お
、
和
歌
の
隆
盛
を
治
世
の
安
泰
と
か
さ
ね
る
和
歌
政
教
観
的
な
思
想
は
『
古
今
集
』
序
文
に
そ
の
源
流
が
あ
り
、
そ
れ
は

『
新
古
今
集
」
の
序
文
な
ど
に
も
み
え
る
か
な
り
一
般
的
な
思
想
で
あ
る
。
そ
の
点
に
留
意
す
る
と
、
《
高
砂
》
が
和
歌
の
盛
ん
な

こ
と
を
も
っ
て
当
代
の
治
世
賛
美
と
し
て
い
る
こ
と
や
、
義
持
の
治
世
を
和
歌
の
隆
盛
を
も
っ
て
賛
美
す
る
言
説
の
存
在
は
、
と
く

に
《
高
砂
》
や
義
持
の
時
代
に
特
有
の
現
象
で
は
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
疑
問
が
生
ず
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
そ
の

よ
う
な
和
歌
政
教
観
的
な
思
想
は
少
な
く
と
も
二
十
一
代
集
ま
で
の
和
歌
史
に
は
た
し
か
に
存
在
し
た
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
よ
う
な

思
想

(11
和
歌
観
）
の
存
在
と
、
現
実
に
あ
る
時
代
が
和
歌
が
盛
ん
で
、
そ
の
こ
と
が
そ
の
時
代
の
治
世
賛
美
に
か
さ
ね
ら
れ
て
い

る
と
い
う
こ
と
と
は
ま
っ
た
く
別
個
の
問
題
で
あ
り
、
そ
の
二
つ
は
厳
に
区
別
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
筆
者
が
こ
こ
で
問
題
に
し

い
う
ま
で
も
な
く
後
者
な
の
で
あ
る
。
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と
あ
る
の
が
そ
れ
で
あ
る
。

つ
け
ら
れ
た
り

《
高
砂
》
の
主
題
と
そ
の
成
立
の
背
景
に
つ
い
て
は
、
以
上
で
ほ
ぽ
説
き
え
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
が
、
さ
い
ご
に
、
《
高

砂
》
が
和
歌
の
隆
盛
を
当
代
の
治
世
賛
美
に
か
さ
ね
て
い
る
こ
と
を
め
ぐ
っ
て
、
そ
こ
か
ら
派
生
す
る
問
題
を
考
え
て
み
た
い
。

こ
れ
ま
で
は
、
《
高
砂
》
が
和
歌
の
盛
ん
な
こ
と
を
当
代
の
治
世
賛
美
に
結
び
つ
け
て
い
る
こ
と
を
、
《
高
砂
》
特
有
の
現
象
の
よ

う
に
述
べ
て
き
た
が
、
じ
つ
は
か
な
ら
ず
し
も
そ
う
で
は
な
い
。
《
高
砂
》
の
よ
う
に
、
そ
の
よ
う
な
和
歌
政
教
観
的
な
思
想
ー
和

歌
が
盛
ん
な
こ
と
が
治
世
の
安
泰
の
象
徴
だ
と
す
る
思
想
ー
を
主
題
と
し
て
前
面
に
う
ち
だ
し
て
い
る
作
品
は
《
高
砂
》
し
か
な

い
が
、
主
題
と
は
別
に
そ
の
こ
と
を
部
分
的
に
主
張
し
て
い
る
能
な
ら
、
い
く
つ
か
存
在
す
る
。
そ
れ
は
《
老
松
》
《
難
波
》
《
蟻

通
》
で
あ
っ
て
、
い
ず
れ
も
世
阿
弥
の
能
で
あ
る
。

ま
ず
、
右
三
曲
に
お
け
る
和
歌
政
教
観
的
な
思
想
の
開
陳
箇
所
を
紹
介
し
よ
う
。
《
老
松
》
は
そ
の
ク
セ
に
、

げ
に
や
心
な
き
、
草
木
な
り
と
申
せ
ど
も
、
か
か
る
憂
き
世
の
こ
と
わ
り
を
ば
、
知
る
べ
し
知
る
べ
し
、
諸
木
の
な
か
に
松
梅

は
、
こ
と
に
天
神
の
ご
自
愛
に
て
、
紅
梅
殿
も
老
松
も
、
み
な
末
社
と
現
じ
た
ま
へ
り
、
さ
れ
ば
こ
の
二
つ
の
木
は
、
わ
が
朝

よ
り
も
な
ほ
、
漢
家
に
徳
を
現
は
し
、
唐
の
帝
の
お
ん
時
は
、
国
に
文
学
盛
ん
な
れ
ば
、
花
の
色
を
増
し
、
匂
ひ
常
よ
り
ま
さ

り
た
り
、
文
学
廃
れ
ば
匂
ひ
も
な
く
、
そ
の
色
も
深
か
ら
ず
、
さ
て
こ
そ
文
を
好
む
木
な
り
け
り
と
て
、
梅
を
ば
好
文
木
と
は

こ
こ
は
は
る
ば
る
都
か
ら
筑
紫
安
楽
寺
に
参
詣
し
た
ワ
キ
梅
津
の
某
を
、
前
ジ
テ
た
る
老
松
神
の
化
身
が
境
内
に
あ
る
松
（
老

松
）
と
梅
（
飛
梅
）
の
前
に
案
内
し
て
、
ワ
キ
に
松
梅
に
か
か
わ
る
故
事
を
語
る
場
面
で
、
右
は
そ
の
前
半
の
梅
に
つ
い
て
の
部
分

で
あ
る
。
こ
こ
で
語
ら
れ
て
い
る
梅
を
好
文
木
と
も
呼
ぶ
こ
と
は
『
十
訓
抄
』
に
み
え
、
能
の
《
東
北
》
な
ど
に
も
み
え
る
故
事
で

余
説
ー
和
歌
隆
盛
を
い
う
他
の
世
阿
弥
作
の
能
に
つ
い
て
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ャ

）

、,' 
あ
る
が
、
こ
こ
に
い
う
と
お
り
、
梅
は
国
に
文
学
が
盛
ん
な
と
き
は
そ
の
色
を
増
し
、
文
学
が
廃
れ
ば
そ
の
色
が
あ
せ
る
、
と
い
う

の
で
あ
る
。
こ
こ
で
注
意
す
べ
き
は
、
こ
れ
は
た
ん
な
る
一
般
論
で
は
な
い
こ
と
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
こ
の
す
こ
し
前
の
シ
テ

と
ツ
レ
の
セ
リ
フ
に
、
「
紅
梅
殿
は
ご
覧
ず
ら
ん
、
色
も
若
木
の
花
守
ま
で
も
、
花
や
か
な
る
に
ひ
き
か
へ
て
」
と
あ
る
よ
う
に
、

現
実
世
界
で
は
梅
花
は
そ
の
色
を
増
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
点
に
留
意
す
る
と
、
右
の
ク
セ
は
た
ん
な
る
一
般
論
で
は
な

く
、
当
代
は
文
学
が
盛
ん
な
時
代
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
に
関
し
て
、
さ
ら
に
注
目
さ
れ
る
の
は
、
シ

テ
と
ツ
レ
が
登
場
し
た
あ
と
の
、

松
が
根
の
、
岩
間
を
伝
ふ
苔
筵
、
敷
島
の
道
ま
で
も
、
げ
に
末
あ
り
や
こ
の
山
の
、
天
霧
る
雪
の
古
枝
を
も
、
な
ほ
惜
し
ま
る

る
花
盛
り
、
手
折
り
や
す
る
と
守
る
梅
の
、
花
垣
い
ざ
や
囲
は
ん
、
梅
の
花
垣
を
囲
は
ん

と
い
う
セ
リ
フ
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
当
代
は
敷
島
の
道

(11
和
歌
の
道
）
が
栄
え
て
い
る
と
い
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
ら

を
総
合
す
る
と
、
ク
セ
で
示
唆
さ
れ
て
い
る
当
代
の
文
学
隆
盛
は
ほ
か
な
ら
ぬ
和
歌
の
隆
盛
と
い
う
こ
と
に
な
る
わ
け
で
あ
る
。
さ

ら
に
、
《
老
松
》
は
冒
頭
の
「
げ
に
治
ま
れ
る
四
方
の
国
、
げ
に
治
ま
れ
る
四
方
の
国
、
関
の
戸
さ
さ
で
通
は
ん
」
に
象
徴
さ
れ
る

よ
う
に
、
一
曲
全
体
に
当
代
賛
美
色
が
濃
厚
に
認
め
ら
れ
る
か
ら
、
《
老
松
》
に
お
い
て
は
、
和
歌
隆
盛
が
当
代
賛
美
と
か
さ
ね
ら

れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
私
見
に
よ
れ
ば
、
《
老
松
》
は
応
永
二
十
七
年
末
に
将
軍
義
持
が
大
患
か
ら
恢
復
し
た
こ
ろ
、
そ
の
長
久

を
祈
念
し
て
、
「
寿
命
長
遠
」
を
主
題
に
制
作
さ
れ
た
能
と
推
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
（
拙
稿
「
〈
老
松
》
の
主
題
と
成
立
の
背
景
ー
応
末

の
義
持
の
大
患
を
め
ぐ
っ
て
ー
」
『
演
劇
学
論
叢
」

6
)
、
そ
こ
に
は
以
上
の
よ
う
に
、
和
歌
の
隆
盛
を
も
っ
て
泰
平
の
御
代
の
象
徴
と
す

る
思
想
が
底
流
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

つ
ぎ
は
《
難
波
〉
の
和
歌
政
教
観
的
な
箇
所
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
シ
テ
の
老
翁
（
百
済
か
ら
来
朝
し
た
王
仁
）
が
登
場
し
た
場
面

そ
れ
天
長
く
地
久
し
く
し
て
、
神
代
の
風
の
ど
か
に
伝
は
り
、
す
べ
ら
ぎ
の
か
し
こ
き
御
代
の
道
広
く
、
国
を
治
め
民
を
な
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で
、
四
方
に
治
ま
る
八
洲
の
波
、
静
か
に
照
ら
す
日
の
本
の
、
影
豊
か
な
る
時
と
か
や
、
伊
勢
の
海
の
玉
も
光
こ
と
に
、
浅
香

山
浅
か
ら
ざ
り
し
言
の
葉
の
、
色
香
あ
ま
ね
き
心
ま
で
も
、
さ
は
り
な
き
世
の
も
て
あ
そ
び
、
治
ま
る
ゆ
え
の
楽
し
み
な
り

と
み
え
て
い
る
。
こ
こ
で
は
当
代
が
神
代
の
遺
風
を
う
け
た
理
想
的
な
泰
平
の
御
代
で
あ
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
る
な
か
で
、
「
浅
香

山
浅
か
ら
ざ
り
し
言
の
葉
の
、
色
香
あ
ま
ね
き
心
ま
で
も
、
さ
は
り
な
き
世
の
も
て
あ
そ
び
、
治
ま
る
ゆ
え
の
楽
し
み
な
り
」
と
、

そ
う
し
た
治
世
の
象
徴
と
し
て
、
当
代
に
お
け
る
和
歌
の
隆
盛
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
《
難
波
》
は
こ
れ
も
私
見
に
よ
れ
ば
、
応
永

十
五
年
に
義
持
が
弟
義
嗣
と
の
確
執
を
へ
て
将
軍
家
の
家
督
を
継
承
し
た
さ
い
に
制
作
さ
れ
た
当
代
賛
美
を
主
題
と
す
る
能
と
考
え

ら
れ
る
が
（
拙
稿
「
〈
難
波
》
成
立
の
背
景
ー
応
永
十
五
年
の
将
軍
義
持
の
家
督
継
承
前
後
の
状
況
を
め
ぐ
っ
て
ー
」
「
芸
能
史
研
究
」

151)
、
そ

の
な
か
に
こ
の
よ
う
な
形
で
当
代
の
和
歌
隆
盛
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
な
お
、
右
の
引
用
は
観
世
家
蔵
の
世
阿
弥
自
筆
本

に
よ
っ
た
が
、
当
代
の
和
歌
隆
盛
に
言
及
す
る
「
伊
勢
の
海
：
．
」
以
下
は
後
代
の
謡
本
で
は
上
掛
り
下
掛
り
と
も
こ
の
部
分
を
欠
い

て
い
る
。
こ
れ
は
和
歌
の
隆
盛
を
当
代
の
治
世
賛
美
に
か
さ
ね
た
世
阿
弥
の
意
図
が
理
解
さ
れ
な
く
な
っ
て
、
そ
こ
が
文
脈
か
ら
遊

離
し
た
冗
長
な
文
句
と
解
さ
れ
た
た
め
で
あ
ろ
う
。

さ
い
ご
に
《
蟻
通
》
で
あ
る
が
、
こ
の
《
蟻
通
》
の
作
意
は
、
新
潮
日
本
古
典
集
成
『
謡
曲
集
」
が
、
「
《
蟻
通
》
の
意
図
す
る
と

こ
ろ
は
、
一
曲
の
冒
頭
に
置
か
れ
た
「
和
歌
の
心
を
道
と
し
て
、
玉
津
島
に
参
ら
ん
」
と
い
う
ワ
キ
次
第
が
明
示
し
て
い
る
。
即

ち
、
『
古
今
集
』
仮
名
序
に
は
、
天
地
を
動
か
し
、
目
に
見
え
ぬ
鬼
神
を
も
あ
わ
れ
と
思
わ
せ
、
男
女
の
仲
を
和
ら
げ
、
武
士
の
心

を
慰
め
る
の
が
歌
だ
と
い
う
が
、
そ
の
よ
う
な
「
和
歌
の
心
」
を
体
得
し
、
実
践
せ
ん
が
た
め
に
玉
津
島
詣
で
を
す
る
と
い
う
の

が
、
こ
の
〔
次
第
〕
の
意
味
で
あ
り
、
そ
の
道
中
に
あ
っ
て
、
貫
之
が
和
歌
に
よ
っ
て
「
目
に
見
え
ぬ
鬼
神
を
も
あ
は
れ
と
思
は

せ
」
る
実
証
を
、
蟻
通
明
神
の
場
合
に
つ
い
て
描
く
こ
と
が
、
《
蟻
通
》
一
曲
の
主
題
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
」
と
説
い
て
い
る
と

お
り
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
《
蟻
通
》
は
「
和
歌
の
徳
」
を
主
題
と
し
て
い
て
、
素
材
の
う
え
で
も
一
曲
を
通
じ
て
和
歌
が
と
り

あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
《
蟻
通
》
は
も
っ
ぱ
ら
和
歌
の
徳
を
主
張
す
る
こ
と
に
専
念
し
て
い
て
、
そ
こ
に
は
そ
れ
を
治
世
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よ
う
に
思
う
の
で
あ
る
。

。
、つ 賛

美
に
か
さ
ね
よ
う
と
し
た
詞
章
が
み
あ
た
ら
な
い
。
《
蟻
通
》
は
そ
の
点
で
《
高
砂
》
や
《
老
松
》
《
難
波
》
な
ど
と
は
す
こ
し
異

な
る
の
だ
が
、
そ
れ
は
《
蟻
通
》
が
祝
言
を
主
題
と
す
る
脇
能
と
し
て
制
作
さ
れ
た
能
で
は
な
い
こ
と
に
よ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か

（
《
蟻
通
》
は
歴
史
的
に
は
雑
能
に
、
現
在
は
四
番
目
物
に
分
類
さ
れ
て
い
る
）
。
む
し
ろ
、
《
高
砂
》
《
老
松
》
《
難
波
》
の
よ
う
な
例
を
ふ
ま

え
る
な
ら
ば
、
《
蟻
通
》
に
お
け
る
ひ
た
す
ら
な
和
歌
賛
美
は
、
言
外
に
治
世
賛
美
を
主
張
し
て
い
る
と
み
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ

以
上
が
《
老
松
》
《
難
波
》
《
蟻
通
》
に
お
け
る
和
歌
政
教
観
的
な
思
想
の
具
体
的
な
様
相
で
あ
る
（
た
だ
し
《
蟻
通
》
は
や
や
位
相

が
異
な
る
こ
と
前
述
の
と
お
り
）
。
こ
れ
ら
が
い
ず
れ
も
世
阿
弥
の
作
品
で
あ
る
こ
と
は
前
述
し
た
が
、
こ
こ
で
、
本
稿
で
論
じ
て
き
た

《
高
砂
》
と
義
持
の
治
世
と
の
か
か
わ
り
、
と
り
わ
け
そ
の
治
世
が
和
歌
隆
盛
の
時
代
で
あ
っ
た
こ
と
と
の
か
か
わ
り
を
想
起
す
る

な
ら
ば
、
こ
れ
ら
《
老
松
》
《
難
波
》
《
蟻
通
》
に
も
、
《
高
砂
》
と
同
じ
制
作
の
背
景
を
想
定
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
。
私
見

で
は
あ
る
が
、
こ
の
う
ち
の
《
老
松
》
と
《
難
波
》
に
つ
い
て
は
義
持
時
代
の
作
品
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
（
前
掲
の
拙
稿
）
。

《
蟻
通
》
に
つ
い
て
は
応
永
年
間
の
い
つ
ご
ろ
の
作
か
に
つ
い
て
は
定
見
と
い
う
べ
き
説
が
な
い
が
、
そ
の
全
面
的
な
和
歌
賛
美
は

義
持
時
代
の
作
で
あ
る
こ
と
を
強
く
主
張
し
て
い
る
よ
う
に
箪
者
に
は
思
わ
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
《
老
松
》
《
難
波
》
《
蟻
通
》
に
お
け
る
和
歌
政
教
観
的
な
思
想
は
こ
れ
ら
の
制
作
時
期
に
つ
い
て
の
材
料
と
も
な

る
の
で
あ
る
が
、
と
同
時
に
そ
れ
は
義
持
の
治
世
が
和
歌
隆
盛
の
時
代
で
あ
り
、
《
高
砂
》
が
そ
う
し
た
義
持
の
治
世
の
特
色
を
全

面
的
に
と
り
あ
げ
て
、
そ
の
治
世
を
賛
美
し
よ
う
と
し
た
作
品
で
あ
ろ
う
と
い
う
本
稿
の
結
論
を
側
面
か
ら
支
え
る
材
料
で
も
あ
る
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