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|
—
世
阿
弥
研
究
の
た
め
に
I

《
泰
山
府
君
》

《
泰
山
府
君
》

の
原
曲
名
を
め
ぐ
る
諸
問
題

平
成
十
三
年
七
月
末
発
行
（
奥
付
の
発
行
日
は
五
月
一
日
）
の
「
金

剛』

161
号
の
「
能
の
周
辺
」
欄
に
掲
載
さ
れ
た
伊
藤
正
義
氏
の

「
「
泰
山
木
」
存
疑
」
は
、
こ
れ
ま
で
金
剛
流
だ
け
が
上
演
曲
と
し
て

た
い
さ
ん
ぷ
く
ん

い
た
世
阿
弥
作
の
《
泰
山
府
君
》
の
曲
名
に
つ
い
て
の
論
説
で
あ
る

が
、
同
稿
は
直
接
的
に
は
、
平
成
十
二
年
十
月
四
日
に
福
王
会
が
大

槻
能
楽
堂
に
お
い
て
同
曲
を
「
世
阿
弥
時
代
の
同
音
・
地
謡
に
よ
る
」

た
い
さ
ん
も
く

形
態
で
上
演
し
た
さ
い
に
、
あ
ら
た
に
《
泰
山
木
》
と
い
う
曲
名
が

採
用
さ
れ
た
こ
と
を
き
っ
か
け
に
し
て
起
稿
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

伊
藤
氏
の
論
は
そ
の
タ
イ
ト
ル
か
ら
も
う
か
が
わ
れ
る
よ
う
に
、
世

阿
弥
作
《
泰
山
府
君
》
の
原
曲
名
は
《
泰
山
木
》
で
は
な
く
《
泰
山

府
君
》
が
正
し
い
と
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
論
に
接
し
て
、
福

王
会
の
《
泰
山
木
》
上
演
に
か
か
わ
っ
て
曲
名
を
《
泰
山
木
》
と
し

て
上
演
す
る
こ
と
を
主
張
し
た
筆
者
と
し
て
は
、
い
か
な
る
理
由
で

《
泰
山
木
〉
の
曲
名
を
採
用
し
た
か
を
明
ら
か
に
し
て
お
く
必
要
を

お
ぽ
え
（
後
述
す
る
よ
う
に
、
筆
者
自
身
は
こ
れ
ま
で
そ
の
点
に
つ
い
て

の
発
言
を
し
て
い
な
い
）
、
さ
ら
に
、
こ
の
問
題
が
た
ん
に
―
つ
の
能

の
原
曲
名
に
つ
い
て
の
諸
説

の
曲
名
が
《
泰
山
府
君
》
か
〈
泰
山
木
》
か
と
い
う
だ
け
の
こ
と
で

は
な
く
、
い
く
つ
か
の
点
で
、
広
い
意
味
で
の
世
阿
弥
研
究
に
も
か

か
わ
り
を
持
っ
て
い
る
こ
と
に
も
想
到
し
た
の
で
、
こ
こ
で
は
伊
藤

氏
の
論
へ
の
回
答
を
も
か
ね
て
、
《
泰
山
府
君
》
の
原
曲
名
を
め
ぐ

る
諸
問
題
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
る
こ
と
と
し
た
。
第
一
節
が
《
泰

山
府
君
〉
の
原
曲
名
に
つ
い
て
の
諸
説
の
紹
介
と
そ
れ
に
つ
い
て
の

私
見
、
第
二
節
が
世
阿
弥
の
能
楽
論
や
作
品
（
能
）
に
お
い
て
、

「
た
い
さ
ん
も
く
」
や
「
泰
山
府
君
」
が
ど
の
よ
う
に
表
記
さ
れ
て

い
る
か
に
つ
い
て
の
テ
キ
ス
ト
の
レ
ベ
ル
で
の
検
討
で
あ
る
。

【

1
、
《
泰
山
府
君
〉
の
原
曲
名
に
つ
い
て
の
従
来
の
説
】

た
い
さ
ん
も
く

《
泰
山
府
君
》
の
原
曲
名
が
《
泰
山
木
》
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か

と
し
た
の
は
、
平
成
十
二
年
の
福
王
会
の
《
泰
山
木
》
が
最
初
で
は

な
い
。
昭
和
三
十
六
年
の
岩
波
日
本
古
典
文
学
大
系
『
歌
論
集
・
能

天

野

文

雄
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楽
論
集
』
に
収
め
ら
れ
た
『
申
楽
談
儀
』
第
16
条
の
能
作
者
付
の
項

に
み
え
る
「
た
い
さ
ん
も
く
」
の
頭
注
に
、
校
注
者
の
表
章
氏
に
よ

っ
て
、
「
泰
山
府
君
。
古
名
は
泰
山
木
か
」
と
さ
れ
た
の
が
そ
の
璃

矢
で
あ
る
。
一
方
、
「
申
楽
談
儀
」
第
16
条
と
密
接
な
対
応
関
係
に

あ
る
世
阿
弥
の
『
三
道
』
の
新
作
の
規
範
曲
を
か
か
げ
た
項
に
も

「
た
い
さ
ん
も
く
」
が
あ
り
、
こ
の
二
例
の
「
た
い
さ
ん
も
く
」
は

本
来
は
「
泰
山
府
君
」
で
あ
っ
た
の
が
訛
っ
た
も
の
、
と
い
う
の
が

か
つ
て
の
漠
然
た
る
理
解
で
あ
っ
た
の
だ
が
、
そ
れ
を
逆
転
さ
せ
て
、

「
た
い
さ
ん
も
く
」
は
「
泰
山
木
」
で
、
そ
れ
が
《
泰
山
府
君
》
の

原
曲
名
か
と
し
た
の
が
『
歌
論
集
・
能
楽
論
集
』
の
頭
注
で
あ
っ
た

（
同
書
に
は
『
三
道
」
も
収
め
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
安
良
岡
康
作
氏
の

担
当
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
〈
泰
山
府
君
〉
の
訛
り
と
さ
れ
て
い
る
）
。
こ
れ

は
ス
ペ
ー
ス
が
か
ぎ
ら
れ
た
頭
注
の
制
約
か
ら
、
論
証
抜
き
で
結
論

だ
け
が
示
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
（
こ
の
点
後
述
）
、
こ
れ
を
受
け
て
、

そ
の
新
説
の
根
拠
を
考
え
よ
う
と
し
た
の
が
、
香
西
精
氏
の
「
た
い

さ
ん
も
く
」
（
『
宝
生
』
昭
和
3
7
年
11
月
。
「
続
世
阿
弥
新
考
」
所
収
）
で

あ
る
。香

西
氏
は
、
刊
行
さ
れ
た
ば
か
り
の
『
歌
論
集
・
能
楽
論
集
』
の

『
申
楽
談
儀
』
の
頭
注
に
右
の
よ
う
な
新
説
が
提
示
さ
れ
て
い
る
の

に
驚
き
、
泰
山
木
な
ら
わ
が
家
の
庭
に
も
あ
る
が
、
そ
れ
は
明
治
の

は
じ
め
に
ア
メ
リ
カ
か
ら
移
入
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
頭
注
が
い

う
泰
山
木
で
は
な
い
と
し
た
う
え
で
、
慶
長
八
年
（
一
六
0
三
）
刊

『
8
葡
辞
書
」
に
「
桜
の
一
種
」
と
い
う
説
明
の
あ
る

「T
a
i
s
a
n
b
o
c
u
」
が
み
え
る
こ
と
に
着
目
し
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
結
論

に
到
達
さ
れ
た
の
で
あ
る
（
香
西
氏
が
拠
っ
た
『
日
葡
辞
書
』
は
昭
和
三

十
五
年
に
岩
波
書
店
か
ら
刊
行
さ
れ
た
影
印
版
で
あ
る
）
。

は
じ
め
は
、
こ
の
「
桜
の
一
種
」
で
は
ピ
ン
と
来
な
か
っ
た
。

が
、
よ
く
考
え
て
見
る
と
、
泰
山
府
君
に
花
の
命
を
延
ば
し
て

も
ら
っ
た
桜
の
泰
山
府
君
が
あ
る
。
花
の
長
も
ち
の
す
る
八
重

桜
の
一
種
、
泰
山
府
君
を
タ
イ
サ
ン
ボ
ク
と
も
い
っ
た
と
考
え

て
来
る
と
、
は
じ
め
て
、
合
点
が
ゆ
く
。
ど
う
や
ら
、
表
氏
の

意
味
さ
れ
る
と
こ
ろ
は
、
こ
こ
に
あ
る
ら
し
い
。
泰
山
府
君
に

延
命
さ
れ
た
木
で
あ
る
か
ら
、
泰
山
木
、
そ
れ
を
タ
イ
サ
ン
モ

ク
と
読
め
ば
い
い
。
従
っ
て
「
た
い
さ
ん
も
く
」
は
、
シ
テ
の

泰
山
府
君
を
題
名
に
し
た
も
の
で
な
く
、
泰
山
府
君
に
よ
っ
て

花
の
命
数
を
延
ば
さ
れ
た
桜
、
泰
山
木
か
ら
名
付
け
ら
れ
た
も

の
と
解
す
れ
ば
、
旧
説
の
タ
イ
サ
ン
プ
ク
ン
の
な
ま
り
と
い
っ

た
、
世
阿
弥
に
と
っ
て
あ
ま
り
名
誉
で
な
い
説
明
を
し
な
く
て

も
す
む
こ
と
に
な
る
。

要
す
る
に
、
二
種
の
世
阿
弥
伝
書
の
「
た
い
さ
ん
も
く
」
は
、

「
泰
山
府
君
」
の
訛
り
で
も
誤
写
で
も
な
く
、
「
泰
山
木
」
と
い
う
桜

の
こ
と
で
あ
ろ
う
と
い
う
推
定
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
後
述
の
よ
う
に
、

ス
ペ
ー
ス
の
関
係
で
省
略
さ
れ
て
い
た
「
歌
論
集
・
能
楽
論
集
j

の

『
申
楽
談
儀
』
の
頭
注
の
論
拠
を
言
い
当
て
た
も
の
で
あ
っ
た
。
香

の
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西
氏
も
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
こ
の
推
定
が
正
し
け
れ
ば
、
世
阿
弥
作

《
泰
山
府
君
》
は
、
そ
れ
ま
で
は
泰
山
府
君
と
い
う
シ
テ
の
名
を
曲

名
と
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
て
い
た
の
に
た
い
し
て
、
泰
山
木
と
い

う
桜
の
名
を
曲
名
に
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
こ
の
点
は
世
阿

弥
作
《
泰
山
府
君
》
の
原
曲
名
を
考
え
る
う
え
で
の
―
つ
の
重
要
な

論
点
に
な
る
も
の
と
思
う
。

な
お
、
香
西
氏
は
右
の
引
用
箇
所
の
あ
と
に
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
の

べ
て
、
原
曲
名
《
泰
山
木
》
に
付
随
す
る
問
題
を
提
起
し
て
も
い
る
。

当
っ
て
い
る
か
い
な
い
か
、
と
に
か
く
こ
れ
で
一
応
「
た
い
さ

ん
も
く
」
の
由
来
は
か
た
づ
い
た
よ
う
で
あ
る
。
た
だ
、
最
後

ま
で
、
タ
イ
サ
ン
プ
ク
ン
↓
タ
イ
サ
ン
プ
ク
↓
タ
イ
サ
ン
ボ
ク

↓
タ
イ
サ
ン
モ
ク
の
転
化
過
程
は
至
極
自
然
円
滑
な
推
移
で
あ

る
よ
う
に
思
わ
れ
て
、
未
練
が
残
る
。
泰
山
府
君
と
命
名
さ
れ

た
一
種
の
桜
は
、
は
じ
め
か
ら
、
泰
山
府
君
が
延
命
し
た
木
だ

か
ら
と
い
う
の
で
、
一
名
を
泰
山
木
と
も
呼
ば
れ
た
の
で
あ
ろ

う
か
。
そ
れ
と
も
、
本
来
は
泰
山
府
君
と
の
み
呼
ば
れ
た
も
の

が
、
タ
イ
サ
ン
ブ
ク
と
な
り
、
木
の
ボ
ク
に
結
び
つ
い
て
タ
イ

サ
ン
ボ
ク
と
受
け
取
ら
れ
、
以
後
は
逆
に
泰
山
木
が
民
俗
語
原

学
的
に
正
統
と
あ
や
ま
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
も
の
で
も
あ
ろ

う
か
、
こ
の
辺
は
な
は
だ
ま
ぎ
ら
わ
し
い
。

こ
の
く
だ
り
は
、
一
見
す
る
と
、
《
泰
山
府
君
》
の
原
曲
名
は

《
泰
山
木
》
だ
と
い
う
結
論
を
出
し
た
あ
と
に
、
ふ
た
た
び
原
曲
名

が
《
泰
山
府
君
》
で
あ
る
可
能
性
に
言
及
し
た
よ
う
に
受
け
と
ら
れ

る
か
も
し
れ
な
い
が
、
も
ち
ろ
ん
そ
う
で
は
な
い
。
香
西
氏
は
、

《
泰
山
府
君
》
の
原
曲
名
は
《
泰
山
木
》
で
あ
ろ
う
と
し
た
う
え

で
、
世
阿
弥
が
そ
の
よ
う
な
曲
名
を
採
用
す
る
以
前
に
、
寿
命
が
長

い
桜
の
一
種
が
「
泰
山
木
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
経
緯
を
考

え
た
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
場
合
は
、
そ
の
桜
は
は
じ
め
か
ら
「
泰
山

木
」
と
呼
ば
れ
た
の
か
、
そ
れ
と
も
最
初
は
「
泰
山
府
君
」
と
呼
ば

れ
て
い
た
の
が
音
韻
変
化
の
結
果
、
訛
っ
て
「
泰
山
木
」
と
な
っ
た

の
か
、
と
い
う
こ
と
を
問
題
に
し
た
の
で
あ
る
。
香
西
氏
は
ど
ち
ら

か
と
い
え
ば
、
後
者
の
可
能
性
（
泰
山
府
君
↓
泰
山
木
と
い
う
音
韻
変

化
）
が
高
い
と
考
え
て
お
ら
れ
る
ら
し
い
が
、
そ
れ
は
と
も
か
く
と

し
て
、
世
阿
弥
以
前
に
生
ま
れ
て
い
た
桜
の
名
称
た
る
「
泰
山
木
」

が
桜
の
名
称
た
る
「
泰
山
府
君
」
か
ら
の
音
韻
変
化
に
よ
る
の
か
ど

う
か
と
い
う
点
は
、
世
阿
弥
作
《
泰
山
府
君
》
の
原
曲
名
を
考
え
る

さ
い
に
、
留
意
す
べ
き
ポ
イ
ン
ト
の
一
っ
に
な
る
か
と
思
う
。

つ
い
で
こ
の
曲
名
の
問
題
に
つ
い
て
ふ
れ
た
論
は
、
平
成
十
二
年

十
月
の
福
王
会
の
《
泰
山
木
》
上
演
に
さ
い
し
て
作
成
さ
れ
た
小
冊

子
に
掲
載
さ
れ
た
表
章
氏
の
「
曲
名
の
〈
泰
山
木
〉
を
め
ぐ
っ
て
」

で
あ
る
。

表
章
氏
の
論
は
、
百
申
楽
談
儀
』
と
『
三
道
l

の
「
た
い
さ
ん
も

く
」
を
《
泰
山
府
君
》
の
こ
と
と
す
る
理
解
が
、
明
治
四
十
二
年
に

刊
行
さ
れ
た
「
世
阿
弥
十
六
部
集
j

の
『
三
道
j

と
『
申
楽
談
儀
j
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の
「
た
い
さ
ん
も
く
」
に
校
訂
者
の
吉
田
東
伍
氏
が
付
し
た
「
泰
山

府
君
」
の
傍
注
に
由
来
す
る
こ
と
、
『
三
道
』
「
申
楽
談
儀
』
の
二
書

が
一
致
し
て
「
た
い
さ
ん
も
く
」
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
そ
れ
が

誤
写
と
は
考
え
に
く
い
こ
と
、
な
ど
を
指
摘
し
た
う
え
で
、
昭
和
三

十
六
年
の
『
歌
論
集
・
能
楽
論
集
』
の
「
申
楽
談
儀
j

の
頭
注
に
提

示
し
た
新
見
の
根
拠
を
（
は
じ
め
て
）
開
陳
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

そ
れ
に
よ
る
と
、
同
頭
注
の
根
拠
は
、
香
西
精
氏
が
推
測
さ
れ
た

よ
う
に
、
『
日
葡
辞
書
』
に
桜
の
一
種
と
し
て
「
T
a
i
s
a
n
b
o
c
u
」
が

み
え
る
こ
と
と
、
『
毛
吹
草
』
な
ど
近
世
の
文
献
か
ら
「
泰
山
府
君
」

の
異
名
を
も
つ
桜
の
存
在
が
知
ら
れ
る
こ
と
、
の
二
点
を
根
拠
と
し

て
い
た
よ
し
で
、
そ
の
後
の
知
見
と
し
て
、
上
田
秋
成
の
「
胆
大
小

心
録
』
に
二
十
日
間
も
咲
い
て
い
る
「
泰
山
府
君
」
と
い
う
名
の
桜

の
こ
と
が
み
え
る
こ
と
を
も
補
強
資
料
と
し
て
紹
介
し
て
い
る
。
そ

こ
で
表
氏
は
、
「
日
葡
辞
書
』
の
「
T
a
i
s
a
n
b
o
c
u
」
を
「
泰
山
木
」

と
理
解
し
、
「
寿
命
を
司
る
神
と
さ
れ
る
泰
山
府
君
に
祈
っ
て
「
七

日
に
限
る
桜
の
盛
り
、
三
七
日
ま
で
残
り
け
り
」
と
の
奇
跡
を
劇
化

し
た
能
が
〈
泰
山
府
君
〉
だ
っ
た
。
そ
の
、
泰
山
府
君
に
よ
っ
て
寿

命
が
延
び
た
桜
と
同
様
に
盛
り
の
期
間
の
長
い
桜
の
木
を
「
泰
山
木
」

と
呼
ぶ
こ
と
は
十
分
あ
り
得
よ
う
」
と
し
、
も
う
―
つ
の
「
毛
吹
草
』

な
ど
の
記
事
を
紹
介
し
て
、

そ
う
し
た
こ
と
を
総
合
し
て
、
「
三
道
j

や
百
申
楽
談
儀
』
の

「
た
い
さ
ん
も
く
」
は
〈
泰
山
府
君
〉
の
誤
写
や
訛
り
で
は
な
く
、

世
阿
弥
作
の
能
〈
泰
山
府
君
〉
の
古
名
ま
た
は
別
名
が
〈
泰
山

木
〉
で
、
そ
れ
が
タ
イ
サ
ン
ボ
ク
ま
た
は
タ
イ
サ
ン
モ
ク
と
呼

ば
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
、
と
考
え
た
の
で
あ
る
。
「
木
」
が
ボ

ク
・
モ
ク
両
様
に
読
ま
れ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
あ
る
ま
い
。

と
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
続
け
て
、
表
氏
は
、

I

歌
論
集
・
能
楽
論

集
』
に
お
い
て
そ
の
よ
う
な
新
説
を
提
示
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

そ
の
後
の
同
氏
の
校
注
に
な
る
小
学
館
日
本
古
典
文
学
全
集
『
連
歌

論
集
・
能
楽
論
集
・
俳
論
集
』
の
『
三
道
』
や
、
岩
波
日
本
思
想
大

系
「
世
阿
弥
．
禅
竹
」
の
「
申
楽
談
俄
』
の
頭
注
で
は
、
「
た
い
さ

ん
も
く
」
を
《
泰
山
府
君
〉
の
訛
り
だ
と
し
て
い
る
こ
と
に
言
及
し
、

そ
れ
を
「
な
ぜ
そ
う
し
た
の
か
覚
え
て
い
な
い
が
、
仕
事
に
追
わ
れ

て
自
身
が
提
起
し
た
新
見
を
忘
れ
て
い
た
の
か
も
知
れ
な
い
」
と
餡

晦
さ
れ
て
い
る
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
昭
和
三
十
六
年
に
提
示
さ
れ

た
説
は
そ
の
ま
ま
現
在
の
表
氏
の
説
で
も
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
ろ

う
。
た
だ
し
、
「
歌
論
集
・
能
楽
論
集
』
の
注
で
は
、
〈
泰
山
木
》

は
《
泰
山
府
君
》
の
「
古
名
」
と
さ
れ
て
い
た
が
、
右
の
論
に
よ
る

と
、
《
泰
山
府
君
》
の
「
古
名
ま
た
は
別
名
」
と
あ
り
、
そ
れ
が
か

つ
て
の
頭
注
の
真
意
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
《
泰
山
府
君
》

の
原
曲
名
は
〈
泰
山
木
》
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
後
は
《
泰
山
府
君
〉

と
呼
ば
れ
る
の
が
ふ
つ
う
に
な
っ
て
、
《
泰
山
木
》
は
別
名
と
い
う

扱
い
に
な
っ
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

な
お
、
表
章
氏
の
校
注
に
な
る
小
学
館
日
本
古
典
文
学
全
集
『
連
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歌
論
集
・
能
楽
論
集
・
俳
論
集
』
の
『
三
道
』
で
は
「
「
泰
山
府
君
」

の
誤
り
」
と
さ
れ
て
い
た
「
た
い
さ
ん
も
く
」
は
、
最
近
刊
行
さ
れ

た
同
書
の
新
絹
（
平
成
十
三
年
九
月
刊
）
の
頭
注
（
や
は
り
表
章
氏
の
施

注
）
で
は
、

「
泰
山
府
君
た
い
さ
ん
ぷ
く
ん
」
の
古
名
が
「
泰
山
木
」
ら
し

く
、
「
申
楽
談
儀
j
も
「
：
•
•
も
く
」
。

と
あ
ら
た
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
は
福
王
会
の
小
冊
子
に
あ
っ
た

「
別
名
」
が
み
え
な
い
が
、
た
ぶ
ん
ス
ペ
ー
ス
の
関
係
で
省
略
さ
れ

た
も
の
で
あ
ろ
う
。

【

2
、
伊
藤
正
義
氏
の
説
に
つ
い
て
】

こ
の
よ
う
な
経
緯
を
受
け
て
、
《
泰
山
府
君
》
の
原
曲
名
は
《
泰

山
木
》
で
は
な
く
、
や
は
り
《
泰
山
府
君
》
と
考
え
る
べ
き
こ
と
を

主
張
し
た
の
が
、
『
金
剛
j161
号
に
発
表
さ
れ
た
伊
藤
正
義
氏
の

「
「
泰
山
木
」
存
疑
」
で
あ
る
。

そ
の
論
は
、
ま
ず
、
『
桜
譜
』
（
那
波
道
円
）
、
『
毛
吹
草
』
（
松
江
重

頼
）
な
ど
近
世
初
期
以
降
の
文
献
に
、
桜
の
一
品
種
名
と
し
て
「
楊

貴
妃
」
「
塩
釜
」
「
普
賢
象
」
な
ど
と
と
も
に
「
泰
山
府
君
」
が
み
え

る
こ
と
、
ま
た
、
そ
れ
ら
の
品
種
名
は
増
加
し
て
ゆ
く
他
の
品
種
名

と
と
も
に
江
戸
時
代
を
通
じ
て
長
く
継
承
さ
れ
て
き
た
こ
と
に
も
着

目
し
て
、
「
日
葡
辞
書
』
に
「
桜
の
一
種
」
と
し
て
立
項
さ
れ
て
い

る
「
T
a
i
s
a
n
b
o
c
u
(
タ
イ
サ
ン
ポ
ク
）
」
も
同
様
の
事
例
で
あ
る
と
し

た
う
え
で
、
近
世
初
期
こ
ろ
に
は
そ
の
よ
う
な
桜
の
品
種
名
が
生
ま

れ
て
い
た
こ
と
は
確
実
で
あ
る
が
、
現
在
知
ら
れ
て
い
る
そ
れ
以
前

の
ー
ー
中
世
の
ー
桜
の
名
称
は
す
べ
て
「
桜
」
の
形
で
あ
る

か
ら
、
「
ー
桜
」
の
形
で
は
な
い
「
泰
山
府
君
」
（
あ
る
い
は
「
泰
山

木
」
）
の
よ
う
な
名
称
が
世
阿
弥
の
時
代
に
ま
で
さ
か
の
ぽ
っ
て
存

在
し
た
と
は
考
え
が
た
い
と
さ
れ
、
そ
の
傍
証
と
し
て
、
六
種
の
桜

の
名
称
を
か
か
げ
る
大
永
(
-
五
ニ
ー
＼
二
七
）
こ
ろ
の
「
藻
塩
草
』

に
「
泰
山
府
君
」
（
あ
る
い
は
「
泰
山
木
」
）
が
み
え
な
い
こ
と
を
指
摘

し
て
い
る
。

さ
ら
に
伊
藤
氏
は
、
「
日
葡
辞
書
j

が
「
桜
の
一
種
」
と
し
て
か
か

げ
て
い
る
「
T
a
i
s
a
n
b
o
c
u
(
タ
イ
サ
ン
ボ
ク
）
」
は
、
当
時
、
桜
の
一
品

種
で
あ
る
「
泰
山
府
君
」
が
音
韻
変
化
に
よ
っ
て
そ
の
よ
う
に
発
音

さ
れ
る
場
合
が
あ
っ
た
も
の
で
、
そ
の
発
音
の
ま
ま
「
T
a
i
s
a
n
b
o
c
u

（
タ
イ
サ
ン
ボ
ク
）
」
と
し
て
か
か
げ
ら
れ
た
も
の
と
考
え
る
べ
き
で
、

こ
の
「
日
葡
辞
書
」
の
「
T
B
s
a
n
b
o
c
u
(
タ
イ
サ
ン
ボ
ク
）
」
を
も
っ

て
、
「
泰
山
木
」
と
い
う
名
の
桜
が
存
在
し
た
と
す
る
こ
と
は
で
き

な
い
と
さ
れ
、
『
邦
訳
8
葡
辞
書
』
が
「
T
a
i
s
a
n
b
o
c
u
」
に
「
大
山

木
」
の
文
字
を
あ
て
て
い
る
こ
と
を
も
批
判
し
て
、
文
字
を
あ
て
る

の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
近
世
の
文
献
に
桜
の
一
品
種
と
し
て
多
く
の

用
例
が
み
え
る
「
泰
山
府
君
」
と
す
べ
き
で
あ
る
、
と
す
る
。
伊
藤

氏
は
ま
た
、
近
世
の
桜
の
品
種
名
の
な
か
に
、
「
泰
山
木
」
（
寛
文
年

間
成
立
「
花
壇
網
目
」
）
や
「
た
い
さ
ん
ぽ
く
」
（
元
禄
八
年
刊
『
花
壇
地
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錦
抄
j

)

が
み
え
る
こ
と
に
言
及
し
て
、
こ
れ
ら
も
正
し
い
名
称
で

あ
る
「
泰
山
府
君
」
が
実
際
に
は
そ
う
発
音
さ
れ
る
場
合
が
あ
っ
た

こ
と
を
示
す
も
の
で
、
こ
れ
も
「
日
葡
辞
書
」
の
「
T
a
i
s
a
n
b
o
c
u
」

と
同
じ
よ
う
に
、
「
泰
山
木
」
と
い
う
桜
の
名
称
が
存
在
し
て
い
た

わ
け
で
は
な
い
と
し
た
う
え
で
、
世
阿
弥
伝
書
の
二
種
の
「
た
い
さ

ん
も
く
」
も
こ
れ
と
同
じ
事
情
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
推
定
さ

れ
て
い
る
。

以
上
の
伊
藤
氏
の
主
張
を
、
あ
ら
た
め
て
、
「
三
道
』
と
「
申
楽

談
儀
』
に
み
え
る
「
た
い
さ
ん
も
く
」
に
即
し
て
敷
術
し
て
み
る
な

ら
ば
、
そ
の
「
た
い
さ
ん
も
く
」
は
、
当
時
、
〈
泰
山
府
君
〉
と
い

う
曲
名
が
音
韻
変
化
に
よ
っ
て
そ
う
発
音
さ
れ
る
場
合
が
あ
っ
た
も

の
が
、
そ
の
発
音
の
ま
ま
記
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
こ
の
「
た
い
さ

ん
も
く
」
に
よ
っ
て
「
泰
山
木
」
と
い
う
曲
名
が
存
在
し
た
と
考
え

る
こ
と
は
で
き
な
い
ー
〈
泰
山
府
君
〉
の
曲
名
は
は
じ
め
か
ら
一

貫
し
て
〈
泰
山
府
君
》
で
あ
り
、
《
泰
山
木
〉
と
い
う
曲
名
は
原
曲

名
と
し
て
も
派
生
的
曲
名
と
し
て
も
存
在
し
な
か
っ
た
ー
、
と
い

う
こ
と
に
な
る
か
と
思
う
。

伊
藤
氏
は
さ
ら
に
、
「
泰
山
府
君
（
タ
イ
サ
ン
プ
ク
ン
）
」
が
「
タ

イ
サ
ン
ボ
ク
」
「
タ
イ
サ
ン
モ
ク
」
と
発
音
さ
れ
る
可
能
性
に
つ
い

て
、
漢
字
が
そ
の
字
音
ど
お
り
に
発
音
さ
れ
る
と
は
か
ぎ
ら
な
い
と

し
て
、
「
横
笛
（
ワ
ウ
テ
キ
）
」
を
「
ヤ
ウ
デ
ウ
」
と
読
む
例
や
、
「
桜

梅
桃
李
（
ワ
ウ
バ
イ
ト
ウ
リ
）
」
を
「
ヤ
ウ
バ
イ
ト
ウ
リ
」
と
読
む
例

を
あ
げ
て
そ
の
傍
証
と
し
、
さ
い
ご
は
、
タ
イ
サ
ン
ブ
ク
ン
↓
ブ
ク

↓
ボ
ク
↓
モ
ク
と
い
う
音
韻
変
化
に
つ
い
て
の
専
門
家
の
説
明
を
期

待
し
て
、
論
を
結
ん
で
い
る
。

こ
の
伊
藤
氏
の
論
は
、
結
論
の
う
え
で
は
、
二
種
の
世
阿
弥
伝
書

の
「
た
い
さ
ん
も
く
」
を
、
（
漠
然
と
）
シ
テ
の
名
称
で
あ
る
「
泰
山

府
君
」
の
転
訛
か
誤
写
と
解
し
て
い
た
か
つ
て
の
通
説
の
う
ち
の

「
転
訛
」
説
と
同
じ
も
の
と
認
め
ら
れ
る
が
、
そ
の
論
拠
に
、
近
世

に
お
け
る
桜
の
一
品
種
名
で
あ
る
多
く
の
「
泰
山
府
君
」
の
用
例
に

着
目
し
て
、
桜
の
品
種
名
の
歴
史
と
い
う
視
点
か
ら
、
「
泰
山
府
君
」

と
い
う
品
種
名
が
出
現
し
て
く
る
時
期
を
考
え
よ
う
と
し
た
点
や
、

そ
の
近
世
に
お
け
る
桜
の
品
種
名
か
ら
、
「
泰
山
府
君
」
と
い
う
正

し
い
名
称
が
と
き
に
は
「
タ
イ
サ
ン
ボ
ク
」
と
発
音
さ
れ
る
こ
と
が

あ
っ
た
と
し
て
、
そ
れ
と
同
じ
ケ
ー
ス
を
世
阿
弥
伝
書
の
二
種
の

「
た
い
さ
ん
も
く
」
に
も
応
用
し
た
点
、
な
ど
が
従
来
の
説
と
は
一

味
異
な
る
点
で
あ
る
。
ま
た
、
世
阿
弥
伝
書
の
二
種
の
「
た
い
さ
ん

も
く
」
を
音
韻
変
化
と
い
う
点
か
ら
考
え
よ
う
と
す
る
点
も
か
つ
て

の
通
説
と
同
じ
で
あ
る
が
、
従
来
の
説
が
、
音
韻
変
化
の
結
果
、

「
た
い
さ
ん
も
く
」
と
い
う
曲
名
が
曲
名
と
し
て
生
ま
れ
た
と
解
し

て
い
る
の
に
た
い
し
て
、
伊
藤
氏
の
説
は
、
タ
イ
サ
ン
ボ
ク
と
い
う

桜
の
品
種
名
も
、
タ
イ
サ
ン
モ
ク
と
い
う
曲
名
も
、
タ
イ
サ
ン
ブ
ク

ン
と
い
う
正
し
い
名
称
が
音
韻
変
化
で
そ
の
よ
う
に
発
音
さ
れ
る
こ

と
が
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
だ
け
で
、
桜
の
品
種
名
と
し
て
も
曲
名
と
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し
て
も
、
用
い
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
、
と
し
た
点
が
大
き
く
異
な
っ

て
い
る
。

【

3
、
箪
者
が
《
泰
山
府
君
》
の
原
曲
名
を
《
泰
山
木
》
と
し
た
理
由
】

福
王
会
に
よ
る
平
成
十
二
年
十
月
の
《
泰
山
木
》
上
演
に
か
か
わ

っ
て
、
筆
者
が
《
泰
山
木
〉
の
曲
名
を
主
張
し
た
の
は
、
も
ち
ろ
ん
、

右
の
表
章
氏
の
「
曲
名
の
〈
泰
山
木
〉
を
め
ぐ
っ
て
」
以
前
の
こ
と

で
、
昭
和
三
十
七
年
の
香
西
精
氏
の
「
た
い
さ
ん
も
く
」
ま
で
の
論

が
知
ら
れ
て
い
た
時
期
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
、
筆
者
が
《
泰
山
府

君
》
の
原
曲
名
を
《
泰
山
木
》
と
考
え
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、

〈
泰
山
木
》
上
演
の
二
、
三
年
前
か
ら
の
こ
と
で
あ
る
が
（
講
義
で

《
泰
山
府
君
》
を
扱
っ
た
こ
と
が
き
っ
か
け
だ
っ
た
）
、
そ
れ
は
七

H
し

か
な
い
桜
の
命
を
惜
し
ん
で
、
そ
の
寿
命
を
三
倍
の
三
七

H
に
延
ば

す
と
い
う
内
容
の
《
泰
山
府
君
〉
が
「
花
へ
の
愛
惜
」
「
惜
春
」
と

い
う
主
題
を
持
つ
能
で
あ
り
、
そ
う
し
た
《
泰
山
府
君
》
の
主
題
に

照
ら
す
と
、
表
氏
や
香
西
氏
が
原
曲
名
と
推
定
さ
れ
た
桜
を
意
味
す

る
《
泰
山
木
》
が
い
か
に
も
ふ
さ
わ
し
い
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。

も
っ
と
も
、
現
在
、
《
泰
山
府
君
》
の
主
題
は
か
な
ら
ず
し
も

「
花
へ
の
愛
惜
」
「
惜
春
」
と
は
理
解
さ
れ
て
い
な
い
。
と
い
う
よ
り
、

《
泰
山
府
君
》
に
つ
い
て
は
、
そ
も
そ
も
な
に
を
ね
ら
い
と
し
て
制

作
さ
れ
た
作
品
な
の
か
に
つ
い
て
は
、
ほ
と
ん
ど
言
及
が
な
い
の
で

あ
る
。
私
見
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
は
現
在
の
能
理
解
の
通
弊
と
も
い
う

べ
き
傾
向
で
、
と
く
に
〈
泰
山
府
君
》
だ
け
の
こ
と
で
は
な
い
の
だ

が
、
《
泰
山
府
君
〉
が
「
花
へ
の
愛
惜
」
「
惜
春
」
を
主
題
と
す
る

能
で
あ
る
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
の
断
片
的
な
内
容
紹
介
か
ら
も
容
易

に
知
ら
れ
る
こ
と
で
は
な
い
か
と
思
う
。
そ
も
そ
も
、
《
泰
山
府

君
》
が
そ
の
よ
う
な
主
題
を
も
つ
作
品
で
あ
る
こ
と
は
、
そ
こ
に
登

場
す
る
す
べ
て
の
人
物
（
ワ
キ
桜
町
中
納
言
、
ツ
レ
天
女
、
シ
テ
泰
山
府

君
）
が
こ
ぞ
っ
て
は
か
な
く
散
り
ゆ
く
桜
を
愛
惜
し
て
い
る
こ
と
に
、

も
っ
と
も
端
的
に
示
さ
れ
て
い
る
と
思
う
の
だ
が
、
そ
う
主
張
す
る

た
め
に
は
、
改
訂
さ
れ
た
明
和
本
と
同
じ
現
行
金
剛
流
の
台
本
で
は

な
く
、
古
台
本
に
よ
っ
て
、
も
う
す
こ
し
詳
し
く
《
泰
山
府
君
》
の

内
容
を
紹
介
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

桜
町
中
納
言
は
七
日
の
命
し
か
な
い
花
を
愛
惜
し
て
、
春
の
夜
、

邸
内
に
人
の
命
を
司
る
神
泰
山
府
君
を
祭
っ
て
、
邸
内
の
満
開
の
桜

の
延
命
を
祈
念
す
る
。
そ
の
あ
い
だ
も
、
中
納
言
は
貴
重
な
春
の
時

が
過
ぎ
行
く
の
を
惜
し
ん
で
、
眠
ろ
う
と
も
し
な
い
。
そ
こ
に
、
花

の
美
し
さ
に
ひ
か
れ
た
天
女
が
天
上
か
ら
降
り
立
つ
が
、
彼
女
も
は

か
な
い
桜
の
命
を
悲
し
ん
で
、
花
を
惜
し
む
あ
ま
り
、
満
開
の
桜
の

一
枝
を
手
折
っ
て
、
天
上
に
帰
っ
て
し
ま
う
。
そ
の
あ
と
、
中
納
言

が
祭
っ
た
泰
山
府
君
が
登
場
す
る
。
泰
山
府
君
は
最
初
は
花
の
延
命

の
た
め
に
こ
の
府
君
を
祭
る
と
は
な
に
ご
と
か
と
立
腹
の
て
い
で
あ

っ
た
が
、
花
の
た
め
に
命
を
落
と
し
た
詐
国
の
よ
う
な
人
物
が
い
た

こ
と
を
思
い
出
し
て
、
そ
れ
も
道
理
と
納
得
す
る
。
そ
こ
に
、
中
納
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言
邸
の
花
と
手
折
っ
た
花
が
散
り
は
じ
め
た
の
を
悲
し
ん
で
、
天
女

が
ふ
た
た
び
天
上
か
ら
飛
来
す
る
。
天
女
が
手
に
し
た
花
の
枝
を
庭

前
の
桜
に
接
木
す
る
と
、
手
折
っ
た
花
は
蘇
生
し
、
そ
れ
を
受
け
て
、

泰
山
府
君
は
そ
の
通
力
を
も
っ
て
、
桜
の
梢
に
飛
び
か
け
っ
て
、
七

日
し
か
な
か
っ
た
桜
の
命
を
三
七
日
に
延
ば
し
て
、
中
納
言
や
天
女

の
希
望
に
こ
た
え
る
の
で
あ
る
。

以
上
が
筆
者
が
理
解
す
る
古
台
本
を
も
と
に
し
た
《
泰
山
府
君
》

の
内
容
で
あ
る
。
こ
の
筆
者
の
理
解
は
お
お
よ
そ
は
穏
当
な
理
解
と

し
て
承
認
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
が
、
こ
の
う
ち
、
天
女
が

ふ
た
た
び
地
上
に
も
ど
っ
て
く
る
理
由
を
、
中
納
言
邸
の
花
や
手
折

っ
た
花
が
散
り
は
じ
め
た
た
め
、
つ
ま
り
花
へ
の
愛
惜
の
た
め
、
と

し
た
点
な
ど
に
つ
い
て
は
説
明
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
《
泰
山
府
君
》

に
つ
い
て
の
研
究
が
少
な
い
た
め
、
従
来
こ
の
点
が
ど
の
よ
う
に
理

解
さ
れ
て
い
た
か
は
明
瞭
で
は
な
い
が
、
従
来
の
《
泰
山
府
君
》
理

解
の
基
盤
に
な
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
佐
成
謙
太
郎
氏
の
「
謡
曲
大

観
』
の
解
説
を
み
る
と
、
そ
こ
で
は
、
「
梗
概
」
欄
で
は
「
や
が
て

泰
山
府
君
が
現
れ
て
、
天
女
の
倫
盗
を
責
め
…
」
と
あ
り
、
「
概
評
」

欄
で
は
「
一
罷
、
櫻
の
花
の
命
の
短
い
の
を
、
天
女
の
仕
業
に
蹄
せ

し
め
た
の
は
面
白
い
構
想
で
あ
る
が
…
」
と
あ
っ
て
、
桜
の
命
が
短

い
の
は
天
女
が
い
た
ず
ら
心
か
ら
枝
を
手
折
る
た
め
で
、
そ
の
天
女

を
通
力
で
呼
び
も
ど
し
て
懲
ら
し
め
、
枝
を
も
と
の
幹
に
接
木
さ
せ
、

そ
の
結
果
、
桜
の
命
が
三
倍
に
な
っ
た
、
と
理
解
さ
れ
て
い
る
ら
し

い
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
こ
れ
は
そ
の
ま
ま
現
在
の
平
均
的
な
《
泰
山

府
君
》
理
解
と
し
て
よ
い
と
思
う
の
だ
が
、
こ
の
「
謡
曲
大
観
』
の

理
解
は
、
改
訂
の
結
果
、
本
来
の
世
阿
弥
の
作
意
（
ね
ら
い
）
が
大

き
く
変
え
ら
れ
る
に
至
っ
た
観
世
元
章
の
明
和
改
正
謡
本
に
由
来
す

る
金
剛
流
の
テ
キ
ス
ト
を
も
と
に
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
世
阿

弥
が
意
図
し
た
と
こ
ろ
と
は
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

明
和
改
正
謡
本
に
お
け
る
《
泰
山
府
君
》
の
改
訂
は
、
分
量
の
う

え
で
は
さ
ほ
ど
多
く
は
な
い
が
、
一
曲
全
体
と
し
て
み
る
と
、
作
品

内
容
を
大
き
く
変
え
る
結
果
を
招
来
し
て
い
る
（
も
ち
ろ
ん
そ
れ
が
元

章
の
意
図
で
あ
っ
た
）
。
そ
の
改
訂
の
大
要
を
摘
記
す
れ
ば
、
①
冒
頭

の
ワ
キ
桜
町
中
納
言
の
名
乗
り
を
削
除
し
て
、
ワ
キ
が
何
人
で
あ
る

か
を
曖
昧
に
し
（
ワ
キ
が
桜
町
中
納
言
で
あ
る
こ
と
は
ア
イ
の
セ
リ
フ
で

し
か
分
か
ら
な
い
）
、
②
天
女
が
舞
い
降
り
る
泰
山
府
君
祭
の
庭
を

「
宴
や
ん
で
好
色
な
ほ
残
れ
り
」
と
祭
祀
の
庭
で
は
な
く
宴
の
あ
と

の
よ
う
に
設
定
し
、
③
花
を
惜
し
む
ワ
キ
を
花
を
花
盗
人
か
ら
守
る

花
守
と
し
（
①
の
改
訂
と
か
か
わ
る
か
）
、
④
天
女
を
倫
盗
の
罪
を
は

た
ら
い
た
者
と
し
て
い
る
、
点
な
ど
が
指
摘
で
き
る
。
こ
の
う
ち
の

畠
な
ど
が
、
原
《
泰
山
府
君
》
の
作
品
と
し
て
の
性
格
を
変
質
せ

し
め
る
直
接
の
要
因
と
な
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

す
な
わ
ち
、
④
の
「
倫
盗
」
は
、
本
来
「
中
道
」
だ
っ
た
と
推
定

さ
れ
る
が
（
古
写
本
の
多
く
が
「
中
道
」
「
ち
う
だ
う
」
で
あ
る
）
、
明
暦

三
年
の
外
組
版
本
以
後
の
版
本
が
こ
れ
を
「
倫
盗
（
ち
ゅ
う
と
う
）
」
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と
し
た
の
を
明
和
本
が
採
用
し
て
、
そ
れ
が
現
行
の
金
剛
流
詞
章
に

お
よ
ん
で
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
改
訂
の
結
果
、
さ
き
に

紹
介
し
た
「
謡
曲
大
観
j

の
よ
う
な
、
花
を
盗
ん
だ
天
女
を
泰
山
府

君
が
懲
ら
し
め
る
と
い
う
理
解
が
生
ま
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
さ

ら
に
い
え
ば
、
そ
れ
が
《
泰
山
府
君
》
と
い
う
能
に
お
け
る
世
阿
弥

の
作
意
（
ね
ら
い
）
だ
と
い
う
理
解
を
生
み
、
さ
き
に
筆
者
が
記
し

た
よ
う
な
、
「
花
へ
の
愛
惜
」
「
惜
春
」
と
い
う
本
来
の
主
題
は
ほ
と

ん
ど
留
意
さ
れ
な
い
、
と
い
う
結
果
を
招
来
し
た
と
思
わ
れ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
《
泰
山
府
君
》
の
主
題
は
、
先
入
主
と
し
て
わ

れ
わ
れ
に
付
着
し
て
い
る
明
和
改
正
謡
本
（
つ
ま
り
金
剛
流
詞
章
）
の

栢
桔
か
ら
離
れ
て
、
古
台
本
に
拠
っ
て
み
る
な
ら
ば
、
そ
こ
に
は
さ

き
に
示
し
た
よ
う
な
王
題
が
お
の
ず
と
浮
か
び
あ
が
っ
て
く
る
は
ず

で
あ
る
。
筆
者
が
《
泰
山
府
君
》
の
原
曲
名
を
《
泰
山
木
》
だ
と
す

る
表
章
氏
や
香
西
精
氏
の
説
に
同
調
し
た
の
は
、
世
阿
弥
が
『
三
道
』

と
「
申
楽
談
儀
j

の
二
書
に
お
い
て
「
た
い
さ
ん
も
く
」
と
記
し
て

（
語
っ
て
）
い
た
ら
し
い
こ
と
を
重
視
し
た
の
と
、
「
た
い
さ
ん
も
く
」

と
桜
を
意
味
す
る
そ
の
曲
名
が
右
に
み
た
《
泰
山
府
君
》
の
内
容
に

ま
こ
と
に
よ
く
吻
合
す
る
と
思
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
《
泰
山
府
君
》

の
シ
テ
は
泰
山
府
君
で
あ
る
が
、
そ
の
主
題
か
ら
み
れ
ば
、
こ
の
能

の
主
人
公
は
桜
で
あ
る
と
も
い
え
る
わ
け
で
、
そ
の
点
に
着
目
す
る

と
、
花
を
意
味
す
る
《
泰
山
木
》
と
い
う
曲
名
は
《
泰
山
府
君
〉
の

原
曲
名
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
、
と
考
え
た
わ
け
で
あ
る
。

以
上
が
、
平
成
十
二
年
十
月
の
福
王
会
の
《
泰
山
木
》
上
演
に
さ

い
し
て
、
筆
者
が
《
泰
山
府
君
》
を
《
泰
山
木
》
の
名
で
上
演
す
る

こ
と
を
主
張
し
た
理
由
で
あ
る
。
再
言
す
れ
ば
、
そ
れ
は
従
来
の
よ

う
な
改
訂
さ
れ
た
明
和
本
（
つ
ま
り
金
剛
流
詞
章
）
で
は
な
く
、
原
形

に
ち
か
い
古
台
本
を
も
と
に
、
《
泰
山
府
君
》
の
作
意
（
ね
ら
い
）

を
読
み
な
お
し
て
到
達
し
た
、
従
来
の
《
泰
山
府
君
》
理
解
と
は
か

な
り
異
な
る
理
解
を
も
と
に
し
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ

の
よ
う
な
作
品
理
解
に
つ
い
て
は
福
王
会
の
小
冊
子
に
の
せ
た
二
編

の
拙
文
（
「
名
作
で
復
元
す
る
世
阿
弥
時
代
の
能
ー
〈
泰
山
木
》
上
演
の
意

義
と
経
緯
ー
」
「
〈
泰
山
木
》
解
説
ー
テ
ー
マ
・
趣
向
・
上
演
史
ー
」
）

や
公
演
前
の
解
説
で
も
ふ
れ
て
い
る
が
（
こ
の
こ
と
は
再
演
時
の
平
成

十
三
年
二
月
の
観
世
文
庫
創
立
十
周
年
記
念
能
の
冊
子
に
の
せ
た
「
《
泰
山

木
〉
の
主
題
と
趣
向
1

世
阿
弥
の
「
作
意
」
を
考
え
る
ー
」
で
も
ふ
れ

て
い
る
）
、
そ
れ
と
曲
名
と
の
か
か
わ
り
に
つ
い
て
は
、
表
章
氏
の

「
曲
名
の
〈
泰
山
木
〉
に
つ
い
て
」
が
あ
る
の
で
、
と
く
に
言
及
し

な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
な
筆
者
の
《
泰
山
府
君
》
理
解
に
つ
い
て

は
、
世
阿
弥
と
同
時
代
に
興
味
ふ
か
い
支
証
が
見
い
だ
さ
れ
る
の
で
、

そ
れ
も
紹
介
し
て
お
き
た
い
（
こ
れ
も
筆
者
の
《
泰
山
木
〉
原
曲
名
説

の
有
力
な
根
拠
と
な
っ
た
も
の
で
、
福
王
会
の
公
演
前
の
解
説
で
も
言
及
し

て
い
る
）
。

そ
れ
は

I

看
聞
日
記
j

永
享
四
年
(
-
四
一
＝
二
）
三
月
十
五
日
に
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丹
波
猿
楽
の
矢
田
大
夫
が
伏
見
の
伏
見
宮
御
所
で
演
じ
た
能
の
な
か

に
、
《
泰
山
府
君
》
と
思
わ
れ
る
「
続
桜
事
」
な
る
曲
名
が
み
え
る

こ
と
で
あ
る
。

こ
の
「
続
桜
事
」
が
《
泰
山
府
君
〉
の
こ
と
で
あ
ろ
う
と
し
た
の

は
、
昭
和
五
十
八
年
五
月
二
十
四
日
に
法
政
大
学
で
行
わ
れ
た
能
楽

史
研
究
会
の
輪
読
の
席
上
に
お
い
て
〈
泰
山
府
君
〉
を
担
当
し
た
落

合
博
志
氏
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
よ
ほ
ど
の
反
証
が
な
い
か
ぎ
り
、
認

め
ら
れ
て
し
か
る
べ
き
指
摘
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
〈
泰
山
府
君
〉
が

「
続
桜
事
」
（
「
桜
を
続
ぐ
事
」
と
読
む
ら
し
い
）
と
記
さ
れ
て
い
る
の
は
、

同
記
録
に
お
け
る
多
く
の
類
例
（
〈
通
盛
〉
が
「
通
盛
小
宰
相
事
」
な

ど
と
記
さ
れ
て
い
る
）
を
あ
わ
せ
る
と
、
〈
泰
山
府
君
〉
の
曲
名
が
な

お
定
ま
っ
て
い
な
か
っ
た
か
の
よ
う
な
印
象
を
も
与
え
る
が
、
こ
れ

は
武
家
が
愛
顧
を
加
え
て
い
る
新
興
の
芸
能
で
あ
る
能
に
た
い
す
る

公
家
の
理
解
の
程
度
ー
筆
記
者
た
る
伏
見
宮
貞
成
親
王
が
正
式
の

曲
名
を
よ
く
知
っ
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
ー
を
示
す
も
の
と

理
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
内
容
を
要
約
し
た
よ
う
な
形
の

曲
名
が
記
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
か
と
思
わ
れ
る
の
だ
が
、
そ
れ
は

と
も
あ
れ
、
こ
の
「
続
桜
事
」
が
《
泰
山
府
君
〉
の
こ
と
で
あ
る
と

す
る
と
、
こ
の
「
続
桜
事
」
は
、
貞
成
親
王
が
〈
泰
山
府
君
〉
を

「
桜
の
延
命
」
と
い
う
点
を
中
心
に
と
ら
え
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い

る
点
で
、
世
阿
弥
が
《
泰
山
府
君
》
に
こ
め
た
作
意
（
ね
ら
い
）
を

的
確
に
把
握
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
桜
に

着
目
し
た
命
名
法
と
い
う
点
で
、
世
阿
弥
作
の
〈
泰
山
府
君
〉
の
原

曲
名
が
桜
を
意
味
す
る
〈
泰
山
木
〉
で
あ
っ
た
こ
と
の
―
つ
の
傍
証

と
も
な
る
よ
う
に
思
う
の
で
あ
る
。

な
お
、
『
親
元
日
記
」
の
寛
正
六
年
(
-
四
六
五
）
三
月
九
日
条
に

よ
れ
ば
、
《
泰
山
府
君
〉
は
（
《
泰
山
府
君
〉
の
曲
名
で
）
将
軍
義
政

の
院
参
の
お
り
の
能
で
、
そ
の
初
番
に
演
じ
ら
れ
て
い
る
（
泰
山
府

君
11
音
阿
弥
、
天
女
11
観
世
大
夫
弥
三
郎
）
。
本
来
は
キ
リ
能
に
属
す
る

は
ず
の
《
泰
山
府
君
》
が
初
番
に
演
じ
ら
れ
た
の
は
、
そ
れ
が
仙
洞

に
お
け
る
「
花
御
覧
」
（
「
親
元
日
記
」
）
の
お
り
だ
っ
た
た
め
で
あ
る

が
、
筆
者
は
こ
の
よ
う
な
《
泰
山
府
君
〉
の
扱
い
も
、
《
泰
山
府

君
〉
と
い
う
能
が
、
さ
き
に
示
し
た
よ
う
な
作
意
の
能
だ
と
理
解
さ

れ
て
い
た
こ
と
を
示
唆
す
る
も
の
と
思
う
の
で
あ
る
（
こ
の
「
親
元

日
記
』
の
記
事
も
福
王
会
の
解
説
用
に
配
布
し
た
資
料
に
は
の
せ
て
お
い
た

が
、
時
間
の
関
係
で
、
右
の
よ
う
な
こ
と
に
は
ふ
れ
な
か
っ
た
）
。

い
さ
さ
か
長
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
が
、
以
上
が
筆
者
が
〈
泰
山
府

君
》
の
原
曲
名
を
《
泰
山
木
〉
と
考
え
た
理
由
で
あ
る
。
か
つ
て
の

論
と
の
重
複
も
多
い
が
、
長
く
な
っ
た
の
は
、
筆
者
が
こ
れ
ま
で
に

そ
の
理
由
を
公
に
し
て
い
な
か
っ
た
ゆ
え
で
も
あ
る
。

【

4
、
伊
藤
正
義
氏
の
説
に
つ
い
て
の
私
見
＿

こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、
世
阿
弥
伝
書
の
二
種
の
「
た
い
さ
ん

も
く
」
を
ど
う
考
え
る
か
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
を
音
韻
変
化
を
中
心
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に
考
え
よ
う
と
す
る
も
の
と
、
音
韻
変
化
と
と
も
に
《
泰
山
府
君
》

の
内
容
を
も
勘
案
し
て
考
え
よ
う
と
す
る
も
の
と
の
二
つ
の
立
場
が

あ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
前
者
は
か
つ
て
の
通
説
や
最
近
の
伊
藤
正
義

氏
の
説
で
あ
り
、
後
者
は
表
章
氏
や
香
西
精
氏
や
筆
者
の
説
で
あ
る
。

こ
れ
ら
諸
説
の
主
張
の
内
容
は
紹
介
し
た
と
お
り
で
あ
る
が
、
こ
こ

で
は
か
つ
て
の
通
説
を
基
盤
に
し
つ
つ
も
、
新
し
い
視
点
の
も
と
に
、

《
泰
山
府
君
》
の
原
曲
名
は
《
泰
山
府
君
》
で
あ
る
と
主
張
す
る
伊

藤
正
義
氏
の
説
に
つ
い
て
の
私
見
を
の
べ
て
み
た
い
。

私
見
に
よ
れ
ば
、
伊
藤
氏
の
説
は
、
「
泰
山
府
君
」
と
か
「
泰
山

木
」
と
い
う
桜
の
品
種
名
は
せ
い
ぜ
い
近
世
初
期
こ
ろ
に
生
ま
れ
た

も
の
で
あ
り
、
そ
れ
以
前
に
は
そ
の
よ
う
な
品
種
名
的
な
名
称
は
生

ま
れ
て
い
な
か
っ
た
ろ
う
と
い
う
点
と
、
タ
イ
サ
ン
ボ
ク
と
か
タ
イ

サ
ン
モ
ク
と
い
う
の
は
実
際
の
発
音
と
い
う
次
元
で
の
こ
と
で
、
そ

の
よ
う
な
名
称
は
言
葉
と
し
て
生
ま
れ
て
い
な
か
っ
た
ろ
う
、
と
い

う
点
の
二
点
に
要
約
で
き
る
か
と
思
う
。

ま
ず
、
「
泰
山
府
君
」
「
泰
山
木
」
と
い
う
よ
う
な
品
種
名
的
名
称

が
近
世
初
期
以
前
に
は
生
ま
れ
て
い
な
か
っ
た
と
さ
れ
る
点
か
ら
検

討
し
て
み
よ
う
。
伊
藤
氏
は
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
桜
の
名
称
を
六

種
も
の
せ
る
「
藻
塩
草
j

に
「
泰
山
府
君
」
が
な
い
こ
と
を
傍
証
に

あ
げ
て
お
ら
れ
る
が
、
た
し
か
に
、
「
泰
山
府
君
」
「
泰
山
木
」
と
い

う
桜
の
名
称
が
世
阿
弥
時
代
に
は
存
在
し
て
い
な
か
っ
た
と
す
る
主

張
は
そ
れ
な
り
の
説
得
力
が
あ
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
鏑
者
な
ど

は
、
そ
れ
こ
そ
世
阿
弥
伝
書
の
二
種
の
「
た
い
さ
ん
も
く
」
こ
そ
が
、

そ
の
室
町
時
代
の
実
例
と
考
え
て
い
る
の
だ
が
（
表
、
香
西
両
氏
の
説

も
同
様
の
は
ず
）
、
伊
藤
氏
が
そ
の
「
た
い
さ
ん
も
く
」
は
音
韻
変
化

で
そ
う
発
音
さ
れ
て
い
た
だ
け
で
、
言
葉
と
し
て
成
立
し
て
い
た
わ

け
で
は
な
い
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
前
述
の
と
お
り
で
あ
る
。
し
た

が
っ
て
、
こ
の
問
題
の
帰
趨
は
、
「
た
い
さ
ん
も
く
」
が
言
葉
と
し

て
成
立
し
て
い
た
か
ど
う
か
に
か
か
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ

れ
は
こ
の
あ
と
で
検
討
す
る
の
で
ひ
と
ま
ず
措
く
と
、
「
泰
山
府
君
」

「
泰
山
木
」
と
い
う
桜
の
品
種
名
は
、
世
阿
弥
の
二
つ
の
「
た
い
さ

ん
も
く
」
を
の
ぞ
く
と
、
資
料
的
に
は
た
し
か
に
室
町
時
代
ま
で
は

さ
か
の
ぽ
ら
な
い
か
の
よ
う
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
は
揚
げ
足
を
と
る
よ
う
で
い
さ
さ
か
気
が

引
け
る
が
、
「
藻
塩
草
』
の
桜
の
項
に
「
泰
山
府
君
」
（
あ
る
い
は

「
泰
山
木
」
）
が
み
え
な
い
こ
と
に
つ
い
て
は
、
『
藻
塩
草
j

の
同
項
が

当
時
の
桜
の
異
名
を
網
羅
し
た
も
の
か
ど
う
か
、
と
い
う
点
も
や
は

り
考
慮
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
た
と
え
ば
、
同
書
の
梅
の
項
を
み

る
と
、
そ
こ
に
は
、
「
大
痩
（
葱
）
嶺
花
」
「
こ
の
花
」
「
香
散
見
草
」

（
二
月
中
旬
の
梅
）
「
匂
草
」
「
風
待
草
」
「
初
名
草
」
「
つ
げ
草
」
「
緑

の
花
」
と
い
う
異
名
が
か
か
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
《
老
松
》
や
《
東

北
》
に
み
え
る
著
名
な
「
好
文
木
」
と
い
う
異
名
が
み
え
な
い
。
梅

の
異
名
と
し
て
の
「
好
文
木
」
は
は
や
く
「
東
見
記
j

起
居
注
に
み

え
、
わ
が
国
で
は
「
十
訓
抄
」
（
巻
六
ー
17)

な
ど
に
も
み
え
る
が
、

189 



そ
れ
が
「
藻
塩
草
」
に
は
採
ら
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
ま
た
、
こ

れ
に
似
た
ケ
ー
ス
と
し
て
は
、
「
申
楽
談
儀
』
に
所
見
の
《
守
屋
〉

（
す
の
き

に
お
い
て
、
聖
徳
太
子
が
樟
の
洞
に
身
を
隠
し
た
故
事
か
ら
、
樟

を
「
平
産
木
」
と
も
呼
ぶ
の
だ
と
し
て
い
る
。
こ
れ
は
《
守
屋
》
が

典
拠
と
し
て
い
る
聖
徳
太
子
伝
に
み
え
る
説
で
あ
る
が
、
こ
の
「
平

産
木
」
も
『
藻
塩
草
』
の
「
樟
」
の
項
に
は
み
え
な
い
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
を
勘
案
す
る
と
、
『
藻
塩
草
』
の
「
桜
」
の
項
に
「
泰
山
府

君
」
や
「
泰
山
木
」
が
み
え
な
い
こ
と
は
、
か
な
ら
ず
し
も
「
泰
山

府
君
」
や
「
泰
山
木
」
と
い
う
桜
の
品
種
名
的
名
称
が
存
在
し
て
い

な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
を
示
す
こ
と
に
は
な
ら
な
い
よ
う
に
思
わ
れ

る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
れ
ら
「
好
文
木
」
や
「
平
産
木
」
と
い
う

梅
や
樟
の
異
名
は
、
筆
者
な
ど
が
世
阿
弥
伝
書
の
「
た
い
さ
ん
も
く
」

か
ら
想
定
し
て
い
る
寿
命
の
長
い
桜
の
名
称
と
し
て
の
「
泰
山
木
」

と
語
形
が
類
似
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
世
阿
弥
時
代
以
前
に
お

い
て
、
「
泰
山
木
」
と
い
う
呼
称
|
ー
そ
れ
が
存
在
し
た
な
ら
ば
ー

が
け
っ
し
て
特
異
な
孤
立
し
た
名
称
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
を

思
わ
せ
る
点
で
、
い
さ
さ
か
注
目
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

つ
ぎ
に
、
「
タ
イ
サ
ン
ボ
ク
」
と
か
「
タ
イ
サ
ン
モ
ク
」
と
い
う

言
い
方
は
、
「
泰
山
府
君
」
が
音
韻
変
化
に
よ
っ
て
そ
う
発
音
さ
れ

て
い
た
だ
け
で
、
そ
れ
ら
は
言
葉
（
名
称
）
と
し
て
は
成
立
し
て
い

ず
、
言
葉
（
名
称
）
と
し
て
存
在
し
て
い
た
の
は
、
一
貫
し
て
「
泰

山
府
君
」
で
あ
っ
た
と
い
う
点
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
よ
う
。

さ
き
に
も
の
べ
た
よ
う
に
、
こ
の
点
は
従
来
の
説
に
は
な
か
っ
た

伊
藤
氏
の
説
に
独
特
の
視
点
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
論
証

と
い
う
点
で
い
さ
さ
か
不
十
分
な
も
の
を
感
じ
る
の
で
あ
る
。
そ
も

そ
も
、
伊
藤
氏
が
実
際
の
発
音
だ
け
の
こ
と
と
さ
れ
た
「
タ
イ
サ
ン

ボ
ク
」
「
タ
イ
サ
ン
モ
ク
」
は
、
そ
の
用
例
が
か
な
り
多
い
。
あ
ら

た
め
て
列
挙
し
て
み
る
と
、
世
阿
弥
伝
書
の
二
例
の
「
た
い
さ
ん
も

く
」
、
「
日
葡
辞
書
』
の
「
T
a
i
s
a
n
b
o
c
u
」、

H
地
錦
抄
』
の
「
た
い

さ
ん
ぼ
く
」
、
「
花
壇
綱
目
』
の
「
大
山
木
」
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
れ

ら
は
伊
藤
氏
の
論
で
紹
介
さ
れ
て
い
る
も
の
だ
が
、
こ
の
ほ
か
、
屋

代
弘
賢
の
『
古
今
要
覧
稿
』
に
、
も
と
も
と
対
馬
の
国
か
ら
出
た
桜

と
し
て
み
え
る
「
対
山
木
（
タ
イ
サ
ン
ボ
ク
）
」
も
用
例
に
加
え
て
よ

い
で
あ
ろ
う
（
こ
れ
に
つ
い
て
は
後
述
）
。
伊
藤
氏
は
、
こ
れ
だ
け
の

用
例
が
あ
る
「
タ
イ
サ
ン
ボ
ク
（
モ
ク
）
」
を
音
韻
変
化
に
よ
る
実

際
の
発
音
で
の
こ
と
と
し
て
、
「
タ
イ
サ
ン
ボ
ク
（
モ
ク
）
」
と
い
う

言
葉
（
名
称
）
の
存
在
を
認
め
よ
う
と
は
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
が
I

同
じ
理
由
を
も
っ
て
世
阿
弥
伝
書
の
二
例
の
「
た
い
さ
ん
も
く
」
も

曲
名
と
認
め
よ
う
と
さ
れ
な
い
わ
け
で
あ
る
ー
、
筆
者
に
は
、
伊

藤
氏
が
そ
う
考
え
ら
れ
る
理
由
が
理
解
し
が
た
い
の
で
あ
る
。
桜
の

品
種
名
と
し
て
、
「
泰
山
府
君
」
と
と
も
に
、
「
泰
山
木
」
の
用
例
が

こ
れ
だ
け
あ
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
「
泰
山
木
」
と
い
う
言
葉

（
名
称
）
が
存
在
し
て
い
た
と
み
る
の
が
自
然
な
理
解
で
は
な
い
か

と
思
う
か
ら
で
あ
る
。
し
か
も
、
「
泰
山
木
」
の
場
合
は
、
「
ー
木
」
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と
い
う
、
桜
の
名
称
と
し
て
は
、
「
泰
山
府
君
」
よ
り
も
ふ
さ
わ
し

い
語
形
な
の
で
あ
る
。
そ
の
点
に
着
目
す
れ
ば
、
な
お
の
こ
と
、

（
世
阿
弥
伝
書
の
「
た
い
さ
ん
も
く
」
は
し
ば
ら
く
措
き
）
「
日
葡
辞
書
』

以
降
の
近
世
の
「
泰
山
木
」
は
、
「
泰
山
府
君
」
と
と
も
に
桜
の
品

種
名
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
た
|
上
言
葉
（
名
称
）
と
し
て
成
立
し

て
い
た
ー
と
み
る
の
が
自
然
な
解
釈
か
と
思
う
。

そ
れ
を
裏
付
け
る
の
が
、
『
古
今
要
覧
稿
』
の
桜
の
「
泰
山
府
君
」

に
つ
い
て
の
記
事
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
『
桜
譜
」
や
『
桜
品
」
の

「
泰
山
府
君
」
の
説
明
に
続
け
て
、

弘
賢
日
、
此
花
も
と
対
馬
国
よ
り
出
た
り
。
よ
り
て
対
山
木
と

い
ふ
。
そ
の
国
の
人
に
と
ふ
に
、
然
な
り
、
今
も
猶
此
種
多
し

と
い
へ
り
。
宗
対
馬
守
義
成
女
、
太
田
摂
津
守
資
次
に
嫁
せ
し

こ
ろ
、
此
樹
を
千
駄
木
の
別
邸
に
う
つ
し
植
し
よ
り
、
世
に
名

を
し
る
人
あ
り
と
い
ひ
伝
へ
た
り
。
今
も
太
田
家
に
て
は
タ
イ

サ
ン
ボ
ク
と
と
な
ふ
る
な
り
。
然
る
に
桜
町
中
納
言
の
故
事
を

引
て
、
泰
山
府
君
と
か
け
る
は
好
事
者
の
附
会
な
り
。
猶
正
誤

に
弁
ず
べ
し
。

と
記
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
こ
で
は
対
山
木
（
タ
イ
サ
ン
ボ

ク
）
と
い
う
対
馬
産
の
桜
を
紹
介
し
て
、
世
間
で
は
そ
の
種
の
桜
を
、

桜
町
中
納
言
が
泰
山
府
君
に
祈
っ
て
桜
を
延
命
さ
せ
た
説
話
（
『
源

平
盛
衰
記
」
）
に
よ
っ
て
「
泰
山
府
君
」
と
呼
ん
で
い
る
が
、
そ
れ
は

誤
り
で
、
そ
の
品
種
名
は
「
対
山
木
」
が
正
し
い
、
と
し
て
い
る
。

桜
の
泰
山
府
君
は
本
来
対
馬
産
で
あ
る
が
ゆ
え
に
「
対
山
木
」
が

正
し
い
と
い
う
の
が
後
代
の
付
会
説
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な

い
と
思
う
が
、
こ
の
記
事
な
ど
は
、
「
対
山
木
」
と
い
う
文
字
が
あ

て
ら
れ
て
い
る
点
で
、
桜
の
品
種
名
と
し
て
タ
イ
サ
ン
ボ
ク
と
い
う

名
称
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
を
よ
く
示
す
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。
『
日
葡
辞
書
』
の
「
T
a
i
s
a
n
b
o
c
u
」
は
そ
の
タ
イ
サ
ン
ボ
ク
を

立
項
し
た
も
の
と
み
る
の
が
も
っ
と
も
自
然
で
あ
ろ
う
。

か
く
し
て
、
筆
者
は
、
近
世
に
お
い
て
は
、
桜
の
「
泰
山
府
君
」

は
「
泰
山
木
」
と
も
呼
ば
れ
て
い
た
|
|
二
つ
の
名
称
が
あ
っ
た
I

と
考
え
る
の
が
自
然
だ
と
思
う
の
で
あ
る
が
、
そ
う
だ
と
す
る
と
、

近
世
の
桜
の
「
た
い
さ
ん
ぽ
く
」
「
泰
山
木
」
を
品
種
名
と
し
て
は

存
在
し
て
い
な
か
っ
た
と
し
て
、
そ
れ
を
世
阿
弥
伝
書
の
二
つ
の

「
た
い
さ
ん
も
く
」
に
あ
て
は
め
よ
う
と
し
た
伊
藤
氏
の
論
も
、
当

然
、
再
考
を
要
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

ま
た
、
伊
藤
氏
の
論
は
、
近
世
の
桜
の
品
種
名
と
し
て
は
「
泰
山

府
君
」
が
正
し
く
、
世
阿
弥
作
の
能
の
曲
名
と
し
て
も
鬼
神
名
の

「
泰
山
府
君
」
が
正
し
い
と
す
る
も
の
で
、
桜
の
「
泰
山
木
」
に
し

て
も
、
世
阿
弥
伝
書
の
「
た
い
さ
ん
も
く
」
に
し
て
も
、
そ
れ
ぞ
れ

の
正
し
い
名
称
が
実
際
に
は
音
韻
変
化
に
よ
っ
て
そ
う
発
音
さ
れ
て

い
た
と
す
る
も
の
で
、
基
本
的
に
、
「
タ
イ
サ
ン
ブ
ク
ン
」
↓
「
タ

イ
サ
ン
ボ
ク
（
モ
ク
）
」
と
い
う
音
韻
変
化
に
着
目
し
た
論
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
の
「
タ
イ
サ
ン
ブ
ク
ン
」
↓
「
タ
イ
サ
ン
ボ
ク
（
モ
ク
）
」
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《
泰
山
府
君
》
の
原
曲
名
を
め
ぐ
る
甚
礎
的
な
問
題

と
い
う
音
韻
変
化
は
、
論
の
さ
い
ご
で
、
伊
藤
氏
ご
自
身
が
そ
の
点

に
つ
い
て
の
専
門
家
の
説
明
を
期
待
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
示
す
よ
う

に
、
い
ま
だ
論
証
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
ら
で
あ
る
。
し
か
る
に
、

そ
の
論
証
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
ら
に
依
拠
し
て
、
「
泰
山
府
君
」

「
泰
山
木
」
の
二
つ
が
存
在
し
た
可
能
性
が
高
い
近
世
の
桜
の
品
種

名
に
つ
い
て
、
伊
藤
氏
が
「
泰
山
府
君
」
か
ら
「
泰
山
木
」
の
派
生

を
自
明
の
こ
と
の
よ
う
に
と
ら
え
て
お
ら
れ
る
点
も
、
い
さ
さ
か
気

に
な
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
近
世
の
桜
の
品
種
名
た
る
「
泰

山
木
」
は
か
な
ら
ず
し
も
「
泰
山
府
君
」
か
ら
の
派
生
と
み
る
こ
と

は
で
き
ず
、
泰
山
府
君
に
よ
っ
て
寿
命
が
一
二
倍
に
延
ば
さ
れ
た
桜
だ

か
ら
と
、
は
じ
め
か
ら
「
泰
山
木
」
と
命
名
さ
れ
た
可
能
性
も
あ
る
、

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
前
述
の
よ
う
に
、
香
西
精
氏
が
提
起

さ
れ
て
い
た
視
点
で
あ
る
が
、
要
す
る
に
、
世
阿
弥
伝
書
の
二
種
の

「
た
い
さ
ん
も
く
」
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
を
鬼
神
や
桜
の
「
泰
山
府

君
」
か
ら
の
音
韻
変
化
と
み
る
だ
け
で
な
く
、
最
初
か
ら
「
た
い
さ

ん
も
く
（
泰
山
木
）
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
桜
の
名
称
を
世
阿
弥
が
採
用

し
た
可
能
性
も
視
野
に
入
れ
て
考
え
る
こ
と
が
必
要
で
は
な
い
か
と

思
う
の
で
あ
る
（
築
者
は
「
好
文
木
」
や
「
平
産
木
」
な
ど
の
例
か
ら
後

者
を
想
定
し
て
い
る
）
。

《
泰
山
府
君
》
の
原
曲
名
に
つ
い
て
の
こ
れ
ま
で
の
諸
氏
の
説

と
、
そ
れ
に
つ
い
て
の
私
見
は
以
上
の
と
お
り
で
あ
る
が
、
こ
こ
で

は
、
『
三
道
』
と
『
申
楽
談
儀
』
の
「
た
い
さ
ん
も
く
」
が
そ
れ
ぞ

れ
の
伝
存
テ
キ
ス
ト
に
お
い
て
い
か
な
る
様
相
を
示
し
て
い
る
か
と

い
う
こ
と
と
、
《
泰
山
府
君
》
《
花
筐
》
《
正
尊
》
な
ど
に
み
え
る

五
道
の
冥
官
た
る
「
泰
山
府
君
」
が
そ
れ
ぞ
れ
の
伝
存
テ
キ
ス
ト
に

お
い
て
ど
の
よ
う
に
表
記
さ
れ
て
い
る
か
ー
ど
う
読
ま
れ
て
い
る

か
、
と
い
う
二
つ
の
こ
と
が
ら
に
つ
い
て
の
確
認
を
し
て
お
き

た
い
。
前
者
は
《
泰
山
府
君
》
の
原
曲
名
に
つ
い
て
考
え
る
場
合
の

前
提
と
も
い
う
べ
き
こ
と
で
あ
り
、
後
者
は
《
泰
山
府
君
》
の
原
曲

名
に
付
随
す
る
こ
と
が
ら
で
あ
る
。

【1
、
『
三
道
』
『
申
楽
談
儀
』
の
「
た
い
さ
ん
も
く
」
ー
—
伝
存
テ

キ
ス
ト
上
の
様
相
ー
】

現
行
曲
《
泰
山
府
君
〉
の
原
曲
名
か
と
筆
者
ら
が
考
え
る
「
た
い

さ
ん
も
く
」
と
い
う
曲
名
は
、
世
阿
弥
の
『
三
道
』
と
『
申
楽
談
儀
』

の
二
書
に
所
見
が
あ
る
。
そ
れ
ら
二
書
に
お
け
る
曲
名
が
「
た
い
さ

ん
も
く
」
で
あ
る
こ
と
は
、
伝
存
テ
キ
ス
ト
を
校
合
し
て
作
成
さ
れ

た
『
世
阿
弥
禅
竹
』
や
『
連
歌
論
集
・
能
楽
論
集
・
俳
論
集
』
所
収

の
両
書
の
曲
名
が
「
た
い
さ
ん
も
く
」
と
校
訂
さ
れ
て
い
る
こ
と
に

明
ら
か
で
あ
る
と
思
う
の
だ
が
、
こ
の
点
は
《
泰
山
府
君
》
の
原
曲

名
を
考
え
る
場
合
の
も
っ
と
も
基
礎
的
な
こ
と
が
ら
で
あ
り
、
や
は
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り
あ
ら
た
め
て
確
認
し
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。

ま
ず
、
『
三
道
』
の
そ
の
箇
所
か
ら
み
て
み
る
。
そ
こ
は
い
わ
ゆ

る
応
永
年
中
の
模
範
曲
と
し
て
二
十
九
曲
が
列
挙
さ
れ
て
い
る
箇
所

で
あ
る
。
「
三
道
」
の
伝
本
に
は
、
明
治
四
十
二
年
刊
の
「
世
阿
弥

十
六
部
集
j

所
収
の
吉
田
本
（
底
本
た
る
松
廼
舎
文
庫
本
は
大
正
大
裳

災
で
焼
失
）
、
国
会
図
書
館
蔵
の
七
世
観
世
大
夫
元
忠
宗
節
の
書
写
本
、

そ
の
宗
節
書
写
本
の
転
写
本
た
る
田
安
徳
川
家
所
蔵
本
の
三
本
が
あ

る
が
、
こ
の
う
ち
吉
田
本
で
は
「
た
い
さ
ん
も
く
」
で
あ
り
、
宗
節

書
写
本
と
田
安
徳
川
家
本
で
は
「
大
山
フ
ク
ン
」
と
な
っ
て
い
る
。

こ
れ
だ
け
を
み
る
と
、
こ
の
箇
所
は
観
世
大
夫
の
書
写
に
な
り
、
か

つ
三
本
中
、
書
写
の
時
期
が
も
っ
と
も
早
い
宗
節
書
写
本
の
「
大
山

フ
ク
ン
」
が
正
し
い
本
文
の
よ
う
に
み
え
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
後

述
す
る
よ
う
に
、
宗
節
は
『
申
楽
談
儀
』
に
お
い
て
も
、
伝
本
の
多

く
が
「
た
い
さ
ん
も
く
」
と
す
る
第
16
条
「
能
害
く
や
う
」
の
曲
名

を
「
太
山
フ
ク
ン
」
と
し
て
お
り
、
多
く
の
世
阿
弥
伝
書
を
書
写
し

て
い
る
宗
節
の
あ
ま
り
忠
実
と
は
い
え
な
い
そ
の
書
写
態
度
を
も
勘

案
す
る
と
、
『
三
道
』
の
「
大
山
フ
ク
ン
」
は
書
写
者
た
る
宗
節
に

よ
る
改
変
と
す
る
の
が
妥
当
と
思
わ
れ
る
（
《
泰
山
府
君
》
は
室
町
後

期
こ
ろ
か
ら
は
ほ
と
ん
ど
上
演
さ
れ
な
く
な
っ
て
い
る
が
、
観
惟
家
蔵
の
も

の
も
ふ
く
め
て
伝
存
す
る
謡
本
の
曲
名
は
す
べ
て
「
泰
山
府
君
」
で
あ
る
か

ら
、
宗
節
の
改
変
は
そ
れ
を
根
拠
に
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
）
。
吉
田
本
の

底
本
で
あ
る
松
廼
舎
文
庫
本
は
も
と
は
堀
子
爵
家
の
所
蔵
だ
っ
た
も

の
が
明
治
末
年
に
安
田
善
次
郎
の
松
廼
舎
文
庫
の
所
蔵
に
帰
し
た
も

の
だ
が
、
同
本
は
徳
川
家
康
が
所
持
し
て
い
た
越
智
観
世
家
伝
来
本

の
近
世
初
期
の
転
写
本
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
う
し
た
吉
田
本
の
素
性

に
鑑
み
て
も
、
「
三
道
』
の
こ
の
箇
所
は
、
吉
田
本
の
「
た
い
さ
ん

も
く
」
を
採
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
こ
の
箇
所
を
『
世
阿
弥
禅
竹
J

と
「
連
歌
論
集
・
能
楽
論
集
・
俳
論
集
』
（
旧
編
・
新
編
）
が
「
た
い

さ
ん
も
く
」
（
漢
字
を
あ
て
て
「
泰
山
も
く
」
と
す
る
）
と
し
た
の
も
、

も
ち
ろ
ん
そ
う
し
た
理
由
か
ら
と
思
わ
れ
る
。

つ
ぎ
に
「
申
楽
談
俵
』
の
「
た
い
さ
ん
も
く
」
で
あ
る
が
、
そ
れ

は
同
書
の
第
16
条
（
「
能
書
く
や
う
」
）
で
、
右
の
「
三
道
』
に
か
か

げ
ら
れ
た
二
十
九
曲
の
模
範
曲
に
つ
い
て
そ
の
作
者
を
記
し
た
箇
所

で
あ
る
。
『
申
楽
談
儀
j

の
現
存
伝
本
は
室
町
時
代
写
の
種
彦
本

（
大
正
大
震
災
で
焼
失
）
の
系
統
に
属
す
る
も
の
と
、
近
世
初
期
写
の

堀
子
爵
家
旧
蔵
本
（
や
は
り
同
裳
災
で
焼
失
）
の
系
統
の
も
の
と
の
二

系
統
に
わ
か
れ
る
。
そ
こ
で
、
ま
ず
種
彦
本
系
の
伝
本
に
お
け
る
そ

の
箇
所
を
列
記
す
る
と
、
つ
ぎ
の
ご
と
く
で
あ
る
（
観
世
文
庫
蔵
の

宗
節
自
箪
本
は
該
部
分
の
直
前
で
終
わ
っ
て
い
る
の
で
、
こ
こ
に
は
ふ
く
ま

れ
て
い
な
い
）
。

0
小
杉
本
（
『
世
阿
弥
十
六
部
集
』
の
底
本
）

た
い
さ
ん
も
く

〇
塙
本
（
東
京
芸
術
大
学
蔵
）

た
い
さ
ん
も
く
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0
松
井
本
（
静
嘉
堂
文
庫
蔵
）

た
い
さ
ん
も
く

0
黒
川
春
村
本
（
法
政
大
学
能
楽
研
究
所
蔵
）

泰
山
珈
雨

〇
細
川
十
部
伝
書
本
（
鴻
山
文
庫
蔵
）

た
い
さ
ん
府
君

0
金
春
本
（
般
若
窟
文
庫
蔵
）

府

君

た
い
さ
ん
も
ベ

〇
宗
節
筆
『
抜
書
」
本
（
観
世
文
庫
蔵
）

太
山
フ
ク
ン

問
題
の
箇
所
に
つ
い
て
の
種
彦
本
系
伝
本
の
様
相
は
以
上
の
と
お

り
で
あ
る
が
、
そ
の
原
本
た
る
焼
失
し
た
種
彦
本
（
室
町
期
の
写
本

と
さ
れ
る
）
も
、
吉
田
東
伍
氏
の
『
世
子
六
十
以
後
申
楽
談
俄
』
（
明

治

41
年

7
月
。
底
本
は
小
杉
本
）
付
載
の
種
彦
本
と
の
校
異
一
覧
に
よ

れ
ば
、
該
部
分
は
校
異
に
掲
出
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
異
同
は
な
か
っ

た
よ
う
で
、
や
は
り
「
た
い
さ
ん
も
く
」
だ
っ
た
ら
し
い
。
そ
の
こ

と
は
、
「
泰
山
府
君
」
を
種
彦
本
を
も
っ
て
「
泰
山
府
君
」
と
訂
正

し
た
黒
川
春
村
本
に
よ
っ
て
も
裏
づ
け
ら
れ
る
。
そ
の
こ
と
は
ま
た
、

右
の
よ
う
な
種
彦
本
系
諸
本
の
様
相
を
一
覧
す
る
と
、
い
っ
そ
う
明

ら
か
に
な
る
の
で
あ
っ
て
、
種
彦
本
の
こ
の
箇
所
は
ま
ず
確
実
に

「
た
い
さ
ん
も
く
」
と
い
う
平
仮
名
書
だ
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

な
お
、
右
で
「
泰
山
府
君
」
の
形
を
と
る
伝
本
が
い
く
つ
か
あ
る

の
で
、
そ
れ
ら
に
つ
い
て
も
か
ん
た
ん
に
検
討
を
加
え
て
お
こ
う
。

ま
ず
、
宗
節
箪
「
抜
書
」
本
の
「
太
山
フ
ク
ン
」
は
前
述
の
「
三
道
」

と
同
じ
現
象
で
あ
り
、
さ
き
に
記
し
た
よ
う
な
理
由
か
ら
、
宗
節
の

改
変
と
み
て
よ
い
も
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
細
川
十
部
伝
書
本
の

Ill
君

「
た
い
さ
ん
府
君
」
と
金
春
本
の
「
た
い
さ
ん
も
べ
」
で
あ
る
が
、

こ
の
両
本
は
と
も
に
徳
川
家
康
所
持
本
（
種
彦
本
と
想
定
さ
れ
て
い
る
）

が
底
本
で
あ
る
と
の
同
文
の
識
語
を
有
す
る
点
か
ら
兄
弟
関
係
に
あ

る
本
と
認
め
ら
れ
る
が
、
細
川
十
部
伝
書
本
は
金
春
本
の
訂
正
後
の

形
を
継
承
し
た
格
好
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
金
春
本
の
形
に
着
目
す

る
と
、
種
彦
本
は
「
た
い
さ
ん
も
く
」
で
あ
り
、
細
川
十
部
伝
書
本

の
形
は
確
実
に
後
代
の
改
変
と
み
な
し
う
る
の
で
あ
る
。
黒
川
春
村

も

く

本
の
「
泰
山
府
君
」
と
い
う
訂
正
が
種
彦
本
に
よ
っ
て
い
る
こ
と
は

0

0

 

す
で
に
の
べ
た
。

一
方
、
「
申
楽
談
儀
』
の
も
う
―
つ
の
系
統
た
る
堀
家
本
で
あ
る

が
、
こ
れ
は
明
治
四
十
一
年
十
月
の
池
内
信
嘉
氏
発
行
の
冊
子
「
世

子
六
十
以
後
申
楽
談
儀
校
異
井
補
閑
』
に
よ
れ
ば
、
問
題
の
箇
所
は

校
異
と
し
て
掲
出
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
、
そ
こ
は
「
た
い
さ
ん
も
く
」

だ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

以
上
を
要
す
る
に
、
「
申
楽
談
儀
」
の
こ
の
箇
所
は
「
た
い
さ
ん

も
く
」
と
平
仮
名
書
で
あ
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

な
お
、
現
在
、
信
頼
し
う
る
『
申
楽
談
儀
』
の
校
訂
本
文
と
し
て

定
本
的
な
位
置
を
し
め
て
い
る
の
は
、
昭
和
三
十
五
年
の
岩
波
文
庫
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『
申
楽
談
儀
』
と
昭
和
四
十
九
年
の
日
本
思
想
大
系
『
世
阿
弥
禅
竹
』

の
本
文
で
あ
る
が
（
校
訂
者
は
い
ず
れ
も
表
章
氏
）
、
前
者
で
は
右
に

か
か
げ
た
伝
本
の
う
ち
の
黒
川
春
村
本
ま
で
の
四
本
が
校
訂
に
用
い

ら
れ
て
お
り
、
残
る
三
本
を
も
加
え
て
校
訂
さ
れ
た
の
が
後
者
で
あ

る
。
そ
の
結
果
、
こ
の
問
題
の
箇
所
は
、
前
者
（
岩
波
文
庫
）
で
は

「
た
い
さ
ん
も
く
」
と
さ
れ
、
後
者
（
『
世
阿
弥
禅
竹
」
）
で
は
同
書
の

校
訂
方
針
に
し
た
が
っ
て
漢
字
を
あ
て
て
「
泰
山
も
く
」
と
さ
れ
て

い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
処
置
が
妥
当
な
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
右

の
諸
伝
本
の
様
相
に
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

か
く
し
て
、
現
行
曲
〈
泰
山
府
君
》
の
こ
と
と
考
え
ら
れ
る
「
三

道
』
と
「
申
楽
談
俄
』
の
曲
名
は
、
い
ず
れ
も
「
た
い
さ
ん
も
く
」

で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
と
り
も
な
お
さ
ず
、

世
阿
弥
が
現
在
の
《
泰
山
府
君
》
を
「
た
い
さ
ん
も
く
」
と
呼
ん
で

い
た
こ
と
を
意
味
す
る
。

な
お
、
そ
の
場
合
、
伊
藤
正
義
氏
が
提
起
さ
れ
た
説
に
し
た
が
う

と
、
こ
の
二
種
の
世
阿
弥
伝
書
の
「
た
い
さ
ん
も
く
」
は
「
泰
山
府

君
」
の
音
韻
変
化
で
あ
り
、
正
し
く
は
「
泰
山
府
君
」
と
あ
る
べ
き

も
の
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
の
私
見
は
す
で
に

の
べ
た
と
お
り
で
あ
る
。

_
2
、
「
泰
山
府
君
」
「
泰
山
木
」
の
読
み
方
に
つ
い
て
一

さ
い
ご
に
、
「
泰
山
府
君
」
と
い
う
曲
名
あ
る
い
は
神
名
の
読
み

方
に
つ
い
て
の
検
討
に
移
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
問
題
に
す
る

の
は
、
か
つ
て
《
泰
山
府
君
〉
の
原
曲
名
を
《
泰
山
木
》
と
考
え
た

と
き
に
、
そ
れ
が
「
タ
イ
サ
ン
モ
ク
」
な
の
か
「
タ
イ
ザ
ン
モ
ク
」

な
の
か
で
迷
っ
た
こ
と
が
あ
り
、
そ
れ
に
付
随
し
て
、
曲
名
で
も
あ

り
神
名
で
も
あ
る
「
泰
山
府
君
」
も
、
「
タ
イ
サ
ン
」
な
の
か
「
タ

イ
ザ
ン
」
な
の
か
、
「
フ
ク
ン
」
な
の
か
「
プ
ク
ン
」
な
の
か
「
プ

ク
ン
」
な
の
か
、
あ
る
い
は
「
フ
ク
」
な
の
か
「
ブ
ク
」
な
の
か

「
プ
ク
」
な
の
か
、
と
い
う
問
題
で
い
さ
さ
か
悩
ま
さ
れ
た
か
ら
で

あ
る
。
「
泰
山
府
君
」
の
読
み
方
が
辞
典
な
ど
で
も
ま
ち
ま
ち
で
あ

る
こ
と
も
そ
の
と
き
に
気
づ
い
た
の
だ
が
、
世
阿
弥
が
「
泰
山
府
君
」

ゃ
「
泰
山
木
」
を
ど
う
発
音
し
て
い
た
か
、
こ
の
点
も
世
阿
弥
研
究

の
ひ
と
つ
と
し
て
検
討
し
て
お
き
た
い
の
で
あ
る
。

詞
章
に
「
泰
山
府
君
」
の
神
名
が
あ
る
能
は
《
泰
山
府
君
》

（
〈
泰
山
木
〉
）
だ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
に
は
《
泰
山
府
君
〉
の
ほ
か

に
も
《
花
筐
》
《
正
尊
》
《
黒
川
》
な
ど
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

こ
の
問
題
は
、
《
泰
山
府
君
》
だ
け
で
な
く
、
《
花
筐
》
や
《
正
尊
》

な
ど
を
も
ふ
く
め
て
検
討
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
わ
け
で
あ
る
。
そ
こ

で
、
そ
れ
ら
「
泰
山
府
君
」
の
神
名
を
も
つ
能
の
伝
存
テ
キ
ス
ト
の

主
と
し
て
清
濁
を
み
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
さ
き
に
か
か
げ
た
よ
う
な

読
み
方
を
め
ぐ
る
問
題
点
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
る
こ
と
に
す
る
。

ま
ず
《
泰
山
府
君
》
か
ら
検
討
し
て
み
よ
う
。

《
泰
山
府
君
》
で
は
、
第
1
段
の
ワ
キ
（
桜
町
中
納
言
）

の
登
場
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の
場
面

(
A
)
と
、
第
7
段
の
シ
テ
（
泰
山
府
君
）
の
登
場
の
場
面

(
B
)
に
「
泰
山
府
君
」
の
神
名
が
み
え
る
。
こ
の
う
ち
、

A
に
お

い
て
清
濁
の
別
が
判
断
で
き
る
も
の
を
か
か
げ
る
と
、
つ
ぎ
の
と
お

り
で
あ
る
。

0
た
い
さ
ん
ぶ
く
ん
（
松
井
家
蔵
慶
長
頃
写
妙
庵
手
沢
本
／
上
掛
）

〇
泰
山
府
君
（
能
楽
研
究
所
蔵
近
世
後
期
写
観
世
流
五
百
番
本
／
上
掛
）

〇
泰
山
湘
君
（
鴻
山
文
庫
蔵
近
世
末
期
写
本
／
上
掛
）

〇
泰
山
府
君
（
米
沢
市
立
図
書
館
興
譲
館
文
庫
本
／
下
掛
）

ま
た
、

B
に
お
い
て
は
つ
ぎ
の
と
お
り
で
あ
る
。

〇
泰
山
府
君
（
能
楽
研
究
所
蔵
近
世
後
期
写
観
世
流
五
百
番
本
／
上
掛
）

〇
泰
山
府
君
（
鴻
山
文
庫
蔵
近
世
末
期
写
本
／
上
掛
）

〇
泰
山
府
君
（
米
沢
市
立
図
書
館
興
譲
館
文
庫
本
／
下
掛
）

こ
う
し
て
み
る
と
、
《
泰
山
府
君
》
に
お
い
て
は
、
「
泰
山
」

（
「
太
山
」
）
は
「
タ
イ
ザ
ン
」
と
明
記
さ
れ
た
も
の
は
―
つ
も
な
い
か

ら
、
ど
う
や
ら
「
タ
イ
サ
ン
」
だ
っ
た
よ
う
で
あ
る
（
「
日
葡
辞
書
」

も
「
Taisan
」
だ
っ
た
）
。
ま
た
、
「
府
君
」
は
「
ブ
ク
ン
」
と
明
記
す

る
も
の
が
古
写
本
や
近
世
後
期
の
テ
キ
ス
ト
に
み
え
、
「
プ
ク
ン
」

が
近
世
末
期
の
テ
キ
ス
ト
に
み
え
る
。
も
っ
と
も
、
「
、
」
の
濁
音

表
記
は
半
濁
音
を
も
意
味
す
る
こ
と
が
あ
る
よ
う
だ
か
ら
、
妙
庵
本

の
「
ぶ
く
ん
」
や
観
世
流
五
百
番
本
の
「
府
君
」
は
か
な
ら
ず
し
も

濁
音
と
は
い
え
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
妙
庵
本
に
は
ま
れ
に

「
。
」
の
半
濁
音
表
記
が
用
い
ら
れ
て
い
る
か
ら
、
妙
庵
本
の
「
ぶ

く
ん
」
は
濁
音
と
み
て
さ
し
つ
か
え
あ
る
ま
い
。
ま
た
、
こ
こ
に
は

タ

イ

サ

ン

フ

ク

ン

か
か
げ
な
か
っ
た
が
、
明
和
改
正
謡
本
は
「
泰
山
府
君
」

(
A
の
ほ
う
）

と
す
べ
て
清
音
で
あ
る
。
か
れ
こ
れ
考
え
あ
わ
せ
る
と
、
《
泰
山
府

君
》
で
は
、
「
泰
山
府
君
」
は
古
く
は
「
タ
イ
サ
ン
ブ
ク
ン
」
と
発

音
さ
れ
て
い
た
も
の
が
、
近
世
末
期
こ
ろ
に
「
タ
イ
サ
ン
プ
ク
ン
」

と
も
発
音
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
、
そ
れ
が
現
在
の
金
剛
流
の
《
泰

山
府
君
》
に
継
承
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
整
理

を
ふ
ま
え
て
、
平
成
十
二
年
十
月
の
福
王
会
の
《
泰
山
木
》
の
上
演

に
さ
い
し
て
は
、
曲
名
は
「
タ
イ
サ
ン
モ
ク
」
と
し
、
曲
中
の
「
泰

山
府
君
」
の
読
み
方
は
「
タ
イ
サ
ン
ブ
ク
ン
」
と
し
た
の
で
あ
る
。

つ
ぎ
に
《
花
筐
》
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
よ
う
。
〈
花
筐
》
で

「
泰
山
府
君
」
が
み
え
る
の
は
第
8
段
の
ク
セ
（
李
夫
人
の
曲
舞
）
の

一
カ
所
で
あ
る
。
そ
こ
は
現
行
五
流
の
《
花
筐
》
で
は
い
ず
れ
も

「
タ
イ
サ
ン
プ
ク
」
と
謡
わ
れ
て
い
る
が
、
維
新
以
前
の
テ
キ
ス
ト

で
清
濁
が
明
記
さ
れ
て
い
る
も
の
は
つ
ぎ
の
と
お
り
で
あ
る
（
完
曲

の
《
花
筐
〉
だ
け
で
な
く
曲
舞
集
所
収
の
《
李
夫
人
》
も
ふ
く
め
た
）
。

0
た
い
さ
む
ぶ
く
（
松
井
家
蔵
慶
長
頃
写
妙
庵
手
沢
本
／
上
掛
）

〇
泰
山
府
君
（
京
都
大
学
蔵
寛
永
頃
写
本
／
下
掛
）

プ
ク

〇
泰
山
府
君
（
鴻
山
文
庫
蔵
慶
安
頃
写
了
随
本
／
下
掛
）

〇
泰
山
府
君
（
宮
本
圭
造
氏
蔵
正
徳
弥
生
本
／
上
掛
）

〇
泰
山
府
君
（
能
楽
研
究
所
蔵
近
世
後
期
写
観
世
流
五
百
番
本
／
上
掛
）

〇
泰
山
府
君
（
鴻
山
文
庫
蔵
元
禄
十
六
年
奥
書
『
曲
舞
』
／
上
掛
）
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ク

イ

サ

ン

フ

ク

ン

〇
泰
山
府
君
（
明
和
改
正
謡
本
／
上
掛
）

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
明
治
維
新
以
前
で
清
濁
が
判
明
す
る
も
の
は
、

明
和
改
正
謡
本
が
清
音
で
「
フ
ク
ン
」
で
あ
る
の
を
の
ぞ
け
ば
、
い

ず
れ
も
「
タ
イ
サ
ン
プ
ク
」
で
、
現
行
五
流
と
同
じ
半
濁
音
は
管
見

で
は
明
治
維
新
以
前
に
は
見
あ
た
ら
な
い
。
こ
れ
は
《
泰
山
府
君
》

と
も
一
致
す
る
現
象
で
あ
り
、
《
花
筐
》
の
「
泰
山
府
君
」
は
「
タ

イ
サ
ン
ブ
ク
」
が
原
形
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
（
明
和
改
正
謡
本
の
清

音
は
《
泰
山
府
君
》
の
場
合
と
同
様
に
観
世
大
夫
元
章
の
改
訂
と
認
め
ら
れ

る
）
。
ま
た
、
こ
の
《
花
筐
》
の
「
泰
山
府
君
」
は
「
タ
イ
サ
ン
プ

ク
」
で
あ
っ
て
「
タ
イ
サ
ン
ブ
ク
ン
」
で
は
な
い
が
、
『
方
丈
記
』

や
「
曽
我
物
語
j

な
ど
に
「
た
い
さ
ん
ふ
く
」
の
用
例
が
あ
る
か
ら
、

こ
れ
は
《
花
筐
》
だ
け
の
孤
立
し
た
現
象
で
は
な
い
。

な
お
、
世
阿
弥
の
音
曲
伝
書
た
る
『
五
音
下
』
所
収
の
《
李
夫
人

の
曲
舞
》
で
は
、
現
存
す
る
鴻
山
文
庫
蔵
の
細
川
十
部
伝
書
本
も
金

春
欣
三
氏
蔵
「
聞
書
色
々
l

（
近
年
宮
本
圭
造
氏
に
よ
っ
て
紹
介
）
所
収

の
本
も
「
た
い
さ
ん
ほ
く
」
で
あ
る
。
両
本
の
親
本
は
徳
川
家
康
所

持
本
（
越
智
観
世
家
伝
来
本
）
と
推
定
さ
れ
る
か
ら
、
越
智
観
世
家
に

伝
わ
っ
た
「
五
音
下
』
の
《
李
夫
人
の
曲
舞
》
は
「
た
い
さ
ん
ほ
く
」

だ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
さ
き
に
は
言
及
し
な
か
っ
た
が
、
天
理

図
書
館
蔵
の
室
町
末
期
筆
一
七
二
冊
本
（
上
掛
）
の
《
泰
山
府
君
》

は
A
は
「
太
山
ふ
く
ん
」
で
あ
る
の
に
、

B
は
「
た
い
さ
ん
ほ
く
」

と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
、
『
五
音
下
』
の
「
た
い
さ
ん
ほ
く
」

は
「
た
い
さ
ん
ぶ
く
」
の
誤
り
で
、
天
理
図
書
館
蔵
室
町
末
期
筆
一

七
二
冊
本
の
B
の
「
た
い
さ
ん
ほ
く
」
は
「
た
い
さ
ん
ぶ
く
」
の
誤

り
と
み
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
れ
は
桜
の
一
品
種
で
あ
る
泰
山

府
君
が
「
タ
イ
サ
ン
プ
ク
ン
」
と
も
「
タ
イ
サ
ン
ボ
ク
」
と
も
呼
ば

れ
て
い
た
こ
と
（
前
述
）
と
も
か
か
わ
る
現
象
の
よ
う
に
思
わ
れ
る

（
追
記
参
照
）
。
越
智
観
世
家
伝
来
の
「
五
音
下
』
が
「
た
い
さ
ん
ほ

く
」
と
誤
っ
て
い
る
（
ら
し
い
）
の
が
い
さ
さ
か
不
審
で
あ
る
が
、

そ
の
転
写
本
と
さ
れ
る
現
存
二
本
か
ら
は
、
越
智
観
世
家
伝
来
本
の

本
文
は
か
な
り
類
れ
た
本
文
だ
っ
た
と
み
な
せ
る
か
ら
、
「
た
い
さ

ん
ほ
く
」
も
そ
の
一
例
と
み
て
よ
い
か
と
思
う
。

つ
ぎ
に
《
正
尊
》
で
あ
る
が
、
《
正
尊
〉
で
は
「
泰
山
府
君
」
は

第
3
段
の
「
起
請
文
」
の
な
か
に
一
カ
所
み
え
る
。
そ
の
箇
所
の
現

行
五
流
の
謡
い
方
は
観
世
流
が
「
タ
イ
ザ
ン
プ
ク
ン
」
、
金
春
・
喜

多
の
両
流
が
「
タ
イ
サ
ン
プ
ク
ン
」
、
金
剛
流
が
「
タ
イ
サ
ン
フ
ク

ン
」
と
ま
ち
ま
ち
で
あ
る
。
維
新
以
前
で
そ
の
箇
所
の
清
濁
が
判
明

す
る
テ
キ
ス
ト
は
つ
ぎ
の
と
お
り
で
あ
る
。

0
た
い
さ
ん
ぶ
く
ん
（
松
井
家
蔵
慶
長
頃
写
妙
庵
手
沢
本
／
上
掛
）

0
た
い
さ
ん
ぶ
く
ん
（
観
世
文
窟
蔵
室
町
期
写
濃
紺
表
紙
本
／
上
掛
）

〇
泰
山
府
君
（
能
楽
研
究
所
蔵
近
世
後
期
写
観
世
流
五
百
番
本
／
上
掛
）

タ

イ

サ

ン

フ

ク

ン

〇
泰
山
府
君
（
明
和
改
正
『
独
吟
l

／
上
掛
）

明
和
改
正
謡
本
の
清
音
は
《
泰
山
府
君
》
や
《
花
筐
》
と
同
様
に

観
世
大
夫
元
章
に
よ
る
改
訂
と
み
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
か
ら
、
《
正
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尊
》
の
「
泰
山
府
君
」
は
「
タ
イ
サ
ン
ブ
ク
ン
」
が
原
形
だ
っ
た
も

の
と
推
定
さ
れ
る
。
そ
れ
に
た
い
し
て
、
現
行
五
流
の
謡
い
方
は
い

ず
れ
も
幕
末
ー
近
代
以
降
の
改
変
の
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
に
つ
い
て

は
、
観
世
・
金
春
・
喜
多
の
「
プ
ク
ン
」
に
は
《
花
筐
》
の
「
プ
ク
」

や
《
泰
山
府
君
》
の
「
プ
ク
ン
」
と
の
影
響
関
係
が
考
え
ら
れ
る
し
、

金
剛
流
の
「
タ
イ
サ
ン
フ
ク
ン
」
に
は
明
和
改
正
謡
本
の
影
響
が
想

定
さ
れ
る
。

残
る
《
黒
川
》
（
廃
曲
）
は
ニ
カ
所
に
「
泰
山
府
君
」
が
み
え
る
。

《
黒
川
》
に
つ
い
て
は
十
分
な
調
査
を
し
て
い
な
い
が
、
上
杉
家
旧

蔵
本
・
観
世
流
五
百
番
本
・
田
安
家
本
・
天
理
図
書
館
本
な
ど
を
披

見
し
た
か
ぎ
り
で
は
、
い
ず
れ
も
濁
点
は
付
さ
れ
て
い
ず
、
清
濁
の

別
は
判
別
で
き
な
か
っ
た
。
こ
の
う
ち
観
世
流
五
百
番
本
は
こ
れ
ま

で
の
記
述
で
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
か
な
り
こ
ま
か
く
濁
音
表
記
が

な
さ
れ
て
い
る
本
で
あ
る
が
、
同
じ
〈
黒
川
》
の
他
の
箇
所
に
は
濁

点
が
付
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
同
本
の
「
泰
山
府
君
」
は
い
ち
お
う

「
タ
イ
サ
ン
フ
ク
ン
」
か
と
思
わ
れ
る
。

以
上
を
総
合
す
る
と
、
〈
泰
山
府
君
》
と
《
正
尊
〉
は
「
タ
イ
サ

ン
ブ
ク
ン
」
が
原
形
で
、
幕
末
＼
近
代
初
期
に
「
タ
イ
サ
ン
プ
ク
ン
」

と
い
う
謡
い
方
が
生
ま
れ
た
こ
と
に
な
り
、
《
花
筐
》
は
「
タ
イ
サ

ン
ブ
ク
」
が
原
形
で
、
幕
末
＼
近
代
初
期
に
「
タ
イ
サ
ン
プ
ク
」
と

い
う
謡
い
方
が
生
ま
れ
た
こ
と
に
な
ろ
う
。
要
す
る
に
、
「
プ
ク
ン
」

「
プ
ク
」
と
い
う
半
濁
音
は
幕
末
こ
ろ
に
生
ま
れ
た
こ
と
に
な
る
が
、

平
成
十
二
年
十
月
に
福
王
会
で
上
演
さ
れ
た
〈
泰
山
木
》
は
、
そ

の
後
、
平
成
十
三
年
二
月
十
八
日
に
、
観
世
文
庫
創
立
十
周
年
記
念

能
と
し
て
ほ
ぼ
同
じ
メ
ン
バ
ー
に
よ
っ
て
観
世
能
楽
堂
で
再
演
さ

れ
、
き
た
る
五
月
二
十
三
日
に
国
立
能
楽
堂
の
主
催
公
演
で
や
は
り

ほ
ぽ
同
じ
メ
ン
バ
ー
で
三
演
さ
れ
る
予
定
で
あ
る
。
ま
た
、

N
H
K

教
育
テ
レ
ビ
で
も
、
平
成
十
三
年
七
月
一
日
の
『
能
』
で
、
観
世
文

庫
記
念
能
の
舞
台
が
ほ
ぽ
全
曲
放
映
さ
れ
た
が
、
平
成
十
四
年
一
月

十
二
日
の
「
芸
能
花
舞
台
』
で
は
右
の
記
念
能
の
映
像
が
や
や
短
縮

さ
れ
て
放
映
さ
れ
る
予
定
で
あ
る
。
福
王
会
に
お
け
る
〈
泰
山
木
》

は
、
地
謡
の
形
を
世
阿
弥
時
代
の
地
謡
の
形
に
よ
っ
て
上
演
す
る
の

が
最
大
の
眼
目
だ
っ
た
が
、
こ
の
よ
う
な
再
演
・
三
演
や
テ
レ
ビ
で

の
放
映
は
、
そ
う
し
た
初
演
の
意
図
が
理
解
さ
れ
て
の
こ
と
と
思
わ

れ
る
。
そ
れ
は
福
王
会
の
《
泰
山
木
》
上
演
に
か
か
わ
っ
た
筆
者
と

し
て
は
研
究
者
冥
利
に
つ
き
る
こ
と
で
は
あ
る
が
、
し
か
し
、
こ
う

※
 

※
 

い
か
な
る
音
韻
上
の
理
由
で
そ
う
し
た
現
象
が
生
じ
た
か
は
筆
者
に

は
わ
か
ら
な
い
。
ま
た
、
以
上
の
検
討
に
よ
っ
て
、
「
三
道
」
と

「
申
楽
談
儀
J

の
「
た
い
さ
ん
も
く
」
も
「
タ
イ
ザ
ン
モ
ク
」
で
は

な
く
、
「
タ
イ
サ
ン
モ
ク
」
と
読
む
の
が
妥
当
で
あ
る
こ
と
も
お
の

ず
と
明
ら
か
に
な
ろ
う
。
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し
て
《
泰
山
木
》
の
曲
名
が
ひ
と
り
歩
き
す
る
よ
う
に
な
る
と
、

《
泰
山
府
君
》
で
は
な
く
《
泰
山
木
》
の
曲
名
を
採
用
し
た
理
由
に

つ
い
て
、
上
演
に
か
か
わ
っ
た
筆
者
自
身
の
見
解
を
公
に
し
て
お
く

必
要
も
感
じ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。
そ
こ
に
伊
藤
正
義
氏
の
巽
見

が
提
出
さ
れ
て
、
そ
れ
に
触
発
さ
れ
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
こ
の
よ
う

な
論
を
も
の
す
こ
と
に
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
《
泰
山

府
君
》
の
原
曲
名
が
「
泰
山
木
」
か
「
泰
山
府
君
」
か
を
め
ぐ
る
論

に
し
て
は
、
い
さ
さ
か
論
を
ひ
ろ
げ
す
ぎ
た
き
ら
い
も
な
い
で
は
な

い
が
、
そ
の
点
に
つ
い
て
は
、
副
題
の
よ
う
に
ひ
ろ
い
意
味
の
世
阿

弥
研
究
と
し
て
読
ん
で
い
た
だ
け
れ
ば
さ
い
わ
い
で
あ
る
。

〔
付
記
〕
こ
の
稿
で
は
、
〈
泰
山
府
君
〉
（
〈
泰
山
木
〉
）
の
テ
ー
マ
を
、

「
惜
春
」
「
花
へ
の
哀
惜
」
と
把
握
し
て
い
る
が
、
筆
者
は
終
曲
部
の

「
四
方
に
ふ
さ
が
る
、
桜
の
命
、
七
日
に
か
ぎ
る
、
桜
の
盛
り
、
三
七

日
ま
で
、
残
り
け
り
」
か
ら
、
そ
の
よ
う
な
テ
ー
マ
が
じ
つ
は
応
永
二

十
七
年
(
-
四
二
0
)
末
の
ニ
カ
月
に
お
よ
ぶ
義
持
の
大
患
平
癒
の
祝
い

の
寓
意
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
と
考
え
て
い
る
。
「
四
方
に
ふ
さ
が
る
、

桜
の
命
」
が
、
桜
の
寿
命
の
こ
と
と
し
て
は
や
や
不
自
然
で
あ
り
、
義

持
の
大
患
の
寓
意
と
考
え
れ
ば
自
然
で
あ
る
こ
と
と
、
そ
の
時
期
に
義

持
の
病
平
癒
の
た
め
に
泰
山
府
君
祭
が
三
度
も
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
が

そ
の
理
由
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
、
本
稿
中
で
ふ
れ
た
『
財
団
法
人
観

世
文
庫
設
立
十
周
年
記
念
能
」
の
拙
稿
で
も
言
及
し
て
い
る
が
、
〈
泰

山
府
君
〉
（
〈
泰
山
木
〉
）
と
い
う
能
を
考
え
る
場
合
の
ひ
と
つ
の
重
要

な
視
点
か
と
思
う
の
で
、
あ
ら
た
め
て
そ
の
こ
と
を
こ
こ
に
記
し
て
お

き
た
い
。
ま
た
、
右
の
拙
稿
で
は
、
「
君
」
に
「
松
竹
鶴
亀
」
の
よ
う

な
永
遠
の
「
よ
は
ひ
」
を
授
け
る
こ
と
を
テ
ー
マ
と
し
て
い
る
世
阿
弥

作
の
全
老
松
〉
も
、
応
永
二
十
七
年
の
義
持
大
患
平
癒
後
に
制
作
さ
れ

た
能
で
あ
ろ
う
と
の
推
測
説
を
も
披
泄
し
て
い
る
が
、
〈
老
松
》
や

〈
泰
山
府
君
》
（
〈
泰
山
木
〉
）
の
成
立
と
義
持
の
大
患
と
の
関
係
に
つ

い
て
は
、
御
用
役
者
世
阿
弥
の
環
境
と
い
う
視
点
か
ら
、
別
稿
で
考
察

し
て
み
た
い
と
考
え
て
い
る
。

[
追
補
]
校
正
中
に
、
桜
と
神
の
名
で
あ
る
タ
イ
サ
ン
プ
ク
ン
が
タ
イ
サ

ン
プ
ク
・
タ
イ
サ
ン
ボ
ク
と
音
韻
変
化
す
る
可
能
性
を
論
じ
た
小
林
千

草
氏
「
関
を
上
ぐ
」
と
「
た
い
さ
ん
ぽ
<
」
|
響
き
合
う
中
世
文
献
の

世
界
ー
」
（
『
武
蔵
野
文
学
』

49
、
平
成
1
3
年
11
月
）
に
接
し
た
。
同
稿

で
は
、
結
論
と
し
て
、
「
詩
学
大
成
抄
」
や
「
伊
達
輝
宗
日
記
』
な
ど

を
例
に
タ
イ
サ
ン
プ
ク
ン
↓
タ
イ
サ
ン
プ
ク
・
タ
イ
サ
ン
ボ
ク
と
い
う

音
韻
変
化
が
想
定
さ
れ
て
い
る
が
、
「
詩
学
大
成
抄
』
が
「
カ
タ
コ
ト
」

＊

ク

（
訛
り
の
謂
ら
し
い
）
と
し
て
言
及
し
て
い
る
「
太
山
府
君
」
（
神
名
）

と
い
う
発
音
は
、
本
稿
で
紹
介
し
た
『
五
音
」
の
『
李
夫
人
の
曲
舞
」

の
「
た
い
さ
ん
ほ
く
」
（
や
は
り
神
名
）
と
通
い
あ
う
も
の
で
、
室
町

後
期
こ
ろ
に
、
神
名
の
泰
山
府
君
が
タ
イ
サ
ン
ボ
ク
と
発
音
さ
れ
る
こ

と
が
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
タ
イ
サ
ン
ボ
ク
・
タ
イ
サ
ン
モ
ク

と
い
う
桜
の
名
が
、
タ
イ
サ
ン
プ
ク
ン
か
ら
の
音
韻
変
化
な
の
か
ど
う

か
と
い
う
、
香
西
精
氏
が
提
起
し
た
論
点
は
、
こ
の
「
詩
学
大
成
抄
』

の
よ
う
な
用
例
を
広
く
集
め
て
検
討
さ
れ
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
な
お
、

同
稿
で
は
、
「
三
道
』
と
『
申
楽
談
儀
」
の
「
た
い
さ
ん
も
く
」
は
泄
阿

弥
自
身
の
表
記
を
伝
え
た
も
の
と
し
て
い
る
こ
と
も
付
記
し
て
お
く
。
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