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一
　
問
題
の
所
在 

―
中
納
言
は
吉
野
姫
君
に
な
に
を
訴
え
た
い
の
か

『
御
津
の
浜
松
』
最
終
巻
も
終
わ
り
近
く
、
行
方
不
明
に
し
て
そ
の
身

を
案
じ
て
い
た
吉
野
姫
君
を
、
よ
う
や
く
に
し
て
わ
が
も
と
に
取
り
戻

し
た
中
納
言
は
、
姫
君
が
す
で
に
式
部
卿
宮
の
思
い
人
と
な
っ
て
い
る

事
実
は
認
め
、
ま
た
、
姫
君
と
男
女
の
仲
で
は
な
か
っ
た
理
由
と
し
て
、

宮
に
、
異
母
兄
妹
で
あ
る
と
偽
り
の
説
明
し
た
結
果
、
そ
の
後
は
、
み

ず
か
ら
の
恋
情
を
抑
え
、
兄
と
し
て
世
話
を
焼
く
ほ
か
な
い
状
況
に
あ
っ

た
。
そ
れ
で
も
、
思
い
余
っ
て
苦
衷
を
訴
え
る
こ
と
も
あ
り
、
吉
野
尼

君
の
一
周
忌
の
近
づ
い
た
あ
る
「
人
ず
く
な
な
る
昼
つ
か
た
」（
四
二
九

頁
。
以
下
、
と
く
に
こ
と
わ
ら
な
い
か
ぎ
り
、『
御
津
の
浜
松
』
の
引
用
は
、
池
田
利

夫
校
注
・
訳
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
27	

浜
松
中
納
言
物
語
』［
二
〇
〇
一
年
、
小

学
館
。
以
下
、『
全
集
』
と
略
称
］
に
よ
る
）、
袖
で
顔
を
隠
す
姫
君
に
、
清
水

で
別
れ
て
行
方
が
わ
か
ら
な
く
な
っ
て
以
来
、「
ひ
た
ぶ
る
に
世
を
思
ひ

過
ご
し
し
心
の
ほ
ど
」
を
、「
か
き
尽
く
し
、
う
ち
泣
き
、
さ
め
ざ
め

と
」
語
り
、
唐
后
が
夢
に
現
れ
た
こ
と
な
ど
も
告
げ
て
、

む
す
び
け
る
契
り
は
こ
と
に
あ
り
け
る
を

　
　

こ
の
世
か
の
世
と
た
の
み
け
る
か
な
（
四
三
〇
頁
）

と
、
契
り
は
結
べ
ず
と
も
、
あ
な
た
は
、
唐
后
ゆ
か
り
の
特
別
な
存
在

で
あ
る
と
、
深
い
思
い
を
訴
え
る
。
そ
れ
に
つ
づ
け
て
、
さ
ら
に
訴
え

か
け
た
こ
と
ば
が
、
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。

じ
つ
は
、
さ
き
に
、
拙
稿
「『
け
ぶ
り
の
さ
が
の
う
れ
は
し
さ
』
―

『
御
津
の
浜
松
』
最
終
巻
読
解
考
―
」（「
む
ら
さ
き
」
48
輯
、
二
〇
一
一
年
一
二
月
）

に
お
い
て
、
い
さ
さ
か
触
れ
る
と
こ
ろ
の
あ
っ
た
箇
所
な
の
で
あ
る
が
、

辛
　
島
　
正
　
雄

「
人
か
た
」「
人
こ
と
」「
ひ
と
も
」
考

―
『
御
津
の
浜
松
』
最
終
巻
読
解
ノ
ー
ト
―
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あ
ら
た
め
て
そ
の
全
文
を
掲
げ
、
検
討
の
俎
上
に
の
ぼ
せ
る
こ
と
と
す

る
。
本
文
は
、
池
田
利
夫
編
『
浜
松
中
納
言
物
語
〈
五
〉
広
島
市
立
浅
野
図

書
館
蔵
』（
一
九
七
二
年
、
笠
間
書
院
）
に
よ
り
、
翻
字
に
は
私
に
句
読
点
・

濁
点
等
を
付
し
、
補
っ
た
文
字
は
（　

）
で
括
っ
た
。
併
せ
て
、
読
解

上
の
問
題
点
を
は
っ
き
り
さ
せ
る
便
宜
と
し
て
、
厳
格
・
誠
実
な
施
注

に
学
ぶ
と
こ
ろ
の
多
い
遠
藤
嘉
基
・
松
尾
聰
校
注
『
日
本
古
典
文
学
大
系
77	

篁
物
語
・
平
中
物
語
・
浜
松
中
納
言
物
語
』（
一
九
六
四
年
、
岩
波
書
店
。『
御

津
の
浜
松
』
の
校
注
は
、
松
尾
氏
。
以
下
、『
大
系
』
と
略
称
）
の
頭
注
・
補
注
に

示
さ
れ
た
口
語
訳
を
、
対
訳
形
式
で
見
較
べ
ら
れ
る
よ
う
、
補
足
部
分

を
一
部
削
る
な
ど
、
文
字
数
を
調
整
の
う
え
、
傍
記
し
た
。

よ
し
や
、
思
ひ
の
外
な
る
し
ほ
や
く
煙
は
、
我
（
が
）
御
心
と
あ

る
事
に
も
あ
ら
ず
か
し
。
我
（
が
）
む
ね
の
ひ
ま
あ
き
、
心
や
す

ま
る
ま
じ
き
契
り
の
う
れ
は
し
さ
は
、
人
の
御
お
こ
た
り
に
の
み

思
（
ふ
）
べ
き
に
あ
ら
ず
や
。
か
ば
か
り
に
て
は
、
雲
ゐ
に
き
ゝ

な
し
奉
り
て
こ
そ
は
、
命
を
と
ぢ
め
侍
ら
ま
し
に
、
さ
ば
か
り
見

し
御
あ
り
さ
ま
な
が
ら
、「
み
え
し
ら
れ
で
は
、
え
あ
ら
じ
」
と
、

ま
ま
よ
、

意
外
な
他
人
へ
の
御
な
び
き
の
こ
と
は
、

自
分
の
御
意
志
で
行
な
わ
れ
て
い

る
事
で
も
な
い
の
で
す
。

私
の
胸
が

晴
れ
そ
う
も
な
く
、	
又
、
心
が
休
ま
り

そ
う
も
な
い
（
あ
な
た
と
の
）
宿
縁
の
憂
う
べ
き
さ
ま
は
、

あ
な
た
の
御
怠
慢
と
ば
か
り

思
う
べ
き
で
は
あ
り
ま
せ
ん
よ
。

こ
ん
な
ふ
う
な
有
様
で
は
、
あ
な
た
を
、雲
居
に
あ
る
も

の
と
聞
き
な
し
申
し
上
げ
た
ま
ま
で
死
ん
で
し
ま
う
こ
と
だ
っ
た
で
し
ょ
う
の
に
、
あ
れ
ほ
ど
、
私
が
見

た（
あ
な
た
の
）御
様
子
で
あ
り
な
が
ら
、（
私
に
）
見
ら
れ
知
ら
れ
な
い
で
は
居
ら
れ
ま
い
と
、（
あ
な
た
が
）

お
ぼ
し
よ
り
け
ん
人
か
た
に
よ
り
、　　
　

宮
の
、
わ
ざ
と
尋
（
ね
）

さ
せ
給
へ
り
し
に
、
御
心
の
お
も
む
き
、
思
（
ひ
）
侍
る
に
、
す

べ
て
、
よ
ろ
づ
も
、
人
と
む
ま
れ
け
る
よ
の
思
（
ひ
）
い
で
、
た
ゞ
、

こ
の
人
こ
と
に
こ
そ
は
、
う
れ
し
く
、
あ
は
れ
な
る
ふ
し
に
、
こ

の
世
な
ら
で
も
、
思
ひ
出
（
で
）
ら
る
べ
う
も
こ
そ
侍
れ
。
そ
れ

ば
か
り
に
、
い
の
ち
を
も
、
心
を
も
か
け
て
、「
め
ぐ
ら
ひ
侍
ら
ん

か
ぎ
り
の
御
う
し
ろ
み
、
い
か
で
つ
か
ま
つ
り
侍
ら
ば
や
」
と
、

思
ひ
う
か
れ
、
も
ろ
こ
し
ま
で
あ
く
が
れ
ま
か
り
し
心
な
れ
ど
も
、

「
し
ら
れ
ん
」
と
お
ぼ
し
け
る
ひ
と
も
こ
そ
、
か
ば
か
り	

思
（
ひ
）

す
て
侍
（
る
）
よ
の
、
ほ
だ
し
な
り
け
れ
。（
七
四
～
七
六
頁
）

	
こ
の
中
納
言
の
こ
と
ば
に
つ
い
て
、
最
新
の
注
釈
書
で
あ
る
中
西
健

治
著
『
浜
松
中
納
言
物
語
全
注
釈	

上
巻
・
下
巻
』（
二
〇
〇
五
年
、
和
泉
書
院
。

以
下
、『
全
注
釈
』
と
略
称
）
で
は
、
段
落
末
に
も
う
け
た
【
評
】
に
お
い
て
、

吉
野
姫
君
に
訴
え
る
中
納
言
の
言
葉
は
や
や
大
袈
裟
で
は
あ
る
が
、

お
思
い
つ
き
に
な
っ
た
よ
う
で
あ
る
、一
つ
の
方
向
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
宮
が
わ
ざ
わ
ざ
（
私
を
）
お
さ
が
し

求
め
あ
そ
ば
し
て
い
た
時
に
、
（
あ
な
た
の
私
に
対
す
る
）
お
心
持
を
思
い
ま
す
の
に
つ
け
て
、こ

の
た
っ

た
一
つ
の
事
に
こ
そ
（
あ
る
の
で
す
よ
）。
う
れ
し
く
し
み
じ
み
と
心
に
し
み
入
る
点
と
し
て
、

来
世

に
お
い
て
も
き
っ
と
自
然
思
い
出
さ
れ
る
は
ず
の
こ
と
で
す
。（

私
が
）
こ
の
世
に
生
き
な
が
ら
え
ま
し
ょ

う
限
り
の
（
あ
な
た
の
）
御
世
話
を
、

ど
う
か
し
て
御
奉
仕
申
し
上
げ
た
い
も
の
だ	

と
思
っ
て

心
が
落
ち
つ
か
な
い
で
、	

唐
土
ま
で
、
ふ
ら
ふ
ら
と
ひ
か
れ
て
で
か
け
て
い
っ
た
心
な
の
で
す
け
れ
ど
、

（
私
に
）
知
ら
れ
よ
う
と
お
思
い
に
な
っ
た
人
（
あ
な
た
）
が
、

こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
思
い
捨
て
て

お
り
ま
す
こ
の
世
を
思
い
捨
て
さ
せ
な
い
束
縛
の
た
ね
で
し
た
ね
。
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り
け
ん
人
か
た
に
よ
り
」
と
あ
る
「
人
か
た
」
な
る
表
現
が
、
よ
く
わ

か
ら
な
い
。二

　「
人
か
た
」
存
疑

こ
の
「
人
か
た
」
に
つ
い
て
、
最
終
巻
を
含
む
最
初
の
注
釈
書
で
あ

る
宮
下
清
計
校
註
『
新
註
国
文
学
叢
書	

浜
松
中
納
言
物
語
』（
一
九
五
一
年
、

講
談
社
。
一
九
九
九
年
覆
刻
、
ク
レ
ス
出
版
。
以
下
、『
新
註
』
と
略
称
）
で
は
、
本

文
を
「
一ひ

と

方か
た

に
」（
三
七
八
頁
）
と
整
定
し
、
頭
注
に
「
吉
野
姫
を
指
す
。」

と
注
記
、「
私
に
逢
は
な
い
で
は
居
ら
れ
な
い
と
お
思
ひ
下
さ
つ
た
あ
な

た
の
お
言
葉
に
よ
り
」
と
訳
し
て
い
る
。「
一
方
」
は
、
ひ
と
り
の
お

方
、
と
解
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。「
あ
な
た
の
お
言
葉
に
よ
り
」
と
い
う

の
は
、
文
脈
に
整
合
さ
せ
よ
う
と
し
た
、
か
な
り
大
胆
な
意
訳
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、『
大
系
』
の
補
注
九
一
七
で
は
、

「
人
か
た
」
は
尾
上
本
も
「
人
か
た
」
で
あ
る
。「
ひ
と
か
た
→
一

方
」
の
意
と
み
て
、「
宮
の
も
の
に
な
っ
た
姫
の
心
は
大
部
分
は
そ

れ
に
ひ
か
れ
て
い
る
だ
ろ
う
が
、
一
方
（
一
方
向
）、
つ
ま
り
、
一

部
分
は
自
分
（
中
納
言
）
に
見
ら
れ
知
ら
れ
た
い
と
い
う
心
持
が

の
こ
っ
て
い
る
」
と
い
う
よ
う
な
意
味
で
の
「
一
方
」
と
解
い
た

が
、
用
例
か
ら
考
え
て
も
、
な
お
す
こ
ぶ
る
疑
わ
し
い
。（
五
〇
七
頁
）

と
し
て
、
本
文
・
解
釈
に
問
題
の
あ
る
こ
と
を
説
い
て
い
る
。
こ
れ
に

自
ら
の
思
い
の
た
け
を
く
ま
な
く
述
べ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
そ

の
最
た
る
も
の
は
、「
人
と
生
ま
れ
け
る
世
の
思
ひ
出
、
た
ゞ
こ
の

人
こ
と
に
こ
そ
は
」
と
い
う
言
葉
で
あ
る
。
苦
し
い
息
の
下
か
ら

中
納
言
を
求
め
た
姫
君
の
心
に
大
い
に
感
激
し
、
式
部
卿
の
宮
と

契
り
を
結
ん
だ
こ
と
を
承
知
の
う
え
で
、
姫
君
を
慰
め
、
さ
ら
に

誠
心
誠
意
の
奉
仕
を
尽
く
そ
う
と
い
う
の
で
あ
る
。（
一
二
六
〇
頁
）

と
述
べ
、『
全
集
』
の
頭
注
で
も
、「
中
納
言
が
、
こ
こ
で
『
め
ぐ
ら
ひ

は
べ
ら
む
か
ぎ
り
の
（
姫
君
の
）
御
後
見
』
と
な
る
決
意
を
表
明
す
る
。」

（
四
三
一
頁
）
と
、
注
意
を
喚
起
し
て
い
る
。

た
し
か
に
、
式
部
卿
宮
の
も
と
で
人
事
不
省
に
陥
り
な
が
ら
も
、
宮

か
ら
の
問
い
か
け
に
、「
中
納
言
に
告
げ
さ
せ
給
へ
」（
四
一
〇
頁
）
と
吉

野
姫
君
が
答
え
た
こ
と
で
、
中
納
言
は
宮
か
ら
緊
急
の
連
絡
を
受
け
、

よ
う
や
く
姫
君
と
の
再
会
が
か
な
っ
た
の
で
あ
る
。
中
納
言
は
、
そ
う

し
た
経
緯
を
宮
か
ら
知
ら
さ
れ
、
姫
君
が
、「
さ
ば
か
り
思
ひ
沈
む
ら
む

心
に
も
、
わ
れ
に
『
知
ら
れ
む
』
と
思
ひ
け
る
ほ
ど
の
か
な
し
さ
」（
四

一
七
頁
）
を
思
う
と
、
深
い
感
動
を
禁
じ
得
な
か
っ
た
。
こ
こ
で
の
中
納

言
の
こ
と
ば
に
、「
さ
ば
か
り
見
し
御
あ
り
さ
ま
な
が
ら
、『
み
え
し
ら

れ
で
は
、
え
あ
ら
じ
』
と
、
お
ぼ
し
よ
り
け
ん
人
か
た
に
よ
り
、
宮
の
、

わ
ざ
と
尋
（
ね
）
さ
せ
給
へ
り
し
」
と
あ
る
の
は
、
そ
の
よ
う
な
事
情

を
承
け
て
の
も
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
な
に
を
訴
え
た
い
の
か
、
い
わ

ん
と
す
る
と
こ
ろ
は
ほ
ぼ
理
解
で
き
る
の
だ
が
、「
…
…
と
、
お
ぼ
し
よ
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つ
い
て
、
久
下
晴
康
編
『
浜
松
中
納
言
物
語
』（
一
九
八
八
年
、
桜
楓
社
。
以

下
、『
桜
楓
』
と
略
称
）
の
頭
注
で
は
、「『
人
か
た
』
を
『
ひ
と
か
た
』（
一

方
）
と
解
す
る
説
が
あ
る
が
、
い
か
が
。」（
二
二
四
頁
）
と
疑
義
を
呈
し

な
が
ら
も
、「
人
か
た
」
に
つ
い
て
の
解
は
示
し
て
い
な
い
。

『
全
集
』
で
は
、「
ひ
と
か
た
に
」（
四
三
一
頁
）
と
本
文
を
整
定
し
、
頭

注
で
、一

方
的
に
、
の
意
。
底
本
、
尾
上
本
と
も
「
人
か
た
」
と
あ
る
の

を
、
意
に
よ
っ
て
改
め
た
。
姫
君
が
、
そ
う
一
途
に
思
い
寄
ら
れ

た
か
ら
こ
そ
、
宮
の
心
を
動
か
せ
た
と
す
る
。

と
説
き
、『
源
氏
物
語
』「
総
角
」
巻
か
ら
「
一
方
に
」
の
用
例
を
掲
げ

た
う
え
で
、「
私
に
見
ら
れ
、
知
ら
れ
な
い
で
は
い
ら
れ
な
い
と
お
思
い

つ
き
に
な
っ
た
あ
な
た
お
一
人
の
力
に
よ
っ
て
」
と
訳
し
て
い
る
。『
全

注
釈
』
で
は
、「
人
か
た
」
の
本
文
の
ま
ま
、
と
く
に
先
行
諸
注
釈
書
へ

の
言
及
も
な
く
、「
私
に
会
わ
な
い
で
は
よ
う
お
れ
な
い
と
お
思
い
寄
り

に
な
っ
た
あ
な
た
お
一
人
の
思
い
に
よ
っ
て
」（
一
二
五
三
頁
）
と
口
語
訳

す
る
。

以
上
の
よ
う
に
、「
人
か
た
」
に
つ
い
て
は
、
本
文
校
訂
も
、
訳
出
の

し
か
た
も
、
注
釈
書
に
よ
っ
て
ま
ち
ま
ち
で
あ
り
、
い
ま
だ
解
釈
が
定

ま
っ
て
い
な
い
こ
と
が
窺
え
る
。

三
　「
人
こ
と
」
は
「
ひ
と
こ
と
（
一
言
）」
で
あ
る

つ
づ
い
て
、
中
納
言
は
、「
す
べ
て
、
よ
ろ
づ
も
、
人
と
む
ま
れ
け
る

よ
の
思
（
ひ
）
い
で
、
た
ゞ
、
こ
の
人
こ
と
に
こ
そ
は
」
と
語
る
。
自

分
に
と
っ
て
、
容
易
に
得
が
た
い
人
身
を
得
た
こ
の
世
を
去
る
と
き
の

思
い
出
と
は
、
ほ
か
な
ら
ぬ
「
こ
の
人
こ
と
」
な
の
で
あ
っ
た
、
と
い

う
の
だ
が
、
こ
こ
の
「
人
こ
と
」
が
ま
た
、
わ
か
り
に
く
い
（
な
お
、
浅

野
本
・
尾
上
本
と
も
に
「
思
い
て
」
と
表
記
し
て
い
る
の
を
、『
新
註
』
以
下
の
諸
注

釈
書
、
す
べ
て
「
思
ひ
で
」
と
読
む
が
、
送
り
仮
名
「
ひ
」
を
補
い
、「
思
ひ
出い
で

」
と

解
し
た
）。

「
人
こ
と
」
に
つ
い
て
、『
新
註
』
で
は
、「
一ひ

と

こ
と
」（
三
七
八
頁
）
と

本
文
を
整
定
し
、「
唯
あ
な
た
と
お
目
に
か
か
る
こ
と
が
出
来
た
と
い
ふ

此
の
一
事
に
よ
つ
て
」
と
訳
し
て
い
る
。『
大
系
』
の
頭
注
で
も
、「『
人

こ
と
』
は
仮
り
に
『
一
事
』
の
意
に
解
く
。」（
四
二
六
頁
）
と
説
く
い
っ

ぽ
う
、
補
注
九
一
八
で
は
、

「
人
こ
と
」
は
尾
上
本
は
「
人
」
と
だ
け
あ
っ
て
、「
こ
と
」
は
そ

の
右
傍
下
方
に
細
書
さ
れ
て
い
る
。「
一
事
」
の
意
と
し
て
も
「
こ

の
世
で
あ
な
た
と
め
ぐ
り
あ
っ
た
と
い
う
一
事
」
な
ど
の
意
と
も

解
け
よ
う
し
、
又
、「
一
言
」
の
意
と
し
て
「
中
納
言
に
つ
げ
さ
せ

給
へ
」
を
さ
す
も
の
と
も
解
け
よ
う
。（
五
〇
七
頁
）
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と
、
二
様
に
解
釈
で
き
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。

こ
れ
を
承
け
て
、『
桜
楓
』
で
は
、「『
人
こ
と
』
を
『
ひ
と
こ
と
』
か

ら
『
一
事
』
な
い
し
『
一
言
』
と
解
く
。
後
者
が
よ
か
ろ
う
。」（
二
二
四

頁
）
と
す
る
。『
全
集
』
で
は
、

底
本
「
人
こ
と
は
（「
人
こ
と
に
こ
そ
は
」
の
誤
り
―
辛
島
注
）」
と
あ

り
、
尾
上
本
は
「
こ
と
」
が
補
入
傍
記
。
尾
上
本
の
補
入
を
除
く

な
ら
「
た
だ
こ
の
人
に
こ
そ
は
」、
ひ
た
す
ら
姫
君
に
こ
そ
思
い
出

が
残
る
意
と
な
る
が
、
底
本
の
「
人
こ
と
」
を
「
一
言
」
に
改
め

た
。「
一
事
」
と
も
解
け
る
。（
四
三
一
頁
）

と
頭
注
を
施
し
、「
あ
な
た
が
私
の
名
を
呼
ば
れ
た
、
た
だ
そ
の
一
言
に

こ
そ
あ
る
の
で
す
。」
と
現
代
語
訳
し
て
い
る
。『
全
注
釈
』
で
も
、

底
本
の
「
人
こ
と
」
の
箇
所
、
尾
上
本
は
「（
人
ノ
）
下
に
補
入
の

印
を
附
し
右
傍
下
方
に
『
こ
と
』
と
細
書
せ
り
。『
人
』
は
猶
『
一
』

の
転
々
誤
写
か
」（『
尾
上
本
浜
松
中
納
言
物
語
』
二
七
七
頁
）
と
あ
る
こ

と
か
ら
、「
一
言
」
と
解
す
る
。
い
ま
「
一
言
」
と
し
て
口
語
訳
を

し
て
お
い
た
。（
一
二
五
六
頁
）

と
注
釈
が
あ
り
、「
た
だ
こ
の
一
言
で
ご
ざ
い
ま
す
。」（
一
二
五
三
頁
）
と

訳
し
て
い
る
。

こ
う
し
て
見
る
と
、「
人
こ
と
」
に
つ
い
て
は
、『
大
系
』
が
別
案
と
し

て
示
し
た
「
一
言
」
説
が
、
そ
の
後
は
大
勢
を
占
め
た
こ
と
が
わ
か
る
。

四
　「
人
か
た
」
も
「
ひ
と
こ
と
（
一
言
）」
で
あ
る

と
こ
ろ
で
、「
人
こ
と
」
を
「
ひ
と
こ
と
（
＝
一
言
）」
の
当
て
字
で
あ

る
と
認
め
る
な
ら
ば
、
そ
の
「
一
言
」
と
は
、『
大
系
』
の
補
注
に
い
う

と
お
り
、
吉
野
姫
君
が
息
の
下
で
式
部
卿
宮
に
答
え
た
、「
中
納
言
に
告

げ
さ
せ
給
へ
」
と
い
う
「
一
言
」
を
指
し
て
い
る
と
見
て
過
た
な
い
の

で
あ
る
が
、
こ
こ
で
注
意
し
た
い
の
が
、「
人
と
む
ま
れ
け
る
よ
の
思

（
ひ
）
い
で
、
た
ゞ
、
こ
の

0

0

人
こ
と
（
＝
一
言
）
に
こ
そ
は
」
と
表
現
し

て
い
る
点
で
あ
る
。「
こ
の

0

0

一
言
」
と
い
う
か
ら
に
は
、
こ
れ
以
前
に
、

当
然
、
そ
の
「
一
言
」
に
つ
い
て
の
言
及
が
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
そ

し
て
、
そ
れ
は
、
疑
い
も
な
く
、「
さ
ば
か
り
見
し
御
あ
り
さ
ま
な
が

ら
、『
み
え
し
ら
れ
で
は
、
え
あ
ら
じ
』
と
、
お
ぼ
し
よ
り
け
ん
人
か
た

に
よ
り
、
宮
の
、
わ
ざ
と
尋
（
ね
）
さ
せ
給
へ
り
し
」
と
あ
る
の
が
該

当
す
る
。
と
こ
ろ
が
、
じ
っ
さ
い
に
は
、
肝
腎
の
「
一
言
」
の
語
が
、

そ
こ
に
は
見
当
た
ら
な
い
の
だ
。
そ
こ
で
、
よ
く
よ
く
観
察
す
る
と
、

吉
野
姫
君
の
「
み
え
し
ら
れ
で
は
、
え
あ
ら
じ
」
と
の
思
い
を
承
け
て
、

式
部
卿
宮
が
中
納
言
を
わ
ざ
わ
ざ
探
し
当
て
た
、
と
つ
づ
く
文
章
の
結

び
目
に
あ
る
「
人
か
た
」
の
文
字
が
、
あ
ら
た
め
て
注
目
さ
れ
て
く
る
。

「
人
か
た
」
の
解
釈
が
い
ま
だ
定
ま
ら
な
い
こ
と
、
前
述
の
と
お
り
で

あ
る
。
し
か
る
に
、
吉
野
姫
君
の
「
み
え
し
ら
れ
で
は
、
え
あ
ら
じ
」
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と
の
思
い
が
式
部
卿
宮
に
伝
わ
り
、
さ
ら
に
中
納
言
へ
と
連
絡
が
取
ら

れ
る
た
め
に
は
、「
中
納
言
に
告
げ
さ
せ
給
へ
」
と
い
う
「
一
言
」
が
、

な
に
よ
り
必
要
不
可
欠
で
あ
っ
た
。
だ
と
す
れ
ば
、
こ
の
落
ち
着
き
の

悪
い
文
字
「
人
か
た
」
こ
そ
が
、
元
来
は
、「
ひ
と
こ
と
」
だ
っ
た
の
で

は
あ
る
ま
い
か
。
浅
野
本
の
影
印
で
も
、「
人
か
た
（
可
多
）」
と
「
人
こ

と
（
己
止
）」
の
書
体
は
、
か
な
り
近
似
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。

そ
う
す
る
と
、
こ
こ
は
、「
…
…
と
、
お
ぼ
し
よ
り
け
ん
（
吉
野
姫
君

の
）
ひ
と
こ
と

0

0

0

0

（
＝
一
言
）
に
よ
り
、
宮
の
、
わ
ざ
と
尋
（
ね
）
さ
せ
…
…
」

と
読
む
こ
と
が
で
き
、
そ
の
よ
う
に
読
み
さ
え
す
れ
ば
、
文
意
は
、
す

こ
ぶ
る
明
瞭
と
な
る
。
姫
君
の
「
ひ
と
こ
と
」
に
つ
い
て
、
中
納
言
は
、

式
部
卿
宮
か
ら
、「
か
ら
う
じ
て
息
の
し
た
に
、『
中
納
言
に
告
げ
よ
』

と
言
ふ
や
う
に
聞
こ
え
つ
る
」（
四
一
六
頁
）
と
聞
か
さ
れ
た
だ
け
で
、
直

接
耳
に
し
た
わ
け
で
は
な
い
。「
お
ぼ
し
よ
り
け
ん

0

0

」
と
、
過
去
の
推
量

を
表
す
助
動
詞
が
用
い
ら
れ
て
い
る
の
は
、
そ
の
せ
い
で
あ
る
。
そ
し

て
、
そ
の
よ
う
な
姫
君
の
「
ひ
と
こ
と
」
に
対
す
る
深
い
思
い
入
れ
の

延
長
線
上
に
、
中
納
言
は
、「
人
と
む
ま
れ
け
る
よ
の
思
（
ひ
）
い
で
」

は
、「
た
ゞ
、
こ
の
ひ
と
こ
と

0

0

0

0

0

0

」
だ
、
と
ま
で
訴
え
る
の
で
あ
る
。
こ
の

よ
う
な
確
認
を
経
て
、
諸
注
釈
書
を
振
り
返
る
と
、
さ
き
に
、「
文
脈
に

整
合
さ
せ
よ
う
と
し
た
、
か
な
り
大
胆
な
意
訳
で
あ
る
」
と
述
べ
た
、

『
新
註
』
の
「
私
に
逢
は
な
い
で
は
居
ら
れ
な
い
と
お
思
ひ
下
さ
つ
た
あ

な
た
の
お
言
葉
に
よ
り
」
と
の
解
釈
が
、
結
果
的
に
は

0

0

0

0

0

、
も
っ
と
も
正

解
に
近
か
っ
た
こ
と
に
な
る
。

五
　「
こ
の
ひ
と
こ
と
に
こ
そ
は
。」
で
句
点
に
は
な
ら
な
い

次
に
、「
人
と
む
ま
れ
け
る
よ
の
思
（
ひ
）
い
で
、
た
ゞ
、
こ
の
人
こ

と
（
＝
一
言
）
に
こ
そ
は
」
に
つ
い
て
、
検
討
し
て
み
た
い
。
こ
こ
に
つ

い
て
は
、『
大
系
』
が
、「
こ
そ
は
。」
と
句
点
を
打
っ
て
以
来
、
後
続
の

『
桜
楓
』『
全
集
』『
全
注
釈
』、
さ
ら
に
は
須
田
哲
夫
・
佐
々
木
新
太
郎

著
『
校
訂	

浜
松
中
納
言
物
語
』（
二
〇
〇
五
年
、
勉
誠
出
版
）
も
、
す
べ
て
そ

の
よ
う
に
読
む
こ
と
で
一
致
す
る
。
し
か
し
、
む
し
ろ
こ
こ
は
、
唯
一

の
例
外
で
あ
る
『
新
註
』
の
よ
う
に
、
下
文
へ
つ
づ
く
、
と
見
る
べ
き

と
こ
ろ
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

繰
り
返
し
に
な
る
が
、
中
納
言
に
と
っ
て
、
瀕
死
の
状
態
の
吉
野
姫

君
が
、
最
後
に
す
が
り
た
い
人
物
と
し
て
自
分
を
名
指
し
し
た
こ
と
へ

の
感
動
が
、
そ
の
切
々
た
る
訴
え
の
中
核
に
あ
る
。
そ
し
て
、「
こ
そ
は

（
あ
れ
）。」
で
切
る
と
、
姫
君
の
そ
の
よ
う
な
「
一
言
」
が
、
思
い
出
そ

の
も
の
だ
、
と
い
う
理
解
に
な
る
。
し
か
し
、
こ
の
前
後
の
文
脈
を
よ

く
見
る
と
、「
人
と
む
ま
れ
け
る
よ
」
＝
現
世

0

0

と
、「
こ
の
世
な
ら
」
ぬ
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来
世

0

0

と
が
対
比
し
て
あ
っ
て
、
現
世
で
の
さ
ま
ざ
ま
な
（
つ
ら
い
こ
と
も

あ
っ
た
）
思
い
出
が
、
ほ
か
な
ら
ぬ
あ
な
た
の
「
一
言
」
に
よ
っ
て
（
救

わ
れ
）、
来
世
に
お
い
て
も
、「
う
れ
し
く
、
あ
は
れ
な
る
ふ
し
に
」
思

い
出
さ
れ
る
だ
ろ
う
、
と
い
う
展
開
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
、「
こ
そ

は
。」
で
止
め
て
し
ま
っ
て
は
、
こ
と
ば
の
自
然
な
な
が
れ
が
分
断
さ

れ
、
中
納
言
の
痛
切
な
訴
え
が
台
無
し
で
あ
る
。
ま
た
、
係
り
結
び
も
、

「
こ
の
人
こ
と
に
こ
そ

0

0

は
」
を
、「
思
ひ
出
（
で
）
ら
る
べ
う
も
こ
そ
侍0

れ0

。」
が
受
け
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、「
も
こ
そ
侍
れ
」
の
「
こ
そ
」
の

ほ
う
が
、
か
え
っ
て
不
審
・
不
要
な
文
字
で
あ
る
。
語
気
を
強
め
よ
う

と
す
る
意
識
が
、
よ
け
い
な
重
複
を
招
い
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

六
　「
思
ひ
う
か
れ
～
心
な
れ
ど
も
」
は
補
足
説
明
で
あ
る

以
上
の
よ
う
な
、「
人
と
む
ま
れ
け
る
よ
の
思
（
ひ
）
い
で
」
と
な
る

吉
野
姫
君
の
存
在
の
大
き
さ
を
確
認
し
た
う
え
で
、
中
納
言
は
、「
め
ぐ

ら
ひ
侍
ら
ん
か
ぎ
り
の
御
う
し
ろ
み
、
い
か
で
つ
か
ま
つ
り
（
尾
上
本

「
つ
か
う
ま
つ
り
」）
侍
ら
ば
や
」
と
、
姫
君
へ
の
終
生
変
わ
ら
ぬ
後
見
を

約
束
す
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
以
下
の
解
釈
に
つ
い
て
も
、『
新
註
』
の

頭
注
に
、「
あ
く
が
れ
ま
か
り
し
心
な
れ
ど
―
或
は
こ
の
下
に
若
干
の

脱
文
あ
る
か
。」（
三
七
八
～
三
七
九
頁
）
と
の
疑
義
が
出
さ
れ
て
い
る
ほ
か
、

『
大
系
』
の
補
注
九
二
〇
で
は
、

「
も
ろ
こ
し
ま
で
」
以
下
「
ほ
だ
し
な
り
け
れ
」
ま
で
十
分
解
し
が

た
い
。
脱
文
が
あ
る
の
か
も
知
れ
な
い
。「
も
こ
そ
」（
中
略
）
の
意

や
、「
か
ば
か
り
」
の
さ
す
も
の
、「
思
ひ
す
て
侍
る
」
の
目
的
語
、

さ
ら
に
は
「
も
ろ
こ
し
ま
で
あ
く
が
れ
ま
か
り
し
心
な
れ
ど
も
」

と
は
何
を
い
お
う
と
し
た
の
か
な
ど
、
そ
の
他
に
つ
い
て
、
す
こ

ぶ
る
疑
わ
し
い
ふ
し
ぶ
し
が
多
い
。（
五
〇
七
頁
）

と
述
べ
、『
全
注
釈
』
に
も
、「
こ
の
あ
た
り
の
わ
か
り
に
く
さ
は
中
納

言
の
あ
り
余
る
思
い
に
即
し
て
文
言
を
展
開
す
る
と
こ
ろ
か
ら
生
じ
た

の
か
も
知
れ
な
い
。」（
一
二
五
六
～
一
二
五
七
頁
）
と
の
見
解
が
示
さ
れ
て

い
る
。
し
か
し
、「
思
ひ
う
か
れ
、
も
ろ
こ
し
ま
で
あ
く
が
れ
ま
か
り
し

心
な
れ
ど
も
」
を
、
直
前
の
決
意
表
明
に
つ
い
て
の
補
足
説
明
と
見
れ

ば
、
も
ろ
も
ろ
の
不
審
も
、
す
べ
て
解
消
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

「
思
ひ
う
か
れ
」
は
、『
全
集
』
の
頭
注
に
、「
後
見
と
な
る
期
待
で
心

が
『
思
ひ
浮
れ
』」（
四
三
一
頁
）
と
い
う
よ
う
な
、
中
納
言
の
決
意
表
明

を
承
け
る
こ
と
ば
で
は
な
く
、
下
文
に
つ
づ
く
。『
全
注
釈
』
で
は
、

「『
思
ひ
浮
か
れ
』
の
下
に
文
を
結
ぶ
語
が
あ
れ
ば
、
こ
の
あ
た
り
は
わ

か
り
や
す
い
。（
中
略
）
原
文
の
ま
ま
な
ら
ば
、『
思
ひ
浮
か
れ
』
て
渡
唐

し
た
と
し
か
解
せ
な
い
。」（
一
二
五
六
頁
）
と
も
述
べ
て
い
る
の
だ
が
、

ま
さ
に
、〈「
思
ひ
浮
か
れ
」
て
渡
唐
し
た
〉
と
い
い
た
い
の
だ
。
中
納

言
が
、
決
意
表
明
に
つ
づ
い
て
、
わ
ざ
わ
ざ
、「
思
ひ
う
か
れ
、
…
…
」

と
こ
と
わ
り

0

0

0

0

（
補
足
説
明
）
を
入
れ
る
の
は
、
自
ら
の
過
去
の
心
の
遍
歴
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に
照
ら
し
て
も
、
姫
君
の
後
見
は
当
然
の
こ
と
だ
、
と
い
っ
た
思
い
か

ら
な
の
で
あ
ろ
う
。
こ
と
さ
ら
に
「
も
ろ
こ
し
ま
で
」
云
々
と
い
っ
て

い
る
こ
と
に
つ
い
て
、『
桜
楓
』
の
頭
注
で
は
、

渡
唐
を
「
あ
く
が
れ
ま
か
る
」
と
表
現
す
る
こ
と
、
巻
三
、
一
四

三
頁
（『
全
集
』
二
八
一
頁
―
辛
島
注
）
に
も
あ
っ
た
。
転
生
し
た
父

宮
に
会
う
た
め
の
渡
唐
が
、
唐
后
と
の
縁
を
結
び
、
さ
ら
に
そ
の

ゆ
か
り
の
人
の
世
話
を
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
が
如
く
変
容
し
、
い

ま
の
中
納
言
の
生
を
支
え
て
い
る
。（
二
二
四
頁
）

と
説
く
が
、
傾
聴
す
べ
き
意
見
で
あ
ろ
う
。『
全
集
』
の
頭
注
で
も
、「
故

父
宮
の
転
生
に
始
ま
っ
た
渡
唐
が
、
唐
后
と
の
契
り
や
若
君
の
誕
生
、

ゆ
か
り
の
姫
君
へ
と
連
鎖
す
る
思
い
か
ら
か
。」（
四
三
二
頁
）
と
、
同
趣

旨
の
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。

七
　「
そ
れ
」
が
指
す
の
は
「
こ
の
ひ
と
こ
と
」
で
あ
る

と
こ
ろ
で
、
中
納
言
の
決
意
表
明
に
先
立
つ
、「
そ
れ
ば
か
り
に
、
い

の
ち
を
も
、
心
を
も
か
け
て
」
に
つ
い
て
も
、
検
討
し
て
お
き
た
い
。

さ
き
の
本
文
引
用
で
は
、
こ
の
部
分
の
対
訳
が
欠
け
て
い
る
の
で
あ
る

が
、
そ
れ
は
、『
大
系
』
に
な
に
も
注
が
施
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
せ
い
で

あ
る
。
で
は
、
な
ん
の
問
題
も
な
い
か
と
い
え
ば
、
そ
う
と
も
い
え
な

い
。『
大
系
』
以
外
を
見
る
と
、『
新
註
』
の
頭
注
で
は
、「
あ
な
た
と
の

真
実
の
お
つ
き
あ
ひ
の
上
に
の
み
私
の
身
も
心
も
懸
け
て
」（
三
七
八
頁
）

と
訳
し
て
い
て
、「
そ
れ
ば
か
り
に
」
に
つ
い
て
は
、
文
脈
を
意
識
し
た

か
な
り
説
明
的
な
訳
出
と
な
っ
て
い
る
。『
桜
楓
』
に
は
、
特
段
の
言
及

は
な
い
。『
全
集
』
で
は
、「
私
は
そ
れ
く
ら
い
、
命
を
も
心
を
も
投
げ

打
っ
て
」（
四
三
一
頁
）
と
現
代
語
訳
し
て
い
る
が
、「
そ
れ
く
ら
い
」
の

意
味
す
る
と
こ
ろ
が
、
曖
昧
で
あ
る
。『
全
注
釈
』
で
は
、「『
そ
れ
』
は

吉
野
姫
君
を
庇
護
す
る
こ
と
。
吉
野
姫
君
を
守
り
お
世
話
す
る
こ
と
だ

け
に
。」（
一
二
五
六
頁
）
と
の
注
釈
を
加
え
、「
そ
れ
だ
け
に
命
を
も
心
を

も
捧
げ
て
」（
一
二
五
三
頁
）
と
口
語
訳
し
て
い
る
。

ま
ず
明
ら
か
に
す
べ
き
は
、「
そ
れ
ば
か
り
」
の
「
そ
れ
」
が
指
す
内

容
で
あ
る
が
、
唯
一
そ
の
こ
と
に
は
っ
き
り
言
及
し
て
い
る
の
が
、『
全

注
釈
』
で
あ
る
。
た
だ
し
、「『
そ
れ
』
は
吉
野
姫
君
を
庇
護
す
る
こ
と
。」

と
い
う
説
明
で
は
、「
そ
れ
」
が
あ
と
に
く
る
内
容
を
先
取
り
し
て
い
る

こ
と
と
な
り
、
不
審
で
あ
る
。
素
直
に
読
め
ば
、「
そ
れ
」
は
直
前
の
内

容
を
承
け
る
は
ず
で
あ
る
か
ら
、「
す
べ
て
、
よ
ろ
づ
も
、
人
と
む
ま
れ

け
る
よ
の
思
（
ひ
）
い
で
、
た
ゞ
、
こ
の
人
こ
と
（
＝
一
言
）
に
こ
そ
は
、

う
れ
し
く
、
あ
は
れ
な
る
ふ
し
に
、
こ
の
世
な
ら
で
も
、
思
ひ
出
（
で
）

ら
る
べ
う
も
こ
そ
侍
れ
。」
を
承
け
て
、
そ
の
な
か
で
も
、
こ
の
世
で
の

特
別
な
思
い
出
と
な
る
は
ず
だ
、
と
訴
え
る
こ
と
ば
の
中
核
に
あ
る
キ
ー

ワ
ー
ド
、「
こ
の
一
言
」
を
指
す
と
見
る
の
が
、
順
当
で
あ
る
。
そ
し

て
、「
ば
か
り
」
は
、
程
度
で
は
な
く
、
限
定
の
意
。
吉
野
姫
君
の
あ
の
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「
一
言
」
が
あ
っ
た
と
い
う
一
事
に
よ
っ
て
、
わ
た
し
は
こ
の
世
に
命
を

繋
ぎ
と
め
、
思
い
の
す
べ
て
を
姫
君
の
た
め
に
捧
げ
て
、「
め
ぐ
ら
ひ
侍

ら
ん
か
ぎ
り
の
御
う
し
ろ
み
、
い
か
で
つ
か
ま
つ
り
侍
ら
ば
や
」
と
決

意
し
た
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

八
　「
ひ
と
も
こ
そ
」
は
「
ひ
と
こ
と
（
一
言
）
こ
そ
」
で
あ
る

そ
の
あ
と
に
つ
づ
く
「
思
ひ
う
か
れ
、
も
ろ
こ
し
ま
で
あ
く
が
れ
ま

か
り
し
心
な
れ
ど
も
」
は
、
前
述
の
よ
う
に
、
決
意
表
明
に
つ
い
て
の

補
足
説
明
な
の
で
、
こ
と
ば
の
な
が
れ
と
し
て
は
、「『
…
…
い
か
で
つ

か
ま
つ
り
侍
ら
ば
や
』
と
（
思
い
ま
す
）。」
で
、
い
っ
た
ん
は
閉
じ
ら
れ

た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
あ
ら
た
め
て
、「『
し
ら
れ
ん
』
と
お
ぼ
し
け

る
ひ
と
も
こ
そ
、
か
ば
か
り
思
（
ひ
）
す
て
侍
（
る
）
よ
の
、
ほ
だ
し

な
り
け
れ
。」
と
い
う
こ
と
ば
で
も
っ
て
、
中
納
言
の
訴
え
は
結
ば
れ
る

の
で
あ
る
。
そ
の
う
ち
、「
か
ば
か
り
思
（
ひ
）
す
て
侍
（
る
）
よ
」
と

い
う
の
は
、『
全
集
』
の
頭
注
に
、「
中
納
言
の
気
持
と
し
て
は
棄
て
た

は
ず
の
俗
世
」（
四
三
二
頁
）
と
あ
る
説
明
が
、
妥
当
で
あ
る
。
遡
っ
て
巻

四
で
も
、
中
納
言
は
、
吉
野
姫
君
に
向
か
っ
て
、

か
た
ち
を
か
へ
て
（
山
奥
に
）
入
り
な
ま
ほ
し
け
れ
ど
、
た
だ
ひ
と

と
こ
ろ
（
＝
吉
野
姫
君
）
を
ほ
だ
し
に
思
ひ
聞
こ
え
て
な
む
、
さ
ま

で
は
、
え
思
ひ
立
ち
は
べ
ら
ず
。（
三
六
六
頁
）

と
、
み
ず
か
ら
の
思
い
を
語
り
、
姫
君
の
手
習
の
傍
ら
に
、

思
ひ
わ
び
あ
ら
じ
と
思
ふ
世
な
れ
ど
も

　
　

た
れ
ゆ
ゑ
と
ま
る
心
と
か
知
る
（
三
六
七
頁
）

と
書
き
添
え
る
な
ど
、
姫
君
を
、
棄
て
て
も
惜
し
く
な
い
俗
世
に
繋
ぎ

と
め
る
唯
一
の
「
ほ
だ
し
」
で
あ
る
と
、
強
く
意
識
し
て
い
た
。

そ
の
前
の
、「『
し
ら
れ
ん
』
と
お
ぼ
し
け
る
ひ
と
も
こ
そ
」
に
つ
い

て
は
、「
も
こ
そ
」
の
用
法
を
め
ぐ
っ
て
、『
大
系
』
と
『
全
集
』
と
で

意
見
が
割
れ
る
が
、
内
容
そ
の
も
の
は
、「『
み
え
し
ら
れ
で
は
、
え
あ

ら
じ
』
と
、
お
ぼ
し
よ
り
け
ん
人
か
た
（
→
ひ
と
こ
と
）
に
よ
り
」
と
述

べ
て
い
た
こ
と
の
、
繰
り
返
し
で
あ
る
。
す
る
と
、
こ
こ
で
に
わ
か
に

気
に
な
っ
て
く
る
の
が
、『
新
註
』
以
来
、
こ
れ
ま
で
一
貫
し
て
、「
…
…

と
お
ぼ
し
け
る
人
も

0

0

こ
そ
」
と
読
ま
れ
て
き
た
こ
の
箇
所
も
、「
人
か

た
」
が
「
ひ
と
こ
と
」
か
ら
の
転
訛
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
同
じ
く
、「
ひ

と
こ
と
」
と
あ
っ
た
も
の
を
誤
写
し
て
「
ひ
と
も
」
と
な
っ
た
の
で
は

な
い
か
、
と
い
う
疑
い
で
あ
る
。「
こ
と
（
己
止
の
合
字
）」
と
「
も
（
毛
）」

が
紛
れ
や
す
い
文
字
で
あ
る
こ
と
、
い
う
ま
で
も
な
い
。
こ
こ
を
、「『
し

ら
れ
ん
』
と
お
ぼ
し
け
る
ひ
と
こ
と

0

0

0

0

（
一
言
）
こ
そ
」
と
読
む
な
ら
ば
、

「
も
こ
そ
」
は
悪
い
事
態
を
予
測
す
る
の
が
通
例
だ
が
、
こ
こ
で
は
強
調

で
あ
る
、
な
ど
と
い
う
説
明
も
不
要
と
な
り
、
す
ん
な
り
強
調
表
現
と

し
て
、
下
に
つ
づ
け
て
読
む
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
右
に
掲
げ
た

巻
四
の
例
も
そ
う
で
あ
る
の
だ
が
、「
ほ
だ
し
」
は
、
多
く
、
束
縛
す
る
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人0

に
つ
い
て
用
い
ら
れ
る
こ
と
ば
な
の
で
、「
人
も
（
ひ
と
も
）」
を
「
一

言
（
ひ
と
こ
と
）」
と
改
め
る
こ
と
で
、
か
え
っ
て
違
和
感
を
覚
え
る
表
現

に
な
っ
た
、
と
の
批
判
は
、
あ
り
得
る
か
も
し
れ
な
い
。『
全
注
釈
』
で

は
、「
思
（
ひ
）
す
て
侍
（
る
）
よ
の
、
ほ
だ
し
」
に
つ
い
て
、『
古
今

和
歌
集
』（
巻
十
八
・
雑
下
・
九
五
五
番
・
物
部
良
名
）
の
、

世
の
憂
き
め
見
え
ぬ
山
路
へ
入
ら
む
に
は

　
　

お
も
ふ
人0

こ
そ
ほ
だ
し

0

0

0

な
り
け
れ

	

（『
古
今
和
歌
集
』
の
引
用
は
『
新
潮
日
本
古
典
集
成
』
本
に
よ
る
）

に
よ
る
旨
、
注
釈
で
指
摘
し
て
も
い
る
（
こ
の
歌
は
、
巻
四
に
、「
い
か
な
ら

む
見
え
ぬ
山
路
も
が
な
」［
三
一
〇
頁
］、
最
終
巻
で
も
、「
い
か
な
ら
む
見
え
ぬ
山
路

に
も
行
き
隠
れ
に
し
が
な
」［
四
四
八
頁
］
と
引
か
れ
る
ほ
か
、『
源
氏
物
語
』
な
ど
で

も
、
し
ば
し
ば
引
歌
に
用
い
ら
れ
て
い
る
）。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
こ
ま
で
縷
々
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
中
納
言
の

吉
野
姫
君
へ
の
訴
え
か
け
の
内
実
を
見
定
め
る
と
き
、
そ
の
思
い
の
中

核
に
あ
る
の
は
、
紛
れ
も
な
く
、「
中
納
言
に
告
げ
さ
せ
給
へ
」
と
姫
君

が
口
に
し
た
「
ひ
と
こ
と
」
へ
の
、
絶
対
的
と
も
い
う
べ
き
傾
倒
で
あ
っ

た
。
さ
ら
に
は
、「
ほ
だ
し
」
の
例
と
し
て
、
同
じ
く
『
古
今
和
歌
集
』

（
巻
十
八
・
雑
下
・
九
三
九
番
・
小
野
小
町
）
に
は
、

あ
は
れ
て
ふ
言こ

と

こ
そ
う
た
て

　
　

世
の
中
を
お
も
ひ
は
な
れ
ぬ
ほ
だ
し

0

0

0

な
り
け
れ

と
い
う
歌
も
あ
り
、
そ
こ
で
は
、「
あ
は
れ
て
ふ
言0

」
が
「
ほ
だ
し
」
と

さ
れ
て
い
る
の
だ
。
こ
の
歌
の
表
現
は
、
一
首
全
体
が
中
納
言
の
こ
と

ば
と
も
重
な
り
あ
っ
て
、
あ
る
い
は
、
小
町
の
歌
を
念
頭
に
置
い
た
物

言
い
で
あ
っ
た
か
、
と
さ
え
思
わ
れ
て
く
る
。
な
ら
ば
、「『
し
ら
れ
ん
』

と
お
ぼ
し
け
る
（
あ
な
た
の
）
ひ
と
こ
と

0

0

0

0

こ
そ
【
あ
は
れ
て
ふ
言
こ
そ
】、
か

ば
か
り
思
（
ひ
）
す
て
侍
（
る
）
よ
の
【
う
た
て
世
の
中
を
お
も
ひ
は
な
れ

ぬ
】、
ほ
だ
し

0

0

0

な
り
け
れ
【
ほ
だ
し
な
り
け
れ
】。」
と
読
み
解
く
こ
と
は
、
な

ん
ら
不
自
然
な
点
が
な
い
ば
か
り
か
、
そ
の
よ
う
に
読
ん
で
は
じ
め
て
、

吉
野
姫
君
へ
の
終
生
変
わ
ら
ぬ
後
見
を
誓
っ
た
中
納
言
が
、
そ
の
思
い

の
原
点
を
あ
ら
た
め
て
確
認
す
る
こ
と
ば
と
し
て
、
重
く
ひ
び
い
て
く

る
の
で
あ
る
。

九
　
む
す
び
―
吉
野
姫
君
の
「
ひ
と
こ
と
」
へ
の
中
納
言
の
思
い

最
後
に
、
こ
こ
ま
で
の
検
討
結
果
を
踏
ま
え
た
校
訂
本
文
を
作
成
し
、

以
下
に
掲
げ
て
お
く
。
改
訂
し
た
箇
所
に
は
圏
点
を
施
し
、（　

）
内
に

簡
単
な
説
明
を
付
す
と
と
も
に
、
文
脈
を
辿
り
や
す
く
す
る
た
め
、〔　

〕

に
括
っ
て
主
語
や
説
明
を
補
っ
た
。

よ
し
や
、
思
ひ
の
外
な
る
し
ほ
や
く
煙
〔
＝
姫
君
が
ほ
か
の
男
と
結
ば

れ
た
こ
と
〕
は
、
我
〔
＝
あ
な
た
〕（
が
）
御
心
と
あ
る
事
に
も
あ
ら
ず

か
し
。
我
〔
＝
中
納
言
〕（
が
）
む
ね
の
ひ
ま
あ
き
〔
＝
「
あ
く
ま
じ
き
」
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の
意
〕、
心
や
す
ま
る
ま
じ
き
〔
あ
な
た
と
の
〕
契
り
の
う
れ
は
し
さ

は
、
人
〔
＝
あ
な
た
〕
の
御
お
こ
た
り
に
の
み
思
（
ふ
）
べ
き
に
あ

ら
ず
や
。
か
ば
か
り
に
て
は
、〔
あ
な
た
の
こ
と
を
〕
雲
ゐ
に
き
ゝ
な

し
奉
り
て
こ
そ
は
、〔
わ
た
し
は
〕
命
を
と
ぢ
め
侍
ら
ま
し
に
、〔
あ

な
た
が
〕
さ
ば
か
り
見
し
御
あ
り
さ
ま
な
が
ら
、「〔
中
納
言
に
〕
み
え

し
ら
れ
で
は
、
え
あ
ら
じ
」
と
、
お
ぼ
し
よ
り
け
ん
ひ
と
こ
と

0

0

0

0

（「
人

か
た
」
を
改
訂
）
に
よ
り
、
宮
の
、
わ
ざ
と
〔
わ
た
し
を
〕
尋
（
ね
）
さ

せ
給
へ
り
し
に
、〔
あ
な
た
の
わ
た
し
に
対
す
る
〕
御
心
の
お
も
む
き
、

思
（
ひ
）
侍
る
に
、
す
べ
て
、
よ
ろ
づ
も
、〔
わ
た
し
が
〕
人
と
む
ま

れ
け
る
よ
の
思
（
ひ
）
い
で
、
た
ゞ
、
こ
の
〔
あ
な
た
の
〕
ひ
と
こ

0

0

0

と0

（「
人
こ
と
」
を
改
訂
）
に
こ
そ
は
、
う
れ
し
く
、
あ
は
れ
な
る
ふ

し
に
、
こ
の
世
な
ら
で
も
、〔
わ
た
し
は
〕
思
ひ
出
（
で
）
ら
る
べ
う

も
侍
れ

0

0

0

（「
も
こ
そ
侍
れ
」
を
改
訂
）。
そ
れ
〔
＝
あ
な
た
の
「
ひ
と
こ
と
」〕

ば
か
り
に
、
い
の
ち
を
も
、
心
を
も
か
け
て
、「〔
わ
た
し
が
〕
め
ぐ

ら
ひ
侍
ら
ん
か
ぎ
り
の
〔
あ
な
た
の
〕
御
う
し
ろ
み
、
い
か
で
つ
か

ま
つ
り
侍
ら
ば
や
」
と
〔
思
い
ま
す
〕。
―
思
ひ
う
か
れ
、
も
ろ
こ

し
ま
で
あ
く
が
れ
ま
か
り
し
〔
わ
た
し
の
〕
心
な
れ
ど
も
…
…
。「〔
中

納
言
に
〕
し
ら
れ
ん
」
と
お
ぼ
し
け
る
〔
あ
な
た
の
〕
ひ
と
こ
と

0

0

0

0

（「
ひ

と
も
」
を
改
訂
）
こ
そ
、
か
ば
か
り
〔
わ
た
し
が
〕
思
（
ひ
）
す
て
侍

（
る
）
よ
の
、
ほ
だ
し
な
り
け
れ
。

	

そ
の
趣
旨
は
、
け
っ
き
ょ
く
の
と
こ
ろ
、「
よ
し
や
」
か
ら
「
人
の
御

お
こ
た
り
に
の
み
思
（
ふ
）
べ
き
に
あ
ら
ず
や
。」
ま
で
が
、
中
納
言
の

歌
の
上
句
、「
む
す
び
け
る
契
り
は
こ
と
に
あ
り
け
る
を
」
に
対
応
し
、

以
下
の
、
ひ
た
す
ら
吉
野
姫
君
の
「
ひ
と
こ
と
」
に
こ
だ
わ
っ
た
訴
え

が
、
下
句
、「
こ
の
世
か
の
世
と
た
の
み
け
る
か
な
」
に
相
当
す
る
も
の

で
あ
る
こ
と
に
、
気
づ
か
せ
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
歌
に
こ
め
た
思
い
を
、

さ
ら
に
詳
し
く
説
明
し
て
聞
か
せ
た
の
が
、
こ
の
こ
と
ば
だ
っ
た
の
で

あ
る
。

以
上
、
本
稿
で
は
、『
御
津
の
浜
松
』
最
終
巻
の
、
中
納
言
が
吉
野
姫

君
に
苦
し
い
胸
の
う
ち
を
訴
え
、
終
生
変
わ
ら
ぬ
後
見
の
決
意
を
表
明

す
る
に
到
る
こ
と
ば
全
体
を
取
り
上
げ
、
つ
ぶ
さ
に
検
討
を
加
え
た
。

そ
の
結
果
、
浅
野
本
を
翻
字
し
た
か
ぎ
り
で
は
、「
人
か
た
」「
人
こ
と
」

「
ひ
と
も
」
と
、
別
々
の
こ
と
ば
に
し
か
見
え
な
い
も
の
が
、
詳
細
に
内

容
を
吟
味
し
て
み
れ
ば
、
す
べ
て
は
、
姫
君
が
式
部
卿
宮
に
答
え
た
「
ひ

と
こ
と
」
へ
と
、
収
斂
す
べ
き
も
の
な
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
中
納

言
に
と
っ
て
そ
の
「
ひ
と
こ
と
」
と
は
、
姫
君
が
、
い
わ
ば
命
が
け

0

0

0

で
、

自
分
の
も
と
へ
の
帰
還
を
願
っ
た
証
し
だ
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
の
こ
と

を
思
う
と
、
か
れ
の
魂
は
激
し
く
ゆ
さ
ぶ
ら
れ
、
お
の
が
全
身
全
霊
を

か
け
て
応
え
ね
ば
な
ら
ぬ
、「
人
と
む
ま
れ
け
る
よ
の
思
（
ひ
）
い
で
」

と
も
、
意
識
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

中
納
言
の
訴
え
か
け
に
、
吉
野
姫
君
は
、「
む
げ
に
い
ら
へ
聞
こ
え
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ず
、
沈
み
入
ら
む
も
い
ぶ
せ
き
心
地
」
が
し
て
、

死
出
の
山
越
え
わ
び
つ
つ
ぞ
帰
り
来
し

　
　

た
づ
ね
ぬ
人
を
待
つ
と
せ
し
ま
に
（
四
三
二
頁
）

と
、
か
ろ
う
じ
て
答
え
た
（
中
納
言
の
「
む
す
び
け
る
」
の
歌
へ
の
返
歌
。
な
お
、

『
全
注
釈
』
で
は
、
中
納
言
の
歌
を
「
独
詠
」［
一
二
五
〇
頁
］
と
解
し
て
い
る
が
、
い

か
が
）
の
で
あ
っ
た
が
、
物
語
の
な
か
で
、
こ
れ
が
、
中
納
言
に
対
し
て

の
、
姫
君
の
最
後
の
歌
と
な
る
。
姫
君
は
、
さ
ら
に
こ
の
あ
と
、
式
部

卿
宮
の
詠
ん
だ
歌
に
答
え
て
、
は
じ
め
て
、

こ
と
の
葉
や
な
が
き
世
ま
で
も
と
ど
ま
ら
む

　
　

身
は
消
え
ぬ
べ
き
道
芝
の
露
（
四
三
五
頁
）

と
歌
を
返
し
、
こ
ち
ら
が
、
物
語
内
で
の
、
姫
君
の
最
後
の
歌
で
あ
っ

た
。
い
ず
れ
の
歌
に
も
、
死
の
影
が
色
濃
く
落
ち
て
い
る
が
、
そ
の
こ

と
は
、
物
語
の
最
終
局
面
で
は
描
か
れ
な
い
、
姫
君
の
行
く
末
（
死
）
を
、

暗
示
す
る
も
の
で
は
あ
ろ
う
。
そ
れ
と
と
も
に
、
こ
れ
ら
が
、
姫
君
と

か
か
わ
っ
た
ふ
た
り
の
男
へ
向
け
た
、
か
の
女
か
ら
の
永
訣
の
歌
で
も

あ
る
よ
う
に
見
え
る
の
は
、
筆
者
の
思
い
す
ご
し
で
あ
ろ
う
か
。

『
御
津
の
浜
松
』
最
終
巻
の
読
解
を
め
ぐ
っ
て
は
（
じ
つ
は
、
最
終
巻
に

か
ぎ
ら
な
い
の
だ
が
）、
な
お
問
題
と
す
べ
き
箇
所
が
少
な
く
な
い
。
残
念

な
が
ら
、
不
審
を
お
ぼ
え
つ
つ
も
、
容
易
に
は
解
決
の
い
と
ぐ
ち
さ
え

見
つ
か
ら
な
い
こ
と
も
多
く
、
も
ど
か
し
い
思
い
で
は
あ
る
が
、
あ
せ

ら
ず
、
す
こ
し
ず
つ
で
も
、
そ
の
不
審
を
解
き
ほ
ぐ
し
て
ゆ
く
こ
と
が

で
き
れ
ば
、
と
念
じ
て
い
る
。（
二
〇
一
四
年
五
月
稿
）

（
か
ら
し
ま　

ま
さ
お
・
本
学
教
授
）


