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す
で
に
多
く
の
人
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
平
安
時
代
お
よ
び
鎌
倉
時
代

の
臼
本
に
お
い
て
は
、
唐
の
詩
人
と
し
て
は
白
居
易
（
別
称
白
楽
天
、
七
七
二

一
八
四
六
）
が
穂
別
に
愛
さ
れ
、
ま
た
評
価
さ
れ
た
と
言
え
る
。
唐
詩
の
代
表

で
あ
る
李
白
（
七
〇
一
－
七
六
二
）
や
杜
甫
（
七
一
ニ
ー
七
七
〇
）
に
つ
い
て

は
、
ほ
と
ん
ど
言
及
さ
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
古
代
か
ら
中
世
に
か
け
て
目

本
文
藝
の
基
礎
と
な
っ
た
『
和
漢
朗
詠
集
』
（
藤
原
公
任
撰
、
　
一
〇
噌
二
）
は
、

多
く
の
漢
詩
を
含
ん
で
い
る
。
そ
の
多
く
は
白
居
易
の
も
の
で
あ
る
。
中
国
で

日
本
文
学
に
最
も
影
響
を
与
え
た
文
学
者
と
い
え
ば
、
白
居
易
だ
と
言
っ
て
全

く
さ
し
つ
か
え
な
い
の
で
あ
る
。

　
こ
の
点
に
つ
い
て
、
月
本
の
研
究
者
の
多
く
が
、
当
時
の
日
本
人
の
社
会
的

関
心
の
な
さ
と
い
う
理
由
を
挙
げ
る
こ
と
で
…
致
し
て
い
る
。
平
安
の
旧
本
人

は
社
会
的
意
識
が
未
発
達
で
あ
り
、
政
治
や
社
会
の
批
判
を
す
る
李
白
や
杜
甫

の
詩
を
受
け
入
れ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
白
居
易
に
は

政
治
的
社
会
的
な
調
刺
詩
も
あ
る
の
に
、
日
本
で
は
そ
れ
ら
が
受
け
入
れ
ら
れ

ず
、
ロ
マ
ン
チ
ッ
ク
な
好
情
詩
だ
け
が
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
か
ら
、
社
会
的

関
心
と
億
別
の
観
点
か
ら
こ
の
詩
人
が
受
容
さ
れ
愛
好
さ
れ
た
の
だ
と
い
う
の

で
あ
る
や

　
こ
の
説
明
は
一
応
は
も
っ
と
も
だ
が
、
不
充
分
な
点
が
あ
る
。
白
居
易
の
謁

刺
詩
が
受
け
入
れ
ら
れ
ず
拝
情
詩
の
み
演
受
け
入
れ
ら
れ
た
と
い
う
の
は
よ
い

と
し
て
、
李
白
や
杜
甫
に
も
政
治
的
で
な
い
ロ
マ
ン
的
な
詩
は
た
く
さ
ん
あ
る

の
に
、
そ
れ
ら
寮
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
な
い
の
は
ど
う
し
て
か
、
そ
れ
に
答
え

て
い
な
い
の
で
あ
る
。
杜
甫
・
李
白
が
知
ら
れ
ず
白
居
易
ば
か
り
が
知
ら
れ
た

の
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
な
ぜ
か
。
そ
の
謎
は
解
け
な
い
ま
ま
で
あ
・
る
。

　
こ
れ
に
つ
い
て
、
詩
人
の
表
現
の
レ
ベ
ル
に
原
因
が
あ
っ
た
の
だ
と
量
β
つ
人
も

い
る
。
中
国
文
学
の
専
門
家
に
言
わ
せ
れ
ば
、
李
白
と
杜
甫
の
詩
は
…
大
・
変
難
｝
解
な

衷
現
を
含
ん
で
い
る
の
で
、
三
四
の
日
本
人
に
は
そ
の
良
さ
が
ね
か
ら
な
か
っ
た

と
い
う
の
で
あ
る
。
一
方
の
白
居
易
は
、
目
本
人
に
も
わ
か
り
や
す
い
平
易
な
表

現
を
用
い
て
い
た
。
そ
れ
で
、
人
気
が
出
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
な
る
ほ
ど
、
李

白
も
杜
甫
も
高
い
象
徴
化
の
表
現
を
用
い
て
複
雑
な
思
想
内
容
を
表
現
・
し
で
い
る

か
ら
、
そ
れ
ぶ
平
安
時
代
の
日
本
人
に
は
ピ
ン
と
来
な
か
っ
た
と
℃
9
わ
け
だ
。

　
で
は
、
ど
う
い
う
表
現
が
周
本
人
に
と
っ
て
わ
か
り
や
す
く
、
ど
う
い
う
表
現

印
が
苦
手
な
の
か
。
日
本
人
は
ど
う
し
て
社
会
風
刺
の
詩
を
好
ま
な
か
っ
た
の
か
。

外
国
文
学
の
受
容
の
闇
題
は
、
究
極
の
と
こ
ろ
、
文
化
の
問
題
で
あ
る
。
日
本
文

化
に
と
っ
て
中
国
文
学
は
異
質
な
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
ま
と
も
に
・
理
…
解
し
、
鑑

賞
す
る
に
は
、
い
く
つ
も
の
文
化
の
障
壁
を
乗
り
越
え
な
く
て
嬉
な
ら
な
い
。

　
フ
ラ
ン
ス
の
β
本
研
究
者
エ
ラ
イ
ユ
（
等
碧
。
貯
㊦
鵠
Φ
冨
出
）
は
平
安
時
代
前
期

と
後
期
で
は
「
文
章
」
（
漢
文
に
よ
る
作
文
）
の
質
が
変
っ
た
と
指
摘
し
、
前
期
は

中
国
の
漢
文
か
ら
の
逸
脱
が
少
な
く
、
後
期
は
著
し
く
大
き
く
な
，
っ
て
い
る
と
指

摘
し
て
い
る
が
（
「
平
安
時
代
の
文
章
」
註
1
）
、
山
居
五
竜
人
気
を
得
た
，
平
安
後

期
は
中
国
文
学
の
日
本
化
の
著
し
い
時
代
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
β
本
人
の
白
居
易

理
解
は
か
な
り
の
歪
み
を
持
っ
た
の
で
あ
る
。
従
来
の
研
究
は
自
選
易
の
受
容
に

歪
み
が
あ
っ
た
こ
と
は
指
摘
し
て
い
る
が
、
そ
の
原
因
が
ど
こ
に
u
あ
っ
た
か
、
そ

れ
を
文
化
的
に
説
明
し
き
ヴ
て
い
な
い
。
本
稿
は
そ
の
点
に
つ
い
て
．
若
ヂ
め
貢
献

を
し
ょ
う
と
い
う
意
図
を
持
つ
や

二
　
β
本
の
文
化
と
社
会
が
申
国
や
西
洋
の
よ
う
な
文
明
の
そ
れ
・
ζ
根
本
的
に
異
な

る
点
は
何
だ
ろ
う
か
。
現
代
で
さ
え
も
つ
づ
い
て
い
る
こ
の
根
本
め
ち
が
い
は
、

日
本
社
会
が
い
わ
ゆ
る
「
未
開
社
会
」
の
型
を
保
ち
－
つ
づ
け
て
い
る
と
い
う
こ
と

に
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
日
本
が
経
済
大
国
と
な
り
、
技
術
大
国
と
な
っ
た
・
今
、
だ

れ
も
こ
の
国
の
基
層
文
化
が
「
未
開
」
で
あ
る
な
ど
と
は
思
わ
な
い
が
3
そ
れ
は

「
未
開
」
の
文
化
に
つ
い
て
、
人
々
が
無
知
だ
か
ら
で
あ
る
。
島
　
国
と
し
…
で
孤
立

し
、
外
的
に
侵
略
さ
れ
た
こ
と
の
な
い
歴
史
を
長
い
あ
い
だ
生
鳶
て
来
た
日
本
の
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文
化
が
、
「
未
開
社
会
」
の
文
化
と
そ
の
基
礎
に
お
い
て
共
通
し
て
い
る
と
し
て

も
少
し
も
お
か
し
く
な
い
。
日
本
に
神
道
の
よ
う
な
原
始
社
会
の
宗
教
の
名
残

が
生
き
続
け
て
い
る
一
点
を
見
て
も
、
そ
の
こ
と
は
明
ら
か
な
の
だ
が
。

　
「
未
開
社
会
」
の
文
化
の
特
徴
と
は
何
だ
ろ
う
か
。
一
つ
に
は
、
そ
の
言
語

が
概
念
的
で
な
く
、
記
号
化
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
概
念
は
思
考
の
道
具

と
な
る
が
、
記
号
化
さ
れ
た
言
語
は
集
団
の
情
緒
を
喚
起
す
る
道
具
に
な
る
こ

と
は
あ
っ
て
も
、
思
考
の
道
具
に
は
な
り
得
な
い
。
そ
う
し
た
文
化
の
中
で
、

人
は
己
が
自
覚
し
て
社
会
と
の
距
離
を
設
定
す
る
こ
と
は
あ
り
得
ず
、
つ
ね
に

集
団
の
情
緒
を
中
心
に
し
て
感
じ
、
行
動
す
る
の
で
あ
る
。
日
本
人
の
思
考
と

行
動
の
様
式
が
今
で
も
そ
う
で
あ
る
こ
と
は
、
近
代
主
義
の
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス

に
冒
さ
れ
て
い
な
い
か
ぎ
り
、
お
そ
ら
く
人
は
認
め
る
で
あ
ろ
う
。

　
中
国
の
文
学
は
紀
元
前
一
〇
〇
〇
年
の
昔
か
ら
、
す
で
に
一
般
的
抽
象
的
概

念
の
世
界
に
入
っ
て
い
た
。
中
国
人
が
抽
象
概
念
を
具
体
的
な
イ
メ
ー
ジ
で
表

現
し
よ
う
と
、
彼
ら
の
言
語
が
抽
象
化
・
普
遍
化
の
方
向
で
早
く
か
ら
発
達
し

て
い
た
こ
と
は
、
他
民
族
の
交
流
の
う
え
に
成
っ
た
彼
ら
の
文
明
の
歴
史
を
見

れ
ば
一
目
瞭
然
で
あ
る
。
日
本
に
漢
字
が
入
っ
て
来
た
の
は
紀
元
後
五
世
紀
の

こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
ま
で
は
無
文
字
の
文
化
で
あ
っ
た
。
漢
字
は
概
念
を
担
っ

た
記
号
で
あ
っ
た
か
ら
、
漢
字
の
導
入
は
単
な
る
文
字
の
導
入
で
は
な
く
、
新

た
な
世
界
観
と
概
念
体
系
と
の
導
入
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
新
た
な
世

界
が
短
時
日
に
獲
得
で
き
た
は
ず
は
な
く
、
む
し
ろ
た
い
て
い
の
場
合
、
感
覚

的
に
把
握
さ
れ
た
に
ち
が
い
な
い
。
漢
字
や
漢
語
は
珍
し
い
音
声
と
珍
し
い
美

的
装
飾
と
し
て
受
容
さ
れ
た
に
ち
が
い
な
く
、
仮
に
新
綴
念
が
理
解
さ
れ
た
場

合
で
も
、
そ
れ
ら
を
使
っ
て
従
来
自
分
達
の
な
か
に
あ
っ
た
感
情
な
り
感
慨
な

り
を
表
現
し
た
に
と
ど
ま
り
、
そ
れ
ら
を
自
ら
育
て
て
自
分
の
思
想
を
構
築
す

る
と
い
う
こ
と
は
稀
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
を
言
い
換
え
れ
ば
、
中
国
の
諸
概
念
語
は
日
本
で
受
容
さ
れ
る
に
際
し

て
、
日
本
社
会
の
文
脈
に
沿
っ
て
記
号
化
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
様
々

な
民
族
が
入
り
乱
れ
る
文
明
世
界
で
は
、
人
々
の
相
互
の
理
解
を
助
け
る
の
は

概
念
で
あ
り
、
ま
た
支
配
者
が
人
民
を
統
治
す
る
た
め
に
も
言
語
の
概
念
化
が

必
要
で
あ
る
が
、
日
本
の
よ
う
な
島
国
で
は
そ
の
必
要
が
な
か
っ
た
。
部
族
的

な
共
同
体
の
延
長
と
し
て
国
家
を
作
り
上
げ
て
来
た
日
本
で
は
、
言
語
は
記
号

的
な
約
束
事
か
ら
一
歩
も
出
ず
、
そ
れ
以
上
の
普
遍
化
の
必
要
が
な
か
っ
た
の

で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
大
陸
か
ら
入
っ
て
来
た
普
遍
的
抽
象
概
念
も
、
具
体
的

な
社
会
生
活
の
場
面
に
有
効
に
働
く
記
号
と
化
し
た
。
日
本
文
学
に
お
け
る
中
国

文
学
の
影
響
を
考
え
る
時
、
こ
の
こ
と
は
念
頭
に
置
い
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
の

で
あ
る
。

　
漢
詩
と
は
概
念
的
な
言
語
に
よ
っ
て
出
来
て
い
る
中
国
の
詩
で
あ
り
、
そ
れ
を

日
本
人
が
受
容
す
る
と
は
、
そ
の
言
語
を
記
号
的
な
操
作
で
置
き
換
え
て
理
解
す

る
こ
と
を
意
味
す
る
。
漢
詩
の
な
か
に
含
ま
れ
て
い
る
概
念
は
、
そ
れ
ぞ
れ
集
団

の
情
緒
を
表
現
す
る
記
号
に
置
き
換
え
ら
れ
て
受
容
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
白
居
易

の
詩
が
日
本
で
人
気
を
得
た
理
由
は
、
彼
の
詩
の
言
語
が
日
本
共
同
体
の
記
号
コ

ー
ド
に
移
し
替
え
や
す
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
．
ま
た
、
彼
の
詩
の
な
か
で
も
、
記

号
化
し
て
翻
訳
し
易
い
も
の
が
尊
ば
れ
、
そ
の
他
は
顧
み
ら
れ
な
か
っ
た
と
考
え

ら
れ
る
。

　
記
号
化
さ
れ
た
言
語
の
発
達
し
て
い
る
「
未
開
社
会
」
で
は
、
集
団
と
し
て
の

結
束
が
強
く
、
個
人
の
意
識
は
発
達
し
な
い
。
個
人
が
自
分
の
社
会
を
客
観
的
に

見
て
そ
れ
を
批
判
し
た
り
、
そ
れ
を
愛
し
た
り
す
る
と
い
う
こ
と
は
考
え
に
く
い

の
で
あ
る
。
自
分
と
み
ん
な
は
一
緒
で
あ
る
と
感
じ
、
自
然
と
自
分
達
も
一
体
で

あ
る
と
感
じ
る
。
そ
の
共
同
の
感
じ
を
み
ん
な
で
味
わ
う
こ
と
が
大
切
な
の
で
あ

る
。
そ
の
よ
う
な
社
会
で
発
達
す
る
文
学
は
、
社
会
批
評
と
は
無
縁
の
も
の
で
あ

る
。
白
居
易
の
詩
で
も
調
喩
言
が
愛
好
さ
れ
な
か
っ
た
理
由
は
、
そ
こ
に
あ
る
の

だ
。
つ
ま
り
、
謁
喩
詩
は
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
に
反
発
を
買
っ
た
の
で
は
な
く
、
最

初
か
ら
そ
の
意
味
と
必
然
性
が
わ
か
ら
な
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
現
象
は
、
中
国

と
日
本
の
よ
う
に
そ
の
文
化
の
根
底
が
全
く
異
な
る
関
係
に
お
い
て
は
、
十
分
起

こ
り
得
る
の
で
あ
る
。

　
日
本
文
学
が
い
か
に
「
未
開
社
会
」
の
文
化
に
忠
実
で
あ
る
か
を
示
す
に
は
、

こ
の
文
学
の
古
典
中
の
古
典
、
和
歌
の
生
み
の
親
で
あ
る
『
古
今
和
歌
集
』
（
九
〇

五
）
を
見
る
と
よ
い
。
こ
の
歌
集
は
日
本
最
初
の
勅
撰
歌
集
で
、
「
花
鳥
風
月
」
を

唯
一
の
原
理
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
花
鳥
風
月
と
は
記
号
化
さ
れ
た
季
節
ご
と

の
自
然
の
風
物
の
こ
と
で
あ
り
、
一
種
の
文
学
的
ト
ー
テ
ミ
ズ
ム
で
あ
る
。
神
々

に
か
わ
る
自
然
の
風
物
の
神
話
記
号
化
に
よ
っ
て
、
集
団
と
し
て
の
日
本
（
1
1
や

ま
と
）
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
を
固
め
た
『
古
今
和
歌
集
』
は
、
こ
れ
を
つ
か

っ
て
欲
を
作
る
方
法
を
提
示
し
、
以
降
の
日
本
文
学
が
こ
れ
を
制
度
と
し
て
継
承

し
た
。
日
本
文
学
が
「
未
開
社
会
」
の
文
学
の
流
れ
を
存
続
さ
せ
た
い
き
さ
つ
が
、
．
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こ
こ
に
示
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
李
白
や
杜
甫
の
詩
は
中
世
後
期
か
ら
近
世
に
な
る
と
、
日
本
で

も
入
気
が
出
た
。
江
戸
時
代
に
は
漢
詩
と
言
え
ば
、
白
居
易
よ
り
も
杜
甫
や
李

白
の
方
が
高
尚
な
立
派
な
詩
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
う

し
た
評
価
の
変
化
は
、
日
本
社
会
の
変
化
を
意
味
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

　
そ
の
点
に
つ
い
て
は
、
十
七
世
紀
の
松
尾
芭
蕉
（
一
六
四
四
一
九
四
）
の
杜

甫
理
解
が
参
考
に
な
る
。
芭
蕉
は
紀
行
文
『
お
く
の
ほ
そ
道
下
に
「
国
や
ぶ
れ

て
山
河
在
り
」
で
は
じ
ま
る
杜
甫
詩
を
引
き
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
「
夏
草
や
／

つ
は
も
の
ど
も
が
／
夢
の
跡
」
と
い
う
句
を
詠
ん
で
い
る
。
こ
の
句
と
杜
甫
の

詩
「
春
望
」
を
く
ら
べ
る
と
き
、
両
者
の
間
に
大
き
な
距
離
が
あ
る
こ
と
が
わ

か
り
、
そ
こ
か
ら
答
辞
の
杜
甫
理
解
の
一
端
が
う
か
が
え
る
の
で
あ
る
。
杜
甫

が
受
容
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
か
ら
社
会
が
変
っ
た
と
考
え
る
の
は
乱
暴
で
、

芭
蕉
が
ど
の
よ
う
に
杜
甫
を
受
容
し
た
の
か
、
そ
れ
を
作
品
に
即
し
て
見
な
く

て
は
な
ら
な
い
。

望
」
）

国
破
山
河
在
／
三
春
草
木
深
／
分
時
花
直
言
／
恨
別
鳥
驚
心

峰
火
連
三
月
／
家
書
抵
万
金
／
白
頭
掻
更
短
／
渾
欲
不
勝
讐

夏
草
や
／
つ
は
も
の
ど
も
が
／
夢
の
跡

（
杜
甫
「
春

（
芭
蕉
「
お
く
の
ほ
そ
道
」
）

あ
り
、
自
然
は
人
間
の
生
を
照
ら
す
道
具
で
は
な
く
、
人
間
を
超
え
た
主
人
公
な

の
で
あ
る
。
杜
甫
が
歴
史
的
な
存
在
と
し
て
の
人
間
の
悲
哀
を
叫
ぶ
と
す
れ
ば
、

芭
蕉
は
す
べ
て
の
歴
史
が
自
然
の
中
に
溶
け
込
む
自
然
神
話
を
語
っ
て
い
る
。
両

者
の
違
い
は
大
き
い
の
で
あ
る
。

　
こ
の
両
者
の
違
い
は
、
漢
詩
と
俳
諾
の
言
語
表
現
上
の
ち
が
い
と
呼
応
す
る
。

直
結
の
言
語
は
和
歌
の
延
長
線
上
に
あ
り
、
コ
ー
ド
化
さ
れ
た
記
号
言
語
が
概
念

言
語
を
お
さ
え
て
文
学
テ
キ
ス
ト
を
作
っ
て
い
る
点
で
、
古
代
歌
謡
と
変
ら
な
い

の
だ
が
、
杜
甫
の
詩
に
見
ら
れ
る
漢
詩
の
言
語
は
、
歴
史
の
運
命
、
社
会
の
矛
盾
、

個
人
の
苦
し
み
と
い
っ
た
思
想
を
一
般
的
普
遍
的
な
概
念
を
つ
う
じ
て
表
現
し
て

い
る
の
で
あ
る
。
俳
句
を
そ
の
ま
ま
外
国
語
に
訳
し
て
も
そ
の
奥
深
さ
が
伝
わ
ら

な
い
の
は
そ
の
言
語
が
コ
ー
ド
化
さ
れ
た
記
号
の
連
続
だ
か
ら
で
、
漢
詩
の
翻
訳

の
場
合
は
そ
う
し
た
問
題
が
生
じ
に
く
い
。
一
方
は
概
念
言
語
、
他
方
は
記
号
言

語
と
い
う
ち
が
い
が
大
き
い
の
で
あ
る
。

　
入
間
の
歴
史
と
自
然
神
話
の
世
界
の
ち
が
い
、
概
念
言
語
と
コ
ー
ド
化
さ
れ
た

記
号
言
語
の
ち
が
い
、
こ
れ
ら
が
杜
甫
と
芭
蕉
を
、
漢
詩
と
俳
譜
を
隔
て
て
い
る
。

こ
の
両
者
の
違
い
は
、
つ
ま
る
と
こ
ろ
「
文
明
社
会
」
と
「
未
開
社
会
」
の
文
化

の
違
い
な
の
で
あ
る
。
歴
史
の
意
識
が
中
国
文
学
の
核
で
あ
る
と
す
る
と
、
日
本

で
は
歴
史
の
波
を
か
ぶ
っ
て
も
な
お
神
話
を
維
持
し
よ
う
と
す
る
心
が
中
心
で
あ

る
。
中
国
は
、
西
洋
も
そ
う
で
あ
る
が
、
歴
史
を
ば
ね
に
発
展
し
て
い
く
の
に
対

し
、
日
本
で
は
歴
史
に
抗
し
て
神
話
を
守
ろ
う
と
す
る
の
だ
。
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杜
甫
の
「
春
望
」
は
現
実
の
歴
史
に
巻
き
込
ま
れ
て
苦
し
む
自
身
を
表
白
し

た
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
描
か
れ
る
自
然
は
、
「
感
時
花
識
涙
／
恨
別
鳥
驚
心
」

と
あ
る
よ
う
に
、
人
間
の
歴
史
と
の
対
比
に
お
い
て
、
人
間
の
生
の
悲
哀
を
強

調
す
る
手
助
け
を
し
て
い
る
。
一
方
の
芭
蕉
は
、
東
北
地
方
を
旅
し
て
藤
原
三

代
の
滅
び
た
跡
を
訪
れ
、
古
戦
場
で
古
の
武
人
の
は
か
な
い
運
命
に
思
い
を
馳

せ
、
そ
こ
で
涙
す
る
。
彼
が
感
動
し
て
涙
を
流
す
の
は
過
去
の
歴
史
の
記
憶
で

あ
り
、
直
接
に
は
自
分
と
関
係
の
な
い
歴
史
な
の
で
あ
る
。
両
者
の
大
き
な
差

異
は
、
ま
ず
そ
こ
に
あ
る
と
言
え
る
。

　
ま
た
、
芭
蕉
の
描
く
自
然
は
、
人
間
の
歴
史
を
圧
倒
し
て
永
続
す
る
「
夏
草
」

で
あ
る
。
人
間
は
は
か
な
く
、
自
然
は
永
遠
だ
と
い
う
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
、
彼
の

句
か
ら
は
読
み
取
れ
る
。
杜
甫
の
「
人
間
的
」
な
悩
み
と
は
別
世
界
の
表
現
で

三
　
以
上
の
こ
と
を
心
理
学
的
に
言
い
換
え
れ
ば
、
次
の
よ
う
に
な
る
。
フ
ラ
ン
ス

の
精
神
分
析
家
ラ
カ
ン
（
富
8
g
い
冨
6
窪
）
は
、
入
間
が
言
語
を
獲
得
し
て
い
く

過
程
を
「
想
像
段
階
」
と
「
象
徴
段
階
｝
に
わ
け
、
言
葉
を
習
い
始
め
の
幼
児
は

「
想
像
段
階
」
に
あ
っ
て
、
イ
メ
ー
ジ
を
通
し
て
世
界
を
感
じ
取
る
が
、
ま
だ
自

我
意
識
は
な
く
、
自
他
の
区
別
も
な
い
。
人
は
言
語
を
学
ぶ
こ
と
で
「
象
徴
段
階
」

に
入
り
、
そ
こ
で
自
他
の
意
識
が
生
ま
れ
、
イ
メ
ー
ジ
で
は
な
く
概
念
を
通
じ
て

世
界
を
理
解
し
て
い
く
よ
う
に
な
る
と
い
う
の
だ
が
（
註
2
）
、
こ
れ
を
用
い
れ
ば
、

日
本
文
学
は
「
想
繰
段
階
」
の
文
学
だ
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
　
方

の
中
国
文
学
は
、
早
く
か
ら
「
象
徴
段
階
」
に
入
っ
た
文
学
と
い
う
こ
と
に
な
る
。



し
た
が
っ
て
、
漢
詩
の
日
本
に
お
け
る
受
容
と
は
、
「
象
徴
」
言
語
に
よ
る
漢
詩

の
、
イ
メ
ー
ジ
言
語
と
し
て
の
日
本
語
へ
の
置
き
換
え
、
と
い
う
こ
と
に
な
る

の
で
あ
る
。

　
実
際
に
は
、
問
題
は
も
っ
と
複
雑
で
あ
る
。
漢
詩
の
受
容
は
普
通
の
意
味
で

の
翻
訳
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
の
で
は
な
く
、
か
と
い
っ
て
、
直
接
に
翻
訳
な
し

で
受
容
さ
れ
た
の
で
も
な
く
、
そ
の
中
間
の
「
書
き
下
し
」
に
よ
っ
て
行
わ
れ

た
か
ら
で
あ
る
。
「
書
き
下
し
」
と
は
漢
語
を
一
部
分
だ
け
日
本
語
に
翻
訳
し
、

日
本
語
の
構
文
法
に
多
く
の
漢
語
を
翻
訳
せ
ず
に
入
れ
込
む
こ
と
を
意
味
す
る
。

仮
に
、
漢
語
の
全
部
が
日
本
語
に
翻
訳
さ
れ
た
の
で
あ
れ
ば
、
一
つ
の
概
念
言
，

語
か
ら
別
の
概
念
言
語
に
置
き
換
え
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
で
終
わ
る
の
だ
が
、

漢
文
の
日
本
で
の
受
容
は
そ
う
し
た
も
の
で
は
な
く
、
，
、
概
念
言
語
が
翻
訳
さ
れ

ず
に
日
本
語
の
文
脈
に
挿
入
さ
れ
た
た
め
に
、
意
味
の
不
明
な
記
号
と
し
て
、

す
な
わ
ち
「
シ
ニ
フ
ィ
エ
」
の
確
定
し
な
い
「
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
」
と
し
て
登
場

し
た
た
め
に
、
日
本
語
そ
の
も
の
が
概
念
化
さ
れ
て
「
象
徴
段
階
」
の
言
語
と

な
る
か
わ
り
に
、
日
本
人
が
い
つ
ま
で
も
「
鏡
像
段
階
」
の
言
語
に
と
ど
ま
る

こ
と
に
与
し
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
こ
と
は
、
日
本
に
最
初
に
入
っ
た
文
字
が
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
の
よ
う
な

表
音
文
字
で
あ
っ
た
場
合
を
考
え
る
と
、
は
っ
き
り
す
る
。
表
音
文
字
で
あ
れ

ば
、
日
本
人
は
最
初
か
ら
自
分
達
の
言
語
を
文
字
化
し
て
表
現
す
る
こ
と
が
で

き
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
う
な
る
と
、
語
の
一
つ
一
つ
の
概
念
基
底
が
促
進
さ
れ
、

日
本
語
自
体
が
よ
り
早
く
概
念
化
さ
れ
た
に
ち
が
い
な
い
。
そ
う
な
る
と
、
日

本
文
学
は
「
象
徴
段
階
」
の
文
学
へ
と
道
を
進
ん
で
行
っ
た
に
ち
が
い
な
い
の

で
あ
る
。
日
本
文
学
が
い
つ
ま
で
も
『
鏡
像
段
階
」
に
と
ど
ま
っ
た
こ
と
と
、

日
本
最
初
の
文
字
が
漢
字
と
い
う
表
意
文
字
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
の
あ
い
だ
に

は
深
い
関
係
が
あ
る
。
漢
字
の
出
現
は
、
日
本
人
に
お
い
て
視
覚
的
聴
覚
的
美

意
識
を
発
達
さ
せ
た
一
方
、
概
念
的
思
考
の
発
達
を
妨
げ
た
の
で
あ
る
。

　
日
本
の
歴
史
に
も
さ
ま
ざ
ま
な
出
来
事
が
あ
り
、
社
会
の
変
化
も
あ
っ
た
の

だ
か
ら
、
日
本
人
の
文
学
も
「
想
像
段
階
」
か
ら
「
象
徴
段
階
」
へ
抜
け
出
す

機
会
は
あ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
と
も
、
確
か
に
考
え
る
こ
と
は
で
き
る
。
だ
が
、

実
際
に
は
、
文
化
を
担
う
人
々
が
、
歴
史
的
変
化
の
あ
る
た
び
に
、
「
想
像
段
階
」

の
言
語
を
制
度
化
す
る
こ
と
で
「
象
徴
段
階
」
に
入
る
こ
と
を
拒
ん
で
来
た
の

で
あ
る
。
そ
の
最
も
よ
い
例
は
、
『
新
古
今
和
歌
集
』
（
一
二
〇
五
）
の
編
纂
で

あ
る
。
藤
原
定
家
（
一
一
六
ニ
ー
＝
一
四
一
）
を
中
心
と
す
る
京
都
の
貴
族
た
ち

は
天
皇
の
周
り
に
集
ま
っ
て
「
象
徴
段
階
」
を
拒
否
し
、
「
想
像
段
階
」
の
制
度
化

を
は
か
る
べ
く
こ
の
歌
集
を
編
纂
し
、
さ
ら
に
和
歌
の
制
作
規
則
を
定
め
た
の
で

あ
る
。
つ
ま
り
、
意
図
的
に
「
神
話
」
を
維
持
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
り
、
そ
れ

が
日
本
文
学
の
伝
統
に
な
っ
て
い
る
。
中
国
や
西
洋
の
場
合
は
、
歴
史
的
変
化
を

積
極
的
に
文
化
の
原
理
と
し
て
取
り
入
れ
る
こ
と
で
前
進
し
よ
う
と
す
る
の
に
、

日
本
で
は
歴
史
を
拒
ん
で
ま
で
古
い
神
話
を
制
度
化
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
日
本

文
学
と
は
神
話
維
持
、
あ
る
い
は
神
話
再
構
築
の
文
学
だ
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

四
　
小
西
甚
一
の
『
日
本
文
藝
史
』
に
よ
れ
ば
、
日
本
に
最
初
に
漢
詩
が
入
っ
て
来

た
の
は
七
世
紀
だ
と
い
う
。
中
国
か
ら
直
接
入
っ
た
の
で
は
な
く
、
新
羅
を
と
お

し
て
入
っ
て
来
た
の
だ
そ
う
で
あ
る
。
朝
鮮
半
島
の
渡
来
人
た
ち
が
日
本
に
漢
詩

を
植
え
つ
け
、
そ
れ
が
も
と
に
な
っ
て
日
本
の
歌
が
内
容
と
形
式
を
整
え
て
い
く
。

七
世
紀
か
ら
八
世
紀
に
か
け
て
日
本
に
入
っ
た
漢
詩
は
六
朝
時
代
の
も
の
が
多
い

そ
う
で
、
そ
の
こ
と
が
後
の
日
本
の
文
学
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
の
だ
そ
う
で

あ
る
。
七
五
一
年
に
成
っ
た
日
本
最
初
の
漢
詩
集
『
新
風
藻
』
は
、
六
朝
時
代
の

詩
の
文
体
の
模
倣
だ
と
言
わ
れ
る
。
模
倣
さ
れ
た
の
は
技
法
で
あ
り
、
主
題
や
思

想
で
は
な
か
っ
た
と
も
小
西
は
言
う
の
で
あ
る
。
『
万
葉
集
賄
も
、
た
と
え
ば
山
上

面
骨
の
歌
に
は
六
朝
末
期
の
詩
の
影
響
が
大
き
い
（
註
3
）
。
と
な
る
と
、
日
本
の

和
歌
の
形
成
に
六
朝
詩
が
重
要
な
働
き
を
し
た
こ
と
は
否
定
出
来
な
い
の
で
あ
る
。

　
で
は
、
六
朝
の
詩
に
は
ど
の
よ
う
な
特
徴
が
あ
っ
た
の
か
と
言
え
ば
、
対
句
表

現
を
ま
ず
挙
げ
る
こ
と
が
出
来
る
。
ま
た
、
主
題
が
「
山
水
」
す
な
わ
ち
自
然
の

風
景
を
多
く
扱
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
も
重
要
で
あ
る
（
註
4
）
。
自
然
の
風
景
を

歌
い
、
対
句
表
現
を
多
用
す
る
の
は
万
葉
集
の
歌
に
よ
く
見
ら
れ
る
こ
と
で
（
註

5
）
、
こ
れ
は
六
朝
の
詩
の
影
響
を
物
語
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
六
朝
の
山
水
詩
が
ど
う
し
て
そ
れ
ほ
ど
容
易
に
受
容
さ
れ
た
の
か
。
自
然
の
風

景
は
自
己
を
投
影
し
や
す
い
も
の
だ
か
ら
で
あ
ろ
う
。
『
古
今
和
歌
集
』
（
九
〇
五
）

の
仮
名
序
も
言
う
よ
う
に
、
「
や
ま
と
歌
」
は
見
る
も
の
、
聞
く
も
の
に
つ
け
て
心

を
歌
う
。
山
水
の
詩
ほ
ど
、
心
を
そ
れ
に
合
わ
せ
て
歌
う
の
が
簡
単
な
も
の
は
な

い
の
で
あ
る
。
古
代
の
日
本
人
は
六
朝
詩
を
鏡
と
し
て
、
そ
こ
に
自
ら
の
心
を
投
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影
し
た
。
六
朝
詩
は
日
本
人
の
「
鏡
像
」
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
、

　
以
上
が
和
歌
成
立
の
土
台
で
あ
る
。
一
度
土
台
が
で
き
る
と
、
そ
の
上
に
ど

ん
ど
ん
新
し
い
歌
が
作
ら
れ
て
い
く
。
『
古
今
和
歌
集
』
の
時
代
は
唐
詩
が
多
く

紹
介
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
時
代
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
も
六
朝
詩
の
土
台
は
揺

る
が
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
す
で
に
述
べ
た
『
和
漢
朗
詠
集
険
に
し
て
も
、
事

情
は
変
わ
ら
な
い
だ
ろ
う
。
唐
の
詩
人
の
な
か
か
ら
六
朝
の
詩
体
と
あ
ま
り
違

和
感
の
な
い
も
の
が
選
ば
れ
た
に
ち
が
い
な
い
の
で
あ
る
。
白
居
易
が
選
ば
れ
、

李
白
や
杜
甫
が
見
向
き
も
さ
れ
な
か
っ
た
の
は
、
そ
う
い
う
事
情
に
よ
る
。
卜

居
易
は
六
朝
時
代
の
詩
体
を
復
活
さ
せ
よ
う
と
し
た
人
な
の
で
あ
る
（
註
6
）
、

五

あ
る
。
ま
ず
、
白
居
易
の
絶
句
の
扱
い
方
を
見
た
い
。
そ
こ
で
参
考
に
な
る
の
は
、

『
朗
詠
集
駈
四
番
と
五
番
の
句
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
は
、
も
と
も
と
両
方
を
合
わ

せ
て
一
つ
の
絶
句
に
な
る
の
に
、
わ
ざ
わ
ざ
二
つ
に
分
け
て
、
そ
れ
ぞ
れ
独
立
し

た
句
で
あ
る
か
の
よ
う
に
編
集
し
て
あ
る
の
で
あ
る
。

　
す
な
わ
ち
、
四
番
は
「
柳
気
力
な
く
し
て
／
條
先
づ
動
く
／
池
に
波
の
文
あ
り

て
／
氷
尽
く
開
け
た
り
」
五
番
は
「
今
日
知
ら
ず
／
誰
か
密
会
せ
し
／
春
の
風
垣

の
水
／
一
時
に
来
た
る
」

　
こ
の
二
つ
を
合
わ
せ
る
と
、
次
の
よ
う
な
七
言
絶
句
に
な
る
の
で
あ
る
。

柳
無
気
力
條
先
動
／
池
有
波
文
氷
尽
開

今
日
不
知
誰
計
会
／
春
風
春
水
一
時
来

両
和
漢
朗
詠
集
』
は
一
一
〇
〇
年
代
に
藤
原
公
任
が
編
纂
し
た
も
の
で
、
『
源

氏
物
語
』
は
も
ち
ろ
ん
、
謡
曲
、
蓮
葉
の
「
御
文
章
」
に
至
る
ま
で
影
響
し
、

広
く
日
本
人
の
詩
情
を
育
て
て
来
た
と
言
わ
れ
て
い
る
（
註
7
）
。
自
然
と
人
情

の
交
錯
す
る
日
本
文
学
の
拝
情
は
、
こ
の
和
歌
と
漢
詩
を
な
ら
べ
た
朗
詠
集
に

よ
っ
て
形
作
ら
れ
た
と
い
わ
れ
る
。
そ
の
よ
う
に
日
本
文
学
に
決
定
的
な
地
位

を
占
め
る
朗
詠
集
の
特
徴
の
｝
つ
は
、
「
甚
句
し
と
い
っ
て
、
漢
詩
の
な
か
か
ら

対
偶
の
一
聯
を
取
り
出
し
た
り
、
律
詩
の
八
行
か
ら
一
聯
を
抜
き
出
し
た
り
す

る
方
法
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
漢
詩
本
来
の
文
脈
か
ら
適
当
な
句
を
抜
き

出
し
、
自
分
達
の
文
脈
に
移
し
変
え
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
「
摘
句
」
の
方
法
は
す
で
に
中
国
に
あ
っ
た
の
を
、
日
本
で
も
行
っ
た
だ
け

だ
と
い
う
説
明
も
あ
る
よ
う
だ
が
、
そ
れ
で
は
不
十
分
で
あ
る
。
蜘
和
漢
朗
詠
集
』

で
は
ど
一
の
よ
う
な
基
準
に
も
と
づ
い
て
「
摘
句
」
が
行
わ
れ
た
の
か
、
そ
こ
を

見
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

　
『
和
漢
朗
詠
集
駈
に
は
唐
の
詩
文
は
全
部
で
二
三
四
首
選
ば
れ
て
い
る
。
そ

の
う
ち
摘
句
は
三
九
ほ
ど
あ
る
。
詩
人
で
は
、
↓
九
五
首
あ
る
う
ち
「
で
白
居
易

の
も
の
が
＝
二
五
も
あ
り
、
圧
倒
的
に
多
い
。
前
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
李
白

や
杜
甫
の
詩
は
ひ
と
つ
も
な
く
、
王
維
の
詩
は
た
っ
た
一
つ
あ
る
だ
け
で
あ
る
。

白
居
易
の
圧
倒
的
な
優
勢
は
一
体
ど
こ
か
ら
来
る
の
か
。
こ
れ
を
詩
の
表
現
の

具
体
例
に
即
し
て
考
え
た
い
。

　
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
問
題
は
白
居
易
で
は
な
く
、
そ
の
受
容
の
仕
方
で

　
こ
の
絶
句
は
春
が
一
気
に
や
っ
て
来
た
こ
と
を
歌
っ
て
い
る
が
、
『
朗
詠
集
』
で

は
そ
の
前
半
だ
け
を
と
っ
て
、
ま
ず
風
景
を
映
す
句
に
し
て
い
る
。
つ
づ
い
て
後

半
だ
け
を
と
っ
て
、
ま
た
別
の
句
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
言
っ
て
み
れ
ば
、
風

景
の
描
写
を
一
つ
の
句
と
し
て
成
立
さ
せ
た
と
い
う
こ
と
で
、
と
同
時
に
、
長
い

も
の
を
短
く
す
る
、
大
き
い
も
の
を
小
さ
く
す
る
と
い
う
、
日
本
的
な
趣
向
が
す

で
に
現
れ
て
い
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
主
題
の
展
開
と
い
う
時
間
的
継
起
を

省
略
し
、
一
つ
の
場
面
に
す
べ
て
を
凝
縮
し
よ
う
と
す
る
傾
向
が
見
ら
れ
る
の
で

あ
る
。

　
『
朗
詠
集
』
の
編
者
は
漢
詩
文
の
学
習
に
役
立
て
る
た
め
に
そ
の
よ
う
に
短
く

し
た
の
だ
、
と
い
う
見
方
も
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
絶

句
で
重
要
な
『
起
承
転
結
」
の
構
成
を
無
視
し
て
、
風
景
描
写
そ
の
も
の
を
独
立

さ
せ
た
か
っ
た
の
だ
と
考
え
る
べ
き
だ
。
絵
画
的
な
、
視
覚
的
な
世
界
が
、
知
性

に
よ
る
全
体
の
構
成
や
時
間
的
展
開
よ
り
も
重
ん
じ
ら
れ
た
、
と
い
う
こ
と
だ
と

思
わ
れ
る
。

　
四
番
と
五
番
の
句
は
「
立
春
」
と
い
う
章
に
入
っ
て
い
る
が
、
同
じ
章
の
七
番

に
紀
貫
之
の
有
名
な
立
春
の
歌
が
入
っ
て
い
る
の
は
興
味
深
い
。
『
古
今
和
歌
集
』

の
春
の
歌
と
し
て
名
高
い
次
の
歌
で
あ
る
。

ら
ん

袖
ひ
ぢ
て
／
む
す
び
し
水
の
／
こ
ほ
れ
る
を
／
春
立
つ
け
ふ
の
／
風
や
と
く
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空
し
く
上
陽
の
春
を
管
領
す
る
　
こ
と
な
か
れ
（
莫
空
管
領
上
陽
春
）

　
『
古
今
』
の
歌
が
朗
詠
集
に
取
り
入
れ
ら
れ
、
白
居
易
の
句
に
並
ん
で
い
る

こ
と
が
重
要
な
の
で
あ
る
。
並
ん
で
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
『
古
今
和
歌
集
』
が

白
居
易
と
同
列
で
あ
る
と
い
う
意
識
の
現
れ
で
あ
り
、
『
古
今
和
歌
集
』
が
和
歌

の
伝
統
の
出
発
点
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
白
居
易
が
和
歌
の
伝
統
に
結
び
付
け
ら

れ
て
い
る
こ
と
に
も
な
る
。
絶
句
と
い
う
四
行
形
式
は
和
歌
の
世
界
と
は
明
ら

か
に
異
質
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
を
半
分
に
し
た
一
聯
に
し
て
、
和
歌
に
対
し
て

大
き
さ
に
お
い
て
も
対
等
な
も
の
に
し
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
こ
と
か
ら
、
『
朗
詠
集
』
が
漢
詩
と
和
歌
を
な
ら
べ
た
詩
歌
集
だ
と
い
う

だ
け
で
は
十
分
で
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
和
歌
の
世
界
に
漢
詩
を
ち
ぎ
っ
て
．
入

れ
込
ん
だ
、
そ
れ
が
『
朗
詠
集
』
だ
と
言
う
べ
き
な
の
で
あ
る
。
こ
の
詩
歌
集

は
、
漢
詩
文
の
日
本
化
を
端
的
に
示
す
も
の
で
あ
り
、
前
に
も
引
い
た
エ
ラ
イ

ユ
の
言
う
「
漢
詩
文
の
日
本
化
」
が
端
的
に
現
れ
て
い
る
の
は
、
『
朗
詠
集
』
の

編
者
藤
原
公
任
に
お
い
て
だ
っ
た
の
で
あ
る
（
註
1
参
照
）
。

　ノ、

　
今
度
は
『
朗
詠
集
』
に
お
け
る
白
居
易
の
詩
の
「
摘
句
」
の
仕
方
に
、
主
題

的
な
特
徴
が
な
い
か
ど
う
か
、
そ
れ
を
見
た
い
。
「
春
興
」
の
章
十
八
番
に
、
花

見
に
関
す
る
詩
が
見
つ
か
る
。

　
こ
の
白
居
易
の
詩
句
も
、
本
来
は
送
別
の
律
詩
で
あ
っ
た
も
の
を
最
後
の
聯
だ

け
と
っ
て
、
本
来
の
主
題
か
ら
離
れ
て
、
都
の
生
活
を
楽
し
も
う
と
い
う
意
味
に

し
て
い
る
の
で
あ
る
。
都
と
は
白
居
易
の
詩
で
は
「
上
陽
」
、
す
な
わ
ち
洛
陽
の
意

味
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
京
の
都
に
置
き
換
え
て
い
る
。
そ
こ
に
は
「
花
」
も
「
歌
」

も
「
酒
」
も
あ
る
、
と
言
っ
て
い
る
の
だ
。
平
安
貴
族
の
生
活
観
が
そ
こ
に
あ
ら

わ
れ
、
白
居
易
の
主
題
と
は
お
よ
そ
異
な
っ
て
い
る
。
白
居
易
は
愛
好
さ
れ
た
と

は
い
え
、
愛
好
さ
れ
た
の
は
勝
手
に
ア
レ
ン
ジ
さ
れ
た
白
居
易
な
の
で
あ
る
。

　
、
「
春
夜
」
の
章
に
は
『
古
今
和
歌
集
』
の
情
緒
が
溢
れ
て
い
る
。
二
八
番
は
大

河
内
躬
恒
の
歌
で
あ
る
。

　
　
春
の
夜
の
／
や
み
は
あ
や
な
し
／
む
め
の
花
／
い
ろ
こ
そ
み
え
ね
／
香
や
は

か
く
る
る

　
こ
の
歌
と
並
ん
で
、

る
。

白
居
易
の
律
詩
の
一
聯
が
と
ら
れ
て
い
る
。
二
七
番
で
あ

燭
を
背
け
て
は
共
に
憐
れ
む
深
夜
の
月
（
背
燭
野
羊
深
夜
月
）

花
を
踏
ん
で
は
同
じ
く
惜
し
む
少
年
の
春
（
踏
花
同
惜
少
年
春
）
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花
の
も
と
に
帰
ら
む
こ
と
を
遡
る
る
は
　
美
景
に
因
っ
て
な
り
（
花
下
忘

帰
因
美
景
）

　
　
樽
の
前
に
酔
ひ
を
勧
む
る
は
　
こ
れ
春
の
風
（
…
樽
前
勧
酔
是
春
風
）

　
原
典
は
律
詩
で
、
別
離
の
悲
し
み
を
歌
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
そ

の
主
題
か
ら
離
れ
て
、
た
だ
「
花
」
と
「
春
風
」
と
「
酔
」
う
こ
と
を
意
味
す

る
部
分
だ
け
が
取
り
出
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
ま
る
で
後
代
の

日
本
の
花
見
の
歌
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
主
題
の
面
で
、
大
き
な
逸
脱
が
あ

る
と
言
え
る
の
で
あ
る
。
同
じ
よ
う
な
例
は
二
十
番
に
も
見
つ
か
る
。

歌
津
は
家
々
　
花
は
処
々
（
歌
酒
家
々
花
処
々
）

　
こ
れ
も
元
は
律
詩
で
、
友
と
の
別
れ
を
悲
し
ん
だ
も
の
で
あ
る
が
、
そ
う
し
た

人
間
関
係
は
『
和
漢
朗
詠
集
』
で
は
ぽ
か
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
共
に
憐
れ
む
」

と
か
、
「
同
じ
く
惜
し
む
」
と
か
の
表
現
は
『
朗
詠
集
隔
に
も
あ
る
が
、
こ
こ
で
は

人
と
の
関
係
が
「
月
」
と
「
花
」
に
包
ま
れ
て
い
る
。
秋
と
春
の
二
つ
の
季
節
を

代
表
す
る
自
然
の
風
物
が
強
調
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
う
し
た
こ
と
は
律

詩
か
ら
一
聯
だ
け
と
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
可
能
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
更
に
言
え
ば
、
『
朗
詠
集
』
の
一
聯
に
お
い
て
は
「
同
じ
く
惜
し
む
」
相
手
が
友

人
な
の
か
恋
人
な
の
か
、
そ
れ
さ
え
は
っ
き
り
し
な
い
。
「
あ
は
れ
む
」
「
を
し
む
」

と
い
う
動
詞
は
「
あ
は
れ
」
．
を
感
じ
さ
せ
、
和
歌
の
情
緒
と
し
て
出
て
来
る
喪
失

感
と
エ
ロ
ス
の
香
り
が
す
る
の
で
あ
る
。
先
に
引
用
し
た
大
河
内
躬
恒
の
「
春
の

夜
の
や
み
は
・
こ
が
こ
の
締
す
ぐ
に
つ
づ
く
こ
と
か
ら
も
、
そ
の
こ
と
は
納
得



で
き
る
。
大
河
内
．
の
歌
の
意
味
は
、
梅
の
花
の
色
は
夜
の
闇
に
見
え
な
く
な
り

て
い
る
け
れ
ど
、
そ
の
香
は
す
る
も
の
だ
と
い
う
こ
と
で
、
夜
の
エ
ロ
ス
ぶ
闇

の
中
で
も
伝
わ
っ
て
来
る
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
白
居
易
の
詩
は

こ
こ
で
も
勝
手
に
ア
レ
ン
ジ
さ
れ
て
、
日
本
人
好
み
の
編
集
に
合
わ
せ
て
変
形

さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

七
　
本
稿
を
終
え
る
に
あ
た
っ
て
、
日
本
で
は
何
度
も
取
り
上
げ
ら
れ
、
後
々
ま

で
も
朗
詠
さ
れ
た
白
居
易
の
有
名
な
詩
句
を
酬
つ
考
え
た
い
。
『
朗
詠
集
』
の

「
藤
」
の
章
＝
三
二
番
で
あ
る
。

帳
望
す
る
　
慈
恩
に
三
月
の
尽
き
ぬ
る
こ
と
を
　
　
（
貸
賃
慈
恩
三
月
尽
V

紫
藤
の
花
落
ち
て
　
鳥
閑
關
々
た
り
　
　
（
紫
藤
花
落
鳥
關
々
）

　
こ
の
『
朗
詠
集
』
の
詩
句
を
見
る
と
、
春
も
終
わ
る
頃
、
藤
の
花
も
散
っ
て
、

鳥
の
声
も
寂
し
い
と
い
う
感
じ
が
す
る
。
し
か
し
、
原
典
で
あ
る
白
居
易
の
律

詩
は
、
こ
の
一
聯
で
は
じ
ま
る
も
の
で
あ
っ
て
、
主
題
は
友
情
、
友
へ
の
心
を

切
々
と
歌
う
も
の
な
の
で
あ
る
。
『
朗
詠
集
』
で
は
季
節
の
悲
し
み
が
歌
わ
れ
、

そ
う
し
た
人
間
ど
・
う
し
の
感
情
の
表
現
は
な
い
、
大
き
な
逸
脱
と
書
う
べ
き
な

の
で
あ
る
。

　
重
要
な
の
は
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
白
居
易
の
律
詩
に
お
い
て
は
紫
色
の

「
藤
」
の
花
は
現
れ
ず
、
紫
色
の
「
桐
辱
の
花
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
桐
」

の
花
が
日
本
で
知
ら
れ
て
い
な
か
り
た
こ
と
は
な
い
の
だ
が
、
字
の
音
が
似
て

い
て
、
色
も
似
て
い
る
と
い
う
意
味
で
、
「
藤
」
と
「
桐
」
に
は
共
通
点
淋
あ
る

か
ら
、
そ
れ
を
置
き
換
え
た
の
で
あ
る
。

　
植
物
図
鑑
を
見
る
と
、
桐
と
藤
は
全
く
異
な
っ
た
種
類
の
植
物
で
あ
る
こ
と

が
わ
か
る
。
形
が
違
う
し
、
生
え
方
も
ち
が
う
。
藤
は
上
か
ら
垂
れ
、
風
に
そ

よ
ぐ
、
な
よ
な
よ
し
た
感
じ
が
す
る
。
桐
は
力
強
く
、
男
性
的
で
あ
る
。
目
本

人
の
感
覚
と
し
て
は
、
藤
の
方
が
よ
ほ
ど
優
美
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
う

で
あ
る
な
ら
ば
、
置
き
換
え
は
理
解
で
き
る
の
で
あ
る
。
藤
の
方
が
、
桐
よ
り

エ
ロ
ス
の
香
も
漂
う
の
で
あ
る
。
白
居
易
の
詩
句
の
旧
本
化
は
そ
う
い
う
と
こ

う
に
ま
で
現
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
桐
か
ら
富
士
へ
の
転
換
は
、
『
朗
詠
集
恥
が
『
源
氏
物
語
』
と
ほ
と

ん
ど
同
じ
時
期
に
成
立
し
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
な
お
い
っ
そ
う
重
要
な
意
味
を

持
つ
。
『
源
氏
物
語
』
の
主
人
公
は
荊
掌
骨
」
の
更
衣
と
い
う
女
性
の
子
で
あ
っ
た

が
、
こ
の
女
性
は
す
ぐ
に
死
ん
で
し
ま
い
、
光
源
氏
は
亡
き
母
の
幻
影
を
求
め
て
、

父
で
あ
る
帝
の
再
婚
し
た
相
手
で
あ
る
「
藤
壷
」
に
惹
か
れ
る
の
で
あ
る
。
「
桐
」

壼
の
更
衣
か
ら
「
藤
｝
壷
へ
の
転
換
、
こ
れ
は
先
に
見
た
白
居
易
に
お
け
る
「
桐
｝

か
ら
「
藤
」
へ
の
ず
ら
し
と
並
行
の
現
象
な
の
で
あ
る
b
・

　
一
悪
」
か
ら
「
藤
」
へ
の
ず
ら
し
、
こ
れ
こ
そ
が
『
朗
詠
集
』
に
お
け
る
白
居

易
あ
る
い
は
白
楽
天
の
意
味
を
象
徴
し
て
い
る
と
思
わ
－
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
貝
本

人
は
白
居
易
を
愛
し
た
の
で
は
な
く
、
白
居
易
の
詩
を
換
骨
奪
胎
し
ゃ
す
い
と
無

意
識
に
も
感
じ
た
の
で
あ
る
。
換
骨
奪
胎
し
て
、
和
歌
的
な
文
脈
に
合
う
よ
う
に

す
る
，
こ
れ
が
良
居
易
の
受
容
の
本
質
だ
っ
た
の
だ
。

　
で
は
、
ど
う
し
て
そ
う
し
た
換
骨
奪
胎
が
必
要
だ
っ
た
の
か
。
前
に
述
べ
た
よ

う
に
、
日
本
文
学
の
言
語
は
精
神
分
析
で
ラ
カ
ン
が
言
う
「
想
像
界
」

（一

ﾘ
諾
貯
鉱
毒
y
の
言
語
で
あ
る
。
三
等
文
学
の
伝
統
の
基
礎
で
あ
る
『
古
今
和

歌
集
』
は
「
花
鳥
風
月
」
と
い
う
形
で
季
節
之
風
物
と
人
の
心
を
結
び
あ
わ
せ
、

同
時
に
原
始
的
な
記
号
隠
語
の
世
界
を
維
持
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
『
朗
詠

集
』
に
見
ら
れ
る
白
居
易
の
受
容
の
仕
方
は
、
そ
う
し
た
文
化
的
文
脈
か
ら
み
れ

ば
当
然
で
あ
る
の
ラ
カ
ン
は
「
想
像
界
し
か
ら
「
象
徴
界
」
（
一
Φ
も
・
蒼
げ
o
F
封
幕
）

へ
移
行
す
る
段
階
で
人
は
」
ず
ら
し
」
を
用
い
て
抵
抗
す
る
と
言
っ
て
い
る
が
、

『
朗
詠
集
』
の
編
者
ら
は
「
桐
」
を
「
藤
」
に
ず
ら
す
こ
と
で
、
「
想
像
界
」
か
ら

出
た
く
な
い
と
い
う
抵
抗
の
意
志
を
無
意
識
に
も
示
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

（
註
）

一
　
フ
ラ
ン
シ
ー
ヌ
・
エ
ラ
イ
ユ
「
平
安
時
代
の
文
章
」

　
　
（
「
第
2
0
回
国
際
日
本
文
学
研
究
集
会
会
議
録
偏
国
文
学
研
究
資
料
館
、
1

9
9
6
y

2
　
冒
8
¢
Φ
ω
冨
。
§
”
評
ほ
房
H
∴
H
（
の
Φ
£
鮒
這
①
①
）

3
　
』
貯
．
貯
ぼ
困
o
a
。
。
ぼ
“
〉
建
直
。
麸
o
h
智
冨
蓼
。
・
Φ
ば
富
冨
9
冨
令
吋
貯
8
ぎ
旨
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℃



己
a
＜
も
冨
。
，
の
し
O
◎
o
劇
）

4
　
田
部
井
文
雄
・
高
木
重
俊
『
漢
文
名
作
選
3
』
（
大
修
館
、
1
9
8
4
）

5
　
対
句
表
現
は
『
古
事
記
』
の
下
巻
の
歌
謡
に
は
す
で
に
頻
繁
に
登
場
す
る
。

一
例
は
軽
皇
子
と
．
衣
通
姫
の
歌
。

6
　
伊
藤
虎
丸
・
横
山
伊
勢
雄
『
中
国
の
文
学
論
』
（
汲
古
書
院
、
1
9
8
7
）

7
　
『
和
漢
朗
詠
集
　
梁
塵
秘
抄
』
（
川
口
久
雄
、
志
田
延
義
校
注
、
岩
波
書
店
、

↓
九
八
四
）
解
説
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