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を
こ
の
方
法

ー
ー
ー
土
佐
日
記
の
場
合
｜
｜

東
海

亮
造

紀
貫
之
は
、

正
月
の
除
目
で
、
土
佐
守
に
任
命
さ
れ
た
。
足
掛
け
五
年
任
国
土
佐
で
過
ご
し
、
承
平
四
年
（
九
三

延
長
八
年
（
九
三
O
）

五
）
十
二
月
二
十
一
日
、
土
佐
守
の
任
終
え
て
、
土
佐
国
の
国
府
を
出
発
し
た
。
海
路
の
旅
で
あ
る
。
京
都
の
我
が
家
に
着
い
た
の
は
、

五
年
（
九
三
六
）
二
月
十
六
日
で
あ
る
。
こ
の
旅
の
こ
と
書
い
た
の
が
『
土
佐
日
記
』
で
あ
る
。
こ
の
旅
の
日
数
を
数
え
る
と
、

五
十
五
日

も
費
や
さ
れ
て
い
る
。
往
路
の
旅
は
、
竹
内
理
三
氏
が
「
『
延
喜
式
』
で
は
、

ど
ち
ら
で

土
佐
と
京
と
の
連
絡
は
、
陸
路
で
も
水
路
で
も
、

も
よ
い
と
し
て
あ
る
。
紀
貫
之
が
、
こ
こ
（
山
城
国
山
崎
｜
筆
者
注
）

明
ら
か
で
な
い
。

か
ら
水
路
を
と
っ
た
か
陸
路
を
と
っ
た
か
は
、

が
土
佐
日
記
の
か
き
ぶ
り
か
ら
み
る
と
、
貫
之
の
往
路
は
、
陸
路
に
よ
っ
た
ら
し
い
こ
と
が
、
何
と
な
く
想
像
き
れ
る
」
（
『
土
佐
日
記
全
注

釈
』
付
録
月
報
「
土
佐
に
赴
任
す
る
の
記
」
）と
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
を
受
け
て
、
村
瀬
敏
夫
氏
は
、
復
路
に
つ
い
て
、
「
帰
途
海
路
に
よ
っ

た
の
は
、

そ
の
頃
す
で
に
瀬
戸
内
海
及
び
そ
の
沿
岸
地
方
は
海
賊
が
跳
梁
し
て
、

陸
路
を
取
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
」
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（
紀
貫
之
伝
の
研
究
』
三
六
八
頁

と
述
べ
て
い
る
。

(371) 

『
土
佐
日
記
』
に
も
、
海
賊
に
関
す
る
記
事
が

O
船
君
な
る
人
、
波
を
見
て
、
国
よ
り
始
め
て
、
海
賊
報
い
せ
む
と
い
ふ
な
る
こ
と
を
思
ふ
う
へ
に
：
：
：
（
一
月
二
十
一
日
）

O

「
こ
の
わ
た
り
、
海
賊
の
お
そ
り
あ
り
」
と
い
へ
ば
、
神
仏
を
祈
る

二
月
二
十
三
日
）

O

「
海
賊
追
ひ
来
」
と
い
ふ
こ
と

た
え
ず
聞
こ
ゆ

（
一
月
二
十
五
日
）

O

「
海
賊
追
ふ
」
と
い
へ
ば
：
：
：
（
一
月
二
十
六
日
）

O
「
海
賊
は
夜
あ
る
き
せ
ざ
な
り
」
と
聞
き
て
：
：
：
、
今
は
和
泉
の
国
に
来
ぬ
れ
ば
、
海
賊
も
の
な
ら
ず
こ
月
三
十
日
）

と
多
く
書
き
記
さ
れ
て
い
る
。

ど
ち
ら
の
路
を
採
っ
て
も
、
海
賊
に
襲
撃
さ
れ
る
危
険
は
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

当
時
、
土
佐
国
か
ら
の
「
租
庸
調
」
、
特
に
「
調
」
の
搬
送
は
、
当
然
、
海
上
輸
送
で
あ
ろ
う
。
貫
之
に
と
っ
て
、土
佐
国
か
ら
、
持
ち

-2-

帰
る
荷
物
（
土
佐
で
蓄
え
た
資
産
、
財
物
）

の
た
め
に
は
、

ど
う
し
て
も
海
路
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
往
路
の
行
程
の
逆

を
採
っ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
何
度
も
荷
駄
の
積
み
替
え
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
煩
わ
し
き
が
生
ず
る
で
あ
ろ
う
。

こ
の
旅
の
出
発
は
、
「
十
二
月
の
、
二
十
日
あ
ま
り
一
日
の
日
の
、
戊
の
時
に
、
門
出
す
」
と
あ
る
よ
う
に
、
成
の
時
、
現
在
の
午
後
七

時
か
ら
九
時
ま
で
の
時
間
帯
の
出
発
。
な
ぜ
、
こ
ん
な
遅
い
時
間
に
出
発
す
る
の
か
、
不
思
議
で
あ
る
。
し
か
し
、
「
吉
日
や
よ
い
方
角
を

定
め
て
出
立
す
る
た
め
」
（
木
村
正
中
『
日
本
古
典
集
成
』
一
一
頁
）
、
「
平
安
朝
の
他
の
作
品
の
用
例
か
ら
み
て
、日
の
吉
凶
や
行
く
先
の

方
角
の
関
係
か
ら
い
っ
た
ん
別
の
地
へ
移
り
、

そ
こ
で
準
備
を
整
え
て
、
改
め
て
目
的
地
へ
出
発
す
る
こ
と
が
多
く
、

そ
の
最
初
の
移
動
を

『
門
出
』
と
し
よ
う
す
る
と
い
う
の
が
今
で
は
常
識
で
あ
る
」
（
品
川
和
子
『
土
佐
日
記
全
訳
注
』一
六
頁
）
、
「
当
時
の
旅
の
出
発
は
人
目
を

避
け
て
暗
い
時
分
が
選
ば
れ
た
」
（
菊
池
靖
彦
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
』一
五
頁
）
。ほ
と
ん
ど
同
じ
よ
う
な
内
容
の
文
章
で
あ
る
。
あ



た
か
も
当
然
で
あ
る
か
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

十
二
月
と
い
う
季
節
、
夜
の
船
行
の
危
険
性
な
ど
を
考
え
合
わ
せ
る
と
、

や
は
り
、
異
常
な
時
間
帯
で
あ
る
。
夜
の
船
行
に
つ
い
て
、

『
土
佐
日
記
』
の
中
で
例
の
な
い
こ
と
で
は
な
い
。

O
「
海
賊
追
ふ
」
と
い
へ
ば
、
夜
な
か
ば
よ
り
船
を
出
だ
し
て
漕
ぎ
く
る
：
：
：
（
一
月
二
十
六
日
）

O

「
海
賊
は
夜
あ
る
き
せ
ぎ
な
り
」
と
聞
き
て
、
夜
な
か
ば
か
り
に
船
を
出
だ
し
て
：
：
：
（
一
月
三
十
日
）

し
か
し

こ
れ
ら
は
海
賊
の
襲
撃
と
い
う
緊
急
事
態
が
発
生
し
た
か
ら
で
あ
る
。
や
は
り
、

な
に
か
特
別
の

」
の
時
間
帯
の
出
発
に
は

理
由
が
あ
る
に
違
い
な
い
。
「
調
度
ゃ
う
の
も
の
、
或
は
、
船
に
つ
み
は
こ
ぴ
」
（
香
川
景
樹
『
土
佐
日
記
創
見
』
）
な
ど
の
た
め
と
い
う
こ

と
も
関
わ
り
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
更
に
何
か
が
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
項
を
改
め
て
論
及
し
た
い
。

土
佐
か
ら
の
帰
京
は
、
承
平
五
年
（
九
三
六
）
二
月
十
六
日
、
そ
れ
も
、

O
夜
に
な
し
て
、
京
に
は
入
ら
む
と
思
へ
ば
、
急
ぎ
し
も
せ
ぬ
ほ
ど
に
、
月
出
で
ぬ
（
二
月
十
六
日

と
あ
る
よ
う
に

こ
れ
も
「
夜
」
で
あ
る
。
な
ぜ
「
夜
」
な
の
か
。
そ
の
答
え
は
「
今
日
、
車
、
京
へ
と
り
に
や
る
」
（
二
月
十
四
日
）
、

「
今
日
、
車
、

に
あ
り
そ
う
で
あ
る
。
貫
之
達
が
乗
る
車
も
あ
る
だ
ろ
う
が
、

土
佐
国
か
ら
運
ん
で
き
た
荷

ゐ
て
来
た
り
」
（
二
月
十
五
日
）

物
を
、
京
に
運
ぶ
た
め
の
車
で
も
あ
ろ
う
。
萩
谷
朴
氏
は
「
な
ぜ
夜
帰
る
か
と
い
う
と
、
そ
れ
は
、
物
見
高
く
口
さ
が
な
い
京
わ
ら
ん
べ
の

見
せ
物
に
な
る
こ
と
が
、
イ
ン
テ
リ
貫
之
の
神
経
に
耐
え
ら
れ
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
ず
い
ぶ
ん
荷
物
が
多
い
か
ら
と
い
っ
て
は
、
よ
ほ

ど
あ
く
ど
い
儲
け
を
し
た
の
に
違
い
な
い
と
評
判
が
立
ち
、
あ
ま
り
荷
物
が
貧
弱
だ
か
ら
と
い
っ
て
は
、
な
ん
と
甲
斐
性
の
な
い
国
司
だ
と

-3-(370) 



馬
鹿
に
さ
れ
る
。

（
中
略
）
『
更
級
日
記
』
に
も
『
粟
津
に
と
ど
ま
り
て
、
師
走
の
二
日
京
に
入
る
。
暗
く
い
き
着
く
べ
く
と
、
申
の
時
ば
か

り
に
立
ち
て
行
け
ば
』
と
あ
っ
て
、
そ
れ
が
国
司
入
京
一
般
の
風
習
と
も
な
っ
て
い
た
ら
し
い
」
（
土
佐
日
記
全
注
釈
』
四
一
一
頁
）

べ
て
い
る
。
で
は
、
貫
之
は
「
荷
物
が
多
い
」
国
司
で
あ
っ
た
の
か
、
「
荷
物
が
貧
弱
」
な
国
司
で
あ
っ
た
の
か
。
清
廉
潔
白
な
貫
之
を
考

え
る
説
が
多
く
見
ら
れ
る
が
、
果
た
し
て
そ
う
で
あ
ろ
う
か
。
「
受
領
は
倒
る
る
所
に
土
を
も
つ
か
め
」
（
今
昔
物
語
巻
二
十
八
・
第
三
十

八

の
信
濃
守
藤
原
陳
忠
ほ
ど
、
強
欲
で
は
な
い
と
し
て
も
、
当
時
の
国
司
並
み
の
蓄
財
は
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
受
領
は
、
儲
か
る
官
職
で

あ
る
と
思
わ
れ
、
猟
官
運
動
を
す
る
下
級
貴
族
が
多
か
っ
た
の
も
事
実
で
あ
る
。

帰
京
後
、
貫
之
は
、
二
つ
の
大
切
な
事
柄
を
実
行
し
て
い
る
。

『
貫
之
集
』

一
つ
は

グ〉

O
三
月
つ
ご
も
り
の
日
、
家
移
り
す
る
に
（
八
二
八
の
調
書
）

O
久
し
う
住
み
け
る
家
を
、
住
ま
じ
と
て
ほ
か
へ
う
つ
る
に
、
前
に
お
ひ
た
る
松
と
竹
と
を
残
し
て

八
七
0

・
八
七
一
の
詞
書
）

の
詞
書
か
ら
推
測
し
て
、
帰
京
し
て
一
月
半
程
経
っ
た
三
月
末
に
、
転
居
し
た
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
現
代
の
引
っ
越
し
事
情
と
は
、
同
じ

に
は
考
え
ら
れ
な
い
に
し
て
も
、
共
通
し
て
い
え
る
こ
と
は
、
相
当
の
費
用
が
か
か
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
費
用
の
捻
出
は
、

り
土
佐
守
と
し
て
の
蓄
財
か
ら
で
あ
ろ
う
。

二
つ
は
、
猟
官
運
動
を
お
こ
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
「
貫
之
集
』
σ3 

O
っ
か
き
な
ら
で
な
げ
く
あ
ひ
だ
に
、

正
月
の
比
、
左
衛
門
督
の
も
と
に
、
大
殿
に
よ
き
に
申
し
給
へ
と
、
申
し
に
奉
ら
る
る
に
、

奉
り
給
へ
と
て

（
八
二
二
の
詞
書
）

O
っ
か
き
た
ま
は
ら
で
な
げ
く
こ
ろ
、
大
殿
の
も
の
書
か
せ
た
ま
ふ
お
く
に
、

よ
み
て
書
け
る

八
七
二
の
詞
書
）

な
ど
の
詞
書
に
、
貫
之
の
猟
官
運
動
の
必
死
き
を
垣
間
見
る
の
で
あ
る
。

と
述

(369) -4 
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左
衛
門
督
は
、
摂
政
太
政
大
臣
藤
原
忠
平
の
次
男
、
藤
原
師
輔
と
さ
れ
て
い
る
。
兄
は
実
頼
。
子
ど
も
に
は
、
兼
家
・
安
子
な
ど
が
お

り
、
そ
の
安
子
が
村
上
天
皇
の
中
宮
と
し
て
冷
泉
天
皇
を
生
ん
だ
た
め
外
戚
と
な
り
、
以
後
子
孫
は
ほ
と
ん
ど
摂
関
家
を
独
占
し
た
。
大
殿

は
、
言
う
ま
で
も
な
く
忠
平
で
あ
る
。
他
に
も
「
貫
之
集
』
に
み
ら
れ
る
、

O
十
二
月
の
つ
ご
も
り
か
た
、
身
を
う
ら
み
て
よ
め
る

（
八
一
三
の
詞
書
）

O
世
の
中
な
げ
き
て

八
三
八
の
詞
書
）

O
十
二
月
つ
ご
も
り
か
た
に
、
身
の
憂
き
を
な
げ
き
て

八
七
四
の
詞
書
）

な
ど
の
詞
書
を
見
る
と
、
貫
之
は
、
県
召
、

司
召
な
ど
の
除
目
に
任
官
が
な
い
こ
と
を
あ
か
ら
さ
ま
に
嘆
い
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

一
般
に
、
紀
貫
之
を
イ
メ
ー
ジ
す
る
の
は
、
平
安
時
代
の
最
高
の
歌
人
で
あ
り
、
現
代
風
に
社
会
的
地
位
の
高
き
を
想
像
す
る
が
、
摂
関

政
治
の
社
会
で
は
、
従
五
位
下
で
あ
る
か
ら
、
所
詮
は
受
領
階
級
、
下
級
貴
族
に
過
ぎ
な
い
。
任
官
の
有
無
は
、
本
人
に
と
っ
て
も
、

に
と
っ
て
も
、
最
大
の
関
心
事
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
経
済
が
大
き
く
関
わ
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
『
枕
草
子
』
（
二
十
二
段
）
に
も
、

「
す
さ
ま
じ
き
も
の
」
の
例
と
し
て
、
「
除
目
に
つ
か
き
得
ぬ
人
」
を
話
題
に
し
て
い
る
。

そ
れ
で
は
、
貫
之
は
ど
の
よ
う
な
猟
官
運
動
を
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

い
つ
の
時
代
も
変
わ
ら
ぬ
物
量
作
戦
で

ひ
と
つ
は
、
洋
の
東
西
、

あ
ろ
う
。
時
の
権
力
者
、
例
え
ば
、
忠
平
・
実
頼
・
師
輔
な
ど
に
対
す
る
賂
（
ま
い
な
い
て

土
佐
国
か
ら
運
ん
で
き
た
金
品
を
献
上
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
歓
心
を
買
う
と
い
う
手
法
で
あ
ろ
う
。
『
土
佐
日
記
』
に
、
次
ぎ
の
よ
う
な
記
事
が
あ
る
。

O
十
二
日
、
雨
降
ら
ず
。

こ
れ
も
ち
が
船
の
お
く
れ
た
り
し
、
奈
良
志
津
よ
り
室
津
に
来
ぬ
。
（
一
月
十
二
日
）

ふ
む
と
き
、

こ
の
記
事
に
よ
れ
ば
、
貫
之
は
、
二
般
の
船
で
帰
京
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。
萩
谷
朴
氏
は
「
貫
之
一
行
が
一
般
の
船
に
全
員
同
乗
し
た
の

で
は
な
く
、
二
般
も
し
く
は
そ
れ
以
上
の
船
に
分
乗
し
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
な
ぜ
遅
れ
た
か
に
つ
い

族

-5-(368) 



て
は
「
随
行
の
船
が
何
ら
か
の
支
障
を
来
た
し
て
、
室
津
へ
あ
と
二
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
と
い
う
と
こ
ろ
で
落
伍
し
た
と
い
う
こ
と
も
、
考
え
ら

れ
な
く
も
な
い
」
（
『
土
佐
日
記
全
注
釈
』
一
八
五
頁
）
と
し
か
述
べ
て
い
な
い
。
こ
の
時
代
の
造
船
技
術
・
航
海
技
術
の
未
熟
さ
を
考
え
る

と
、
後
の
船
に
も
一
行
の
半
数
の
人
聞
が
乗
っ
て
い
た
と
し
た
と
仮
定
し
た
な
ら
ば
、
生
命
に
も
関
わ
る
こ
と
な
の
で
、
貫
之
の
乗
船
し
て

い
る
船
は
、
奈
良
志
津
で
そ
の
船
を
待
っ
て
、
室
津
の
港
ま
で
伴
走
同
行
す
る
の
が
通
常
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
う
し
な
い
の

は
、
船
乗
り
以
外
に
は
貫
之
側
の
人
間
は
、
多
く
は
乗
っ
て
い
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
ほ
と
ん
ど
積
み
荷
で
は
な
か
っ
た
か
と
推
測
さ

れ
る
。
積
み
荷
の
積
載
量
の
多
き
が
、
船
足
を
遅
ら
せ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
の
積
み
荷
の
中
に
は
、
朝
廷
高
官
へ
の
貢
ぎ
物
も
含
ま

れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

。
ま
き
つ
ら
、
酒
、
よ
き
物
奉
れ
り
。
こ
の
か
よ
う
に
物
持
て
来
る
人
に
、
な
ほ
し
も
え
あ
ら
で
、

い
き
さ
け
わ
ざ
さ
せ
き
す
。
物

も
な
し
。

（
一
月
四
日
）

O
船
君
、
節
忌
す
。
精
進
物
な
け
れ
ば
、
午
時
よ
り
の
ち
に
、
揖
取
り
の
昨
日
釣
り
た
り
し
鯛
に
、
銭
な
け
れ
ば
、
米
を
と
り
か
け

て
、
落
ち
ら
れ
ぬ
。

か
か
る
こ
と
な
は
あ
り
ぬ
。
揖
取
り
、

酒
し
ば
し
ば
く
る
。
揖
取
り
気
色
悪
し

ま
た
鰯
持
て
来
た
り
。
米
、

か
ら
ず
。

（
一
月
十
四
日
）

O
あ
る
人
、
あ
ざ
ら
か
な
る
物
持
っ
て
来
た
り
。
米
し
て
返
り
ご
と
す
。

（
二
月
八
日
）

な
ど
の
記
事
か
ら
推
測
さ
れ
て
い
る
清
廉
潔
白
、
廉
直
清
貧
の
貫
之
と
い
う
評
価
は
、
は
た
し
て
鵜
呑
み
に
し
て
よ
い
も
の
か
。
阿
漕
、
強

欲
と
ま
で
は
い
わ
な
い
が
、
や
は
り
当
時
の
国
司
一
般
と
同
じ
よ
う
な
こ
と
を
や
っ
て
蓄
財
し
て
い
た
に
違
い
な
い
。

し
か
し
、
貫
之
は
、
他
の
受
領
階
級
と
は
異
な
る
立
場
を
保
持
し
て
い
た
。
そ
れ
は
、
勅
撰
集
『
古
今
和
歌
集
』
の
選
者
、
扉
風
歌
の
作

者
と
し
て
の
立
場
、
す
な
わ
ち
宮
廷
歌
人
と
し
て
の
立
場
で
あ
る
。
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O
延
長
八
年
土
佐
の
国
に
下
り
て
、
承
平
五
年
に
京
に
上
り
て
、
左
大
臣
殿
白
河
殿
に
お
は
し
ま
す
御
供
に
ま
う
で
た
る
に
、
歌
つ

か
う
ま
つ
れ
と
あ
れ
ば
よ
め
る

（
『
貫
之
集
』
六
九
四
の
詞
書
）

と
あ
る
よ
う
に
、
直
接
、
時
の
権
力
者
に
会
う
こ
と
が
で
き
、
直
答
で
き
る
機
会
を
持
つ
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
『
土
佐
日

記
』
の
成
立
が
大
き
く
関
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

暦
注
に
「
具
注
暦
」
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
陰
陽
寮
で
作
成
さ
れ
、
漢
字
だ
け
で
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。
上
等
な
具
注
暦
は
書
き
込
み

が
で
き
る
よ
う
に
行
聞
が
あ
い
て
い
る
の
で
、
間
明

（
ま
あ
き
）
暦
と
も
言
わ
れ
て
い
る
。
貫
之
は
、
過
去
の
官
職
の
履
歴
か
ら
考
え
て

も
、
具
注
暦
は
所
有
、
携
帯
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。土
佐
か
ら
帰
京
の
際
も
、
当
然
携
行
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
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旅
行
中
、
そ
の
具
注
暦
に
記
録
さ
れ
た
メ
モ
が
、
『
土
佐
日
記
』の
元
原
稿
で
は
な
い
か
と
言
わ
れ
て
い
る
。

『
土
佐
日
記
』
の
成
立
に
つ
い
て
、
村
瀬
敏
夫
氏
は
「
承
平
五
年
四
月
以
後
お
そ
ら
く
同
年
中
に
成
っ
た
の
だ
ろ
う
」
と
し
、
「
恒
佐
か
師

輔
な
ど
の
需
め
に
よ
っ
て
、

そ
の
室
た
る
大
納
言
清
貫
女
、
あ
る
い
は
勤
子
内
親
王
に
献
じ
ら
れ
た
可
能
性
も
考
う
べ
き
か
も
し
れ
な
い
」

（
『
紀
貫
之
伝
の
研
究
』
四
一
七
頁
）と
述
べ
て
い
る
。
萩
谷
氏
は
「
承
平
五
年
中
の
こ
と
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、そ
れ
は
十
二
月
二
日
、

実
頼
君
達
の
元
服
に
際
し
て
こ
れ
を
和
歌
入
門
の
個
人
用
教
科
書
と
し
て
進
上
し
た
と
い
う
こ
と
も
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
で
は
な
い
」
（
『
全

注
釈
』
四
七
O
頁
）
と
し
て
い
る
。

果
た
し
て
帰
京
後
、

そ
れ
ほ
ど
性
急
に
成
立
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
目
崎
徳
衛
氏
（
『
紀
貫
之
』
一
五
四
1

一
五
六
頁
）
の
、
『
貫
之
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集
』
（
八
三
八
j

八
四
二

の
藤
原
雅
正
と
の
贈
答
歌
の
詞
書
「
世
の
中
歎
き
て
、
歩
き
も
せ
ず
し
て
あ
る
あ
ひ
だ
に
、
三
月
の
つ
ご
も
り



の
目
、
雅
正
朝
臣
の
も
と
よ
り
」
、
『
後
撰
集
』
（
巻
四
・
二
一
一
）の
貫
之
の
歌
の
詞
書
「
月
ご
ろ
、
わ
づ
ら
ふ
こ
と
あ
り
て
、
ま
か
り
あ

り
き
も
せ
で
、
ま
で
来
ぬ
よ
し
言
ひ
て
、

文
の
奥
に
」
を
用
い
て
の
「
土
佐
か
ら
帰
っ
て
、
四
ー
五
年
も
の
間
貫
之
が
官
職
に
あ
り
つ
け
な

か
っ
た
歎
き
」
の
徒
然
の
聞
と
い
う
記
述
に
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
間
、
猟
官
運
動
を
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。そ
の
結
果
、

天
慶
三
年
三
月
、
玄
蕃
頭
と
な
り
、

五
月
、
朱
雀
院
別
当
に
再
任
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
村
瀬
敏
夫
氏
の
「
天
慶
元
年
の
秋
以
後
朱
雀
院
別
当

に
補
せ
ら
れ
る
か
」
（
『
紀
貫
之
伝
の
研
究
』
四
七O
i

四
七
五
頁
）
と
い
う
仮
説
も
あ
る
。
こ
れ
ら
を
勘
案
す
る
と
、
承
平
五
年
中
は
、
あ

ま
り
に
早
す
ぎ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ど
ん
な
に
早
く
と
も
、
承
平
七
年
（
九
三
七
）
冬
ご
ろ
か
ら
天
慶
元
年
（
九
三
八
）
秋
ご
ろ
で
は
な
い

か
と
推
定
き
れ
る
。
仮
に
こ
の
時
期
に
、
「
新
撰
和
歌
』
の
撰
述
・
編
纂
が
行
な
わ
れ
、
歌
集
の
体
裁
を
成
し
た
と
す
る
な
ら
ば
、

そ
の
時

の
、
同
時
進
行
の
、
手
す
き
び
と
し
て
執
筆
き
れ
、
『
新
撰
和
歌
』
と
ほ
ぼ
同
時
に
成
立
し
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

承
平
五
年
二
月
十
六
日
、
帰
京
し
て
か
ら
作
歌
し
た
と
推
定
さ
れ
る
歌
を
、
『
貫
之
集
』
か
ら
抽
出
し
、そ
れ
を
整
理
し
た
先
学
の
「
貫

之
年
譜
」
な
ど
を
み
る
と
、
扉
風
歌
や
時
の
権
力
者
と
の
贈
答
歌
が
多
い
の
に
気
づ
く
。
詳
細
は
、
村
瀬
敏
夫
氏
の
作
成
し
た
「
紀
貫
之
年

譜
」
（
『
紀
貫
之
伝
の
研
究
』
四
七O
i
四
七
五
頁
）
な
ど
に
譲
る
と
し
て
、
承
平
五
・
六
・
七
年
に
か
け
て
は
、
特
に
目
に
付
く
の
で
あ

る
日
肝
風
歌
は
、ど
の
よ
う
な
と
き
に
詠
ま
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
算
賀
・
裳
着
・
入
内
・
大
嘗
会
な
ど
の
行
事
の
際
の
調
進
に
よ
っ
て
詠
ま

れ
る
場
合
が
多
い
。
全
て
が
喜
ぶ
べ
き
、
め
で
た
い
行
事
で
あ
る
。
当
然
界
風
歌
の
歌
人
紀
貫
之
も
参
加
が
許
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
。

公
式
の
行
事
の
後
に
は
、
「
竹
取
物
語
』グ〉

。
よ
き
程
な
る
人
に
な
り
ぬ
れ
ば
、
髪
上
げ
な
ど
さ
う
し
て
、
髪
上
げ
さ
せ
、
裳
着
す
：
：
：
こ
の
程
三
日
、
う
ち
あ
げ
遊
ぶ
。
よ
ろ

ず
の
遊
び
ぞ
し
け
る
。
お
と
こ
は
う
け
き
ら
は
ず
呼
ぴ
つ
ど
へ
て

い
と
か
し
こ
く
遊
ぶ
。
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で
も
分
か
る
よ
う
に
、
祝
宴
、
饗
宴
が
催
き
れ
る
。
『
源
氏
物
語
』の
「
紅
葉
賀
」
巻
の
例
を
出
す
ま
で
も
な
く
、
歌
舞
が
行
わ
れ
、
宴
座

と
い
わ
れ
る
酒
宴
の
場
が
設
け
ら
れ
る
。

貫
之
の
童
名
は
「
内
教
坊
の
阿
古
久
曽
」
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
。
そ
れ
に
つ
い
て
、
目
崎
氏
は
「
貫
之
の
童
名
に
『
内
教
坊
』
の
文
字
が

冠
せ
ら
れ
た
の
は
、
彼
の
母
が
内
教
坊
に
房
を
持
つ
伎
女
か
信
女
で
、
貫
之
は
こ
の
女
に
通
っ
た
望
行
と
の
間
に
生
れ
、
内
教
坊
の
中
で
育

っ
た
た
め
で
は
あ
る
ま
い
か
」
（
『
紀
貫
之
』一
八
i

一
九
頁
）
と
推
測
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
を
受
け
て
、
萩
谷
氏
は
「
土
佐
日
記
に
見
ら
れ

る
貫
之
の
歌
曲
・
民
謡
に
対
す
る
関
心
の
強
き
や
、

土
佐
日
記
の
構
想
に
見
ら
れ
る
戯
曲
作
法
の
巧
み
な
導
入
に
も
つ
な
が
る
も
の
と
し

て
、
そ
の
母
を
内
教
坊
の
女
性
と
仮
定
す
る
こ
と
は
、
ま
こ
と
に
興
味
深
い
も
の
が
あ
る
」
（
『
全
注
釈
』
四
四
九
頁
）とも
述
べ
て
い
る
。

上
記
の
こ
と
か
ら
、
歌
舞
が
得
意
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
容
易
に
想
像
で
き
る
。

『
土
佐
日
記
』
に
は
、
酒
に
関
わ
る
説
話
が
多
い
。
十
二
月
二
十
二
日
・
二
十
四
日
・
二
十
五
日
・
二
十
六
日
・
二
十
七
日
・
二
十
八
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日
・
二
十
九
日
な
ど
は
、

酒
を
媒
介
に
し
た
説
話
で
あ
る
。
な
ぜ
こ
れ
ほ
ど
飲
酒
・
飲
食
の
こ
と
を
話
題
に
す
る
の
だ
ろ
う
か
。

饗
宴
の
場
の
設
定
条
件
で
、
飲
酒
・
飲
食
あ
り
、
歌
舞
あ
り
、
こ
れ
で
必
要
十
分
条
件
が
整
っ
た
か
と
言
わ
れ
れ
ば
、や
は
り
何
か
が
欠

如
し
て
い
る
こ
と
に
気
づ
く
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
「
語
り
」
「
哨
」
で
あ
る
。
そ
れ
も
「
を
こ
の
語
り
」
「
を
こ
の
哨
」
で
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
の
で
あ
る
。
宴
の
場
は
、
談
笑
の
場
で
あ
る
。
無
礼
講
の
場
で
も
あ
る
。
楽
し
い
、
愉
快
な
、
滑
稽
な
話
題
が
提
供
さ
れ
、
満
座
が
ど

っ
と
映
笑
に
沸
く
こ
と
が
饗
宴
の
場
の
充
足
感
で
あ
ろ
う
。
を
こ
な
話
題
の
語
り
手
は
、
期
待
さ
れ
、
も
て
は
や
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

そ
の

「
を
こ
語
り
」
の
語
り
手
の
一
人
が
、
紀
貫
之
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
酒
を
媒
介
に
す
る
の
は
、
飲
酒
で
の
成
功
謹
な
ど
は
ほ
と
ん
ど
無
い

に
等
し
い
。
失
敗
諌
ば
か
り
で
あ
る
。
「
を
こ
」
な
咽
ば
か
り
で
あ
る
。
そ
の
話
を
聴
く
者
に
と
っ
て
は
、

そ
の
饗
宴
の
場
は
、
笑
い
の
世
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界
を
共
有
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
も
し
こ
れ
が
文
学
と
い
う
芸
術
に
止
揚
す
る
な
ら
ば
、
連
歌
や
俳
譜
に
い
わ
れ
る
座
の
文
学
、
共



同
体
の
文
学
の
萌
芽
を
見
る
の
で
あ
る
。

た
し
か
に
具
注
暦
の
メ
モ
を
基
に
し
て
、
『
土
佐
日
記
』
を
書
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
萩
谷
朴
氏
が
「
土
佐
日
記
は
、
決
し
て
そ

グ〉

（
具
注
暦
に
日
記
を
書
き
つ
け
て
い
た
｜
筆
者
注
）
よ
う
な
漢
文
日
記
を
そ
の
ま
ま
仮
名
文
に
翻
訳
し
た
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
」
（
『
全

注
釈
』
四
七
O
頁
）
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
具
注
暦
の
メ
モ
と
、
そ
の
現
『
土
佐
日
記
』

た
だ
ち
に
直
結
し
な
い
の
で
あ

へ
の
文
章
化
は

る
樋
口
芳
麻
呂
氏
は
「
土
佐
日
記
』
の
二
次
成
立
説
（
「
新
撰
和
歌
の
成
立
」
『
国
語
と
国
文
学
』
昭
和
四
二
・
一O
）
を
提
起
さ
れ
、
「
死

児
の
母
に
示
し
、
そ
の
悲
し
み
を
わ
か
ち
あ
う
目
的
を
含
ん
で
作
ら
れ
た
私
的
な
、
実
録
的
な
仮
名
文
の
旅
日
記
」
と
す
る
第
一
次
形
態

と
、
「
そ
の
後
、
日
記
を
誰
か
に
進
献
し
よ
う
と
し
た
時
に
、
女
性
に
仮
託
し
た
、
虚
構
性
の
強
い
、
現
在
の
日
記
に
書
改
め
、
和
歌
な
ど

の
批
評
や
見
解
も
書
加
え
た
」
の
を
第
二
次
形
態
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
「
二
次
成
立
説
」
、
す
な
わ
ち
「
二
段
階
成
長
説
」
は
、

ひ
じ
よ
う
に
興
味
あ
る
説
で
あ
る
。
し
か
し
樋
口
氏
の
、
第
一
次
成
立
説
は
、
具
注
暦
の
メ
モ
が
、
旅
中
の
備
忘
録
で
あ
り
、
貫
之
の
、

の
時
々
の
出
来
事
や
感
興
な
り
、
心
情
な
り
が
記
さ
れ
て
い
た
と
す
る
な
ら
ば
、
樋
口
氏
の
述
べ
る
「
私
的
な
、
実
録
的
な
仮
名
文
の
旅
日

記
」
は
、
具
注
暦
の
メ
モ
と
ど
れ
だ
け
の
差
異
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。

い
ま
、
『
土
佐
日
記
』
の
「
三
段
階
成
長
説
」
を
想
定
し
て
み
た
い
。
す
な
わ
ち
具
注
暦
の
メ
モ
と
、
樋
口
氏
の
述
べ
る
第
二
次
形
態
、

現
『
土
佐
日
記
』
と
の
聞
に
は
、
「
語
り
」
「
物
語
り
」
の
世
界
が
介
在
す
る
と
い
う
想
定
で
あ
る
。
『
土
佐
日
記
』
の
読
者
の
存
在
以
前
に
、

聴
き
手
が
存
在
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
聴
き
手
は
、
不
特
定
多
数
で
は
な
く
、
特
定
少
数
で
あ
る
。
そ
の
聴
き
手
と
は
、
時
の
権
力
者
、

高
位
高
官
・
中
宮
（
皇
后
）
・
女
御
、

そ
の
人
た
ち
に
仕
え
て
い
る
女
房
た
ち
で
あ
る
。

そ
し
て
、

(363) 

そ
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四

「
を
こ
」
と
は
、
馬
鹿
げ
た
こ
と
を
す
る
こ
と
、

と
い
う
意
味
で
あ
る
。

ま
た
は
馬
鹿
馬
鹿
し
い
こ
と
、

折
口
信
夫
は
、
「
叙
事
詩
の
中
に
、
既
に
実
の
物
語
と
、
し
ひ
物
語
と
の
両
立
し
て
ゐ
た
事
が
考
へ
ら
れ
る
。
其
ま
こ
と
と
し
ひ
と
の
界

は
、
諺
な
り
歌
な
り
の
、
解
説
に
あ
る
の
だ
と
思
ふ
。
真
実
の
正
否
は
と
も
か
く
、
ま
こ
と
だ
と
信
じ
ら
れ
た
も
の
と
、
諺
・
歌
を
主
題
と

し
た
『
を
こ
』
な
る
物
語
を
説
く
、
技
術
専
門
の
語
部
の
分
化
し
て
い
た
こ
と
は
、
思
ふ
に
余
り
あ
る
こ
と
冶
考
へ
る
。
」
（
『
折
口
信
夫
全

集
第
十
巻
』
所
収
「
誹
譜
歌
の
研
究
」
二
七
六
i

二
七
七
頁
）
と
述
べ
、
実
の
物
語
と
語
物
語
・
を
こ
物
語
の
系
譜
と
が
両
立
し
て
い
た
と

論
じ
て
い
る
。
「
を
こ
語
り
」
と
い
う
言
葉
が
存
す
る
と
す
れ
ば
、
「
話
語
り
」
と
い
う
言
葉
は
、
「
万
葉
集
」
巻
三
の
持
統
天
皇
と
志
斐
極

の
掛
け
合
い
の
歌
に
見
出
せ
る
。

O
い
な
と
言
へ
ど

強
ふ
る
志
斐
の
が

」
の
こ
ろ
聞
か
ず
て

我
れ
恋
ひ
に
け
り
（
巻
三
｜
二
三
六

し
ひ
語
り

。
い
な
と
言
へ
ど

語
れ
語
れ
と

宣
ら
せ
こ
そ

志
斐
い
は
申
せ

し
ひ
語
り
と
言
ふ

（
巻
一
一
一
ー
ー
二
三
七
）

「
一
越
語
り
」
の
「
認
ひ
」
は
、
事
実
を
曲
げ
て
強
弁
す
る
。
作
り
ご
と
で
人
を
お
と
し
い
れ
る
と
い
う
意
で
あ
る
。
ま
た
、
折
口
信
夫
は

「
『
謹
ひ
語
り
』
と
言
は
れ
て
よ
い
物
語
の
あ
っ
た
事
が
考
へ
ら
れ
る
（
中
略
）
其
内
容
は
、
常
識
か
ら
当
然
受
容
せ
ら
れ
ぬ
も
の
で
あ
っ

た
。
嘘
だ
と
信
じ
な
が
ら
娯
し
み
な
が
ら
聴
く
物
語
が
あ
っ
た
の
だ
。
正
の
物
語
と
否
の
物
語
と
が
、
対
立
し
て
来
た
の
で
あ
る
。
否
の
物

語
は
、
単
に
技
巧
だ
け
の
も
の
で
あ
っ
た
。
真
実
で
な
い
事
を
、
組
み
立
て
冶
行
っ
た
も
の
に
は
、
技
巧
を
享
楽
す
る
事
が
目
的
と
な
ら
ね

ば
な
ら
ぬ
」
（
「
折
口
信
夫
全
集
第
七
巻
』
所
収
「
口
承
文
学
と
文
書
文
学
と
」
四
三
二
i

四
三
三
頁
）
と
述
べ
、
更
に
「
新
し
く
、
其
（
物

語
の
｜
筆
者
注
）
確
実
き
を
軽
蔑
す
る
や
う
な
も
の
、
機
智
で
物
語
を
引
つ
く
り
返
し
て
笑
ふ
や
う
な
も
の
が
出
て
来
た
。
私
は
を
こ
物
語

-11-(362) 



（
平
仲
・
宇
治
拾
遺
）
と
呼
ん
で
ゐ
る
が
、
あ
ま
り
に
現
実
離
れ
し
て
ゐ
る
た
め
、
誰
で
も
嘘
だ
と
知
っ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
」
（
「
折
口
信
夫

全
集
第
十
巻
』
所
収
「
物
語
歌
」

一
五
一
頁
）
と
述
べ
て
い
る
。
「
を
こ
物
語
」
は
、
前
述
の
引
用
の
視
点
か
ら
み
れ
ば
、
『
竹
取
物
語
』
(361) 

『
伊
勢
物
語
』
も
「
を
こ
物
語
」
の
要
素
を
包
含
し
て
い
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。

『
土
佐
日
記
』
も
、
「
語
物
語
」
「
を
こ
物
語
」
の
系
譜
に
位
置
す
る
も
の
で
あ
る
。
た
し
か
に
、

日
付
も
一
日
も
欠
落
す
る
こ
と
な
く
、

正
確
に
記
さ
れ
て
お
り
、
形
式
と
し
て
は
日
次
の
記
で
あ
る
。
し
か
し
「
伊
勢
物
語
』
に
は
、
『
在
五
中
将
の
日
記
』
と
い
う
別
称
も
あ
り
、

『
枕
草
子
』
に
も
『
清
少
納
言
記
」
と
い
う
名
称
が
あ
る
。
『
平
仲
物
語
』
に
し
て
も
「
本
朝
書
籍
目
録
』
仮
名
部
に
は
、
「
平
中
日
記
、

巻
」
と
あ
り
、
『
河
海
抄
』
に
は
、
「
貞
文
日
記
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
『
土
佐
日
記
』
は
、
旅
行
中
、
「
具
注
暦
」
に
、

日
毎
の
出
来
事
を
書

き
留
め
た
日
次
記
の
段
階
か
ら
、
「
語
り
」
の
段
階
を
経
て
、
現
『
土
佐
日
記
』
に
至
る
過
程
に
お
い
て
、
す
で
に
「
物
語
化
」
、
す
な
わ
ち

い
う
「
語
り
」
に
見
ら
れ
る
と
考
え
る
。
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「
を
こ
物
語
」
化
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
現
『
土
佐
日
記
』
に
対
し
て
、
原
『
土
佐
日
記
』
と
い
う
存
在
は
、
貫
之
の
「
を
こ
語
り
」
と

「
語
り
」
の
必
要
条
件
を
考
え
る
と
、
先
ず
、
語
り
手
と
聴
き
手
が
、
同
じ
空
間
、そ
れ
も
、
同
じ
平
面
上
に
位
置
す
る
こ
と
。
次
ぎ
に

聴
き
手
が
、
不
特
定
多
数
で
は
な
く
、
特
定
で
少
数
で
あ
る
こ
と
。
す
な
わ
ち
語
り
手
も
聴
き
手
も
、
熟
知
の
間
柄
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。

三
つ
め
は
、
語
り
手
は
、
言
葉
以
外
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
、
言
い
換
え
る
と
、

ボ
デ
ィ
・
ラ
ン
ゲ
ー
ジ
を
多
用
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

文
章
化
し
た
現
『
土
佐
日
記
』
で
、
三
つ
め
の
条
件
の
理
解
把
握
は
ひ
じ
よ
う
に
難
し
い
。
解
明
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
萩
谷
氏
の
述
べ
る

「
戯
曲
構
成
」
「
脚
色
虚
構
」
（
『
全
注
釈
」
四
八
六

i

四
九
O
頁
）
の
視
点
か
ら
し
か
な
い
。
語
り
手
と
聴
き
手
の
阿
件
の
呼
吸
を
感
覚
的
に

感
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

と
ま
れ
、
「
を
こ
語
り
」
の
語
り
手
貫
之
は
、
「
を
こ
の
者
」
・
「
を
こ
人
」
な
の
で
あ
る
。

い
わ
ゆ
る
「
道

化
」
な
の
で
あ
る
。



「
を
こ
の
者
」
「
を
こ
人
」
に
つ
い
て
、
柳
田
国
男
は
「
二
人
（
『
今
昔
物
語
』
巻
二
十
八
・
〈
一
話
〉
舎
人
重
方
。
〈
四
十
二
話
〉
臆
病
武

士
ー
筆
者
注
）
の
や
う
な
う
つ
け
た
男
を
、
今
昔
物
語
で
は
や
は
り
ヲ
コ
の
者
と
呼
ん
で
居
る
。
是
は
ま
ち
が
ひ
と
ま
で
は
い
ふ
こ
と
が
で

き
な
い
が
、

少
し
く
注
意
を
せ
ぬ
と
誤
解
に
導
か
れ
る
虞
れ
は
あ
る
。
人
を
ヲ
カ
シ
と
思
は
せ
る
の
が
、
本
来
は
い
は
ゆ
る
鳴
呼
の
者
で
あ

っ
て
、
右
の
二
人
は
た
ま
た
ま
そ
の
一
種
の
常
習
者
に
過
ぎ
ず
、
他
に
も
ま
だ
色
々
の
ヲ
コ
の
者
が
居
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
に
も
亦
よ
ほ
ど

専
門
に
近
い
の
が
あ
っ
た
。
古
い
記
録
で
は
、
さ
う
い
ふ
の
を
鳴
誹
人
と
謂
っ
た
例
が
、
『
三
代
実
録
』
な
ど
に
は
有
っ
て
、
是
は
た
ゾ
単

に
お
か
し
い
こ
と
ば
か
り
言
っ
て
、

人
を
笑
わ
せ
よ
う
と
し
た
者
の
こ
と
で
あ
っ
て
当
人
は
自
ら
は
決
し
て
馬
鹿
で
は
な
か
っ
た
。
そ
の
ヲ

コ
人
と
か
の
ヲ
コ
の
者
と
、
二
つ
が
そ
ん
な
に
種
類
を
異
に
し
て
居
た
ら
う
こ
と
は
、
誰
だ
っ
て
想
像
し
得
ぬ
こ
と
で
あ
ろ
う
」
（
『
定
本
柳

回
国
男
全
集
第
七
巻
』
所
収
「
鳴
滋
の
文
学
」
二
八
九
頁
）
と
述
べ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
馬
魔
馬
鹿
し
い
行
動
を
し
て
、
人
に
笑
わ
れ
る
、

7

つ
け
た
「
道
化
」
と

人
を
笑
わ
せ
よ
う
と
す
る
、
賢
い

「
道
化
」
に
分
類
き
れ
る
と
言
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

高
橋
康
也
氏
は
、
う
つ
け
だ
道
化
は
「
『
思
慮
分
別
を
欠
い
た
行
動
を
す
る
人
間
』
を
指
す
。
日
本
語
で
『
馬
鹿
な
や
つ
』
と
か
『
馬
鹿

な
真
似
を
す
る
』
と
い
う
と
き
の

で
あ
り
、
『
阿
呆
』
と
訳
し
て
も
よ
い
。
右
の
意
味
の
「
阿
呆
』
が
『
自
分
を
阿
呆
に
す
る
』

『
馬
鹿
』

人
間
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
「
他
人
に
よ
っ
て
阿
呆
に
さ
れ
る
人
間
』

で
あ
る
」
と
説
明
し
、

つ
ま
り

「
間
抜
け
』
『
か
も
』
も
〈
向
。
。
］
〉

し
て
、
賢
い
道
化
は
「
『
職
業
的
道
化
』
を
指
す
言
葉
と
し
て
、〈
己
。
者
ロ
〉
と
同
義
で
あ
る
。
中
世
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
謝
肉
祭
や
五
月
祭
に
不

可
欠
な
役
を
演
じ
た
道
化
、
王
侯
貴
族
に
抱
え
ら
れ
た
宮
廷
道
化
：
：
：
」
（
『
道
化
の
文
学
』

と
述
べ
て
い
る
。

一
二
i

一
三
頁
）

で
は
、
貫
之
は
ど
ち
ら
に
分
類
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
も
う
す
こ
し
高
橋
氏
の
文
章
を
引
用
し
よ
う
。
「
『
道
化
』
と
い
っ
た
場
合
、
狭

義
に
は
、

の
意
味
で
あ
る
こ
と
は
断
る
ま
で
も
な
い
。
し
か
し
そ
の
周
辺
に
ひ
ろ
が
る
微
妙
な
、
あ
る
い
は
重
大
な
ニ
ュ

『
職
業
的
道
化
』

ア
ン
ス
の
差
を
含
ん
だ
意
味
の
多
義
性
を
無
視
し
て
は
な
ら
な
い
。

言
語
的
多
義
性
に
と
ど
ま
ら
ず
、
あ
ら
ゆ
る
矛
盾
し
た
様
相
が

い
や
、

-13-
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『
道
化
』
の
現
実
の
姿
に
現
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

（
中
略
）
『
道
化
』と
は
『
賢
』
な
の
か

『
愚
』
な
の
か

お
そ
ら
く
そ
の
よ
う
な

二
者
択
一
的
設
聞
の
根
拠
と
な
る
枠
組
み
を
と
っ
ぱ
ら
う
こ
と
こ
そ
、

『
道
化
』
の
任
務
な
の
で
あ
る
」
（
「
道
化
の
文
学
』
一
四
頁
）
と
述

(359) 

べ
て
い
る
。
貫
之
は
、
ま
さ
に
「
う
つ
け
」
を
演
じ
、
そ
の
「
う
つ
け
」
を
「
を
こ
語
り
」
す
る
、
両
義
性
を
有
す
る
「
を
こ
人
」
「
道
化
」

と
理
解
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

五

を
と
こ
も
す
な
る
日
記
と
い
ふ
も
の
を

を
む
な
も
し
て
み
む
と
て
す
る
な
り

そ
れ
の
と
し
の
し
は
す
の
は
つ
か
あ
ま

-14-

り
ひ
と
ひ
の
ひ
の
い
ぬ
の
と
き
に
か
と
て

す
そ
の
よ
し
い
さ
さ
か
に
も
の
に
か
き
つ
く

『
土
佐
日
記
』
の
冒
頭
の
部
分
で
あ
る
。
現
在
最
善
本
と
さ
れ
て
い
る
青
賂
書
屋
本
（
藤
原
為
家
自
筆
本
系
統
）
を
、そ
の
ま
ま
翻
刻
し

た
。「

そ
れ
の
と
し
の
し
は
す
の
：
：
：
」の
三
行
自
は
、
明
ら
か
に
改
行
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

『
土
佐
日
記
創
見
』
の
注
で

【
そ
の
よ
し
云
々
】は
「
其
船
中
、
帰
路
の
事
を
、
書
つ
け
試
む
と
也
。
こ
れ
ま
で
は
、
は
し
が
き
と
い
ふ

べ
し
」
と
し
て
い
る
。
こ
の
序
文
説
が
踏
襲
さ
れ
、
「
そ
の

（
旅
中
の
）
様
子
」
（
『
全
注
釈
』
五
一
頁
）
「
以
下
全
巻
の
記
事
内
容
を
さ
す
」

（
「
新
古
典
全
集
』一
五
頁
）
、
「
『
創
見
』の注
を
引
用
」
（
『
古
典
集
成
』
一
五
頁
）
、
「
そ
の
旅
の
様
子
」
（
『
新
古
典
大
系
』
三
頁
）

〉
」
事
」
予
」



ま
で
を
序
文
と
す
る
説
を
採
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
作
品
全
体
を
傭
敵
す
る
と
、

O
廿
二
日
に
い
つ
み
の
く
に
ま
で
と

O
廿
三
日
や
き
の
や
す
の
り
と
い
ふ
ひ
と

と
い
う
よ
う
に
、

日
付
ご
と
に
改
行
し
て
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
叙
述
手
法
に
従
え
ば
、
「
そ
れ
の
と
し
の
し
は
す
の
は
つ
か
あ
ま
り

ひ
と
ひ
の
ひ
の
い
ぬ
の
と
き
」
と
い
う
日
付
が
あ
る
の
だ
か
ら

。
そ
れ
の
年
の
十
二
月
の
二
十
日
あ
ま
り
一
日
の
日
の
成
の
と
き
に
、
門
出
す
。
そ
の
由
、

い
さ
さ
か
に
も
の
に
書
き
つ
く
。

あ
る
人
、
県
の
四
年
五
年
は
て
冶
例
の
事
ど
も
み
な
し
を
へ
て
、
解
由
な
ど
と
り
て
、
す
む
館
よ
り
出
で
て
、
船
に
乗
る
べ
き
と
こ
ろ

へ
渡
る
。
こ
れ
か
れ
、
知
る
知
ら
ぬ
、
送
り
す
。
年
ご
ろ
よ
く
く
ら
べ
つ
る
人
々
な
む
、
別
れ
が
た
く
思
ひ
て
、

日
し
き
り
に
と
か
く

し
つ
つ

の
の
し
る
う
ち
に
、
夜
ふ
け
ぬ
。

の
か
た
ち
が
、
第
一
段
落
で
あ
る
べ
き
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
「
男
も
す
な
る
日
記
と
い
ふ
も
の
を
、
女
も
し
て
み
む
と
て
す
る
な
り
」
だ
け

が
序
文
で
あ
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
考
え
に
基
づ
い
て
、
「
序
文
」
に
つ
い
て
考
察
す
る
と
、

菊
池
靖
彦
氏
は
「
女
で
あ
る
筆
者
は
、
男
の
日
記
な
る
も
の
の
存
在
は
伝
聞
し
つ
つ
、
そ
の
実
体
は
知
ら
ぬ
建
前
。
よ
っ
て
こ
こ
の
日
記

と
い
う
概
念
は
か
な
り
暖
昧
で
、
作
者
が
都
合
よ
く
利
用
す
る
余
地
を
残
し
て
い
る
こ
と
に
注
意
。
筆
者
を
女
性
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

①
平
仮
名
表
記
、
②
歌
を
記
す
こ
と
、
③
私
的
記
事
内
容
が
可
能
と
な
り
、
実
記
な
ら
ぬ
日
記
文
芸
と
な
る
」
（
『
新
古
典
全
集
』一
五
頁

と
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
は
、

興
味
あ
る
解
釈
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

村
瀬
敏
夫
氏
は
『
日
本
文
学
コ
レ
ク
シ
ョ
ン

の
解
説
で
、
「
船
旅
の
労
苦
を
、

土
佐
日
記
』

そ
う
し
た
経
験
の
乏
し
い
在
京
貴
族
階
級

の
女
性
た
ち
の
好
奇
心
に
供
し
よ
う
と
し
た
の
だ
ろ
う
」
と
、
宮
廷
社
会
の
女
性
が
貫
之
の
視
野
に
あ
っ
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。

-15 (358) 



目
崎
徳
衛
氏
が
「
女
が
書
い
た
と
初
め
に
断
わ
り
な
が
ら
、
男
で
な
け
れ
ば
い
え
な
い
卑
狼
な
ジ
ョ
ー
ク
を
ち
ょ
い
ち
ょ
い
漏
ら
し
た
り

す
る
所
に
こ
そ
、
そ
の
矛
盾
に
よ
っ
て
読
者
を
笑
わ
せ
よ
う
と
い
う
作
者
の
手
の
こ
ん
だ
趣
向
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
」
（
「
紀
貫
之
」一
五
七

頁
）
と
述
べ
る
よ
う
に
、
し
ゃ
れ
た
、
軽
い
発
想
か
ら
出
た
も
の
か
も
し
れ
な
い
。

『
創
見
』
は
「
皆
、
女
の
女
な
ら
ざ
る
を
見
え
し
む
る
、
あ
ざ
れ
也
。

み
す
み
す
斯
く
も
い
ひ
な

（
中
略
）
大
ゃ
う
自
記
の
体
裁
な
る
を
、

せ
る
は
、
ま
こ
と
女
に
か
く
れ
て
物
せ
ん
と
に
は
あ
ら
で
、

か
つ
、

」
の
日
記
の
、
打
ま
か
せ
て
、
俳

た
だ
か
の
思
ふ
心
あ
り
て
也
け
り
。

譜
な
る
事
は
、

た
と
ひ
其
意
正
し
く
と
も
、

ま
づ
此
発
端
の
大
ど
れ
た
る
調
に
も
、
聞
き
し
る
べ
し
。

其
し
ら
べ
た
は
れ
た
ら
ん
は
、
も
と

よ
り
俳
譜
也
」
と
述
べ
、
「
あ
ざ
れ
」
「
俳
譜
」で
あ
る
と
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
「
ふ
ざ
け
た
、

で
あ
る
と
し
て
い
る

た
わ
む
れ
の
戯
言
」

の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、

か
な
り
正
鵠
を
得
た
叙
述
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

男
の
日
記
は
、
漢
文
日
記
、
真
名
に
よ
る
日
記
で
あ
る
。
実
記
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
漢
文
の
素
養
の
な
い
女
が
書
く
と
い
う
の

は
、
男
の
日
記
の
パ
ロ
デ
ィ
ー
を
し
よ
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
実
の
世
界
か
ら
、
虚
構
の
世
界
へ
の
変
換
で
あ
る
。
表
現
の
世
界
で
の
虚

構
の
世
界
と
は
、
物
語
の
世
界
で
あ
り
、
あ
る
い
は
物
語
化
さ
れ
た
世
界
で
あ
る
。
そ
の
世
界
は
、
仮
名
で
な
け
れ
ば
表
現
で
き
な
い
の
で

あ
る
。
貫
之
の
脳
裏
に
は
、
『
竹
取
物
語
」の
五
人
の
貴
公
子
の
求
婚
謹
や
、
『
伊
勢
物
語
』
の
歌
物
語
の
世
界
が
、
沸
沸
と
思
い
浮
か
ん
で

き
て
い
た
で
あ
ろ
う
。

だ
か
ら
、
十
二
月
廿
一
日
の
段
落
か
ら
、
物
語
化
の
世
界
が
始
ま
る
の
で
あ
る
。

一__L..
/¥ 

十
二
月
二
十
一
日
の
記
事
は
、
「
そ
れ
の
年
の
：
：
：
」
で
始
ま
る
。
「
そ
れ
の
年
」
は
某
年
で
、
「
擬
装
牒
化
」
（
『
全
注
釈
』
五
二
頁
）

あ
る
と
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
物
語
の
冒
頭
の
常
套
表
現
で
あ
る
。
『
土
佐
日
記
』
よ
り
先
行
の
物
語
、
『
竹
取
物
語
』
の
「
今
は
昔
」
、
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「
伊
勢
物
語
』

男
」
も
瀧
化
表
現
で
あ
る
。
瀧
化
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
物
語
化
し
よ
う
と
す
る
貫
之
の
意
図
が
示
き
れ
て

の
「
む
か
し
、

い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

「
戊
の
時
に
、
門
出
す
」
に
つ
い
て
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
門
出
と
し
て
は
異
常
な
時
間
帯
で
あ
る
。
萩
谷
氏
は
「
旅
行
の
出
発
と
し

て
は
、

は
な
は
だ
時
刻
が
遅
い
よ
う
で
あ
る
が
、
当
時
の
旅
行
に
お
け
る
門
出
と
は
必
ず
し
も
目
的
地
に
向
っ
て
進
発
を
意
味
す
る
も
の
で

は
な
く
、
単
に
方
違
え
の
た
め
に
住
居
を
出
て
、
出
発
点
を
移
す
だ
け
の
門
出
も
あ
っ
た
か
ら
、

た
だ
し
、
貫
之
は
元

き
し
っ
か
え
な
い
。

来
理
知
的
な
性
格
の
人
物
で
、
あ
ま
り
縁
起
を
か
つ
ぐ
方
で
は
な
か
っ
た
し
、
暦
注
を
参
照
し
て
も
、
特
に
戒
む
べ
き
条
件
も
な
い
か
ら
、

単
に
衆
人
環
視
を
避
け
て
の
夜
陰
の
門
出
と
解
釈
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
と
に
貫
之
の
場
合
は
、
信
任
の
国
司
に
早
く
公
館
を
明
け
渡
す
必

要
が
あ
っ
て
の
こ
と
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
」
（
『
全
注
釈
』
五
五
頁
）と
述
べ
て
い
る
。

「
は
な
は
だ
時
刻
が
遅
い
」
と
は
感
じ
ら
れ
て
い
る
が
、
「
方
違
え
」
、
「
衆
人
環
視
を
避
け
て
」
の
た
め
、
そ
し
て
「
早
く
公
館
を
明
け
渡

す
必
要
」
性
と
い
う
こ
と
で
解
決
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
『
更
級
日
記
』
の
記
述
を
想
定
し
て
の
論
述
と
思
わ
れ
る
が
、
「
九
月

三
日
の
日
の
入
り
ぎ
は
」
と
「
十
二
月
二
十
一
日
の
戊
の
時
」
と
い
う
季
節
と
時
間
帯
の
関
わ
り
で
比
較
す
る
と
、
『
更
級
日
記
』
は
、
陸

行
で
あ
る
が
、
「
土
佐
日
記
』
は
、
十
二
月
と
い
う
季
節
、
夜
の
船
行
。
こ
れ
ら
を
考
え
る
と
、や
は
り
異
常
な
時
間
帯
と
言
わ
ざ
る
を
え

な
い
。
な
に
か
特
別
の
理
由
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

い
ま
、
物
語
化
し
た

『
土
佐
日
記
』
と
い
う
視
点
か
ら
、
二
十
一
日
の
記
事
は
一
つ
の
短
編
と
し
て
、

一
つ
の
説
話
と
し
て
、
読
む
べ

き
で
あ
ろ
う
し
、
あ
る
い
は
、

そ
の
説
話
の
語
り
を
聴
く
べ
き
で
あ
ろ
う
。

「
そ
の
よ
し
」
は
「
旅
の
様
子
」
・
「
以
下
全
巻
の
記
事
内
容
を
さ
す
」
で
は
な
く
、
「
戊
の
時
に
、
門
出
す
」の
理
由
と
い
う
こ
と
な
の
で

本
り
ヲhv。

そ
し
て
そ
の
理
由
は
「
年
ご
ろ
よ
く
く
ら
べ
つ
る
人
々
な
む
、
別
れ
が
た
く
思
ひ
て
、

の
の
し
る
う

日
し
き
り
に
と
か
く
し
つ
つ
、
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ち
に
、
夜
ふ
け
ぬ
」
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
「
年
ご
ろ
よ
く
く
ら
べ
つ
る
人
々
」
と
は
、
「
か
れ
こ
れ
、
知
る
知
ら
ぬ
」
人
々
と
、
区
別

す
べ
き
人
々
で
あ
る
こ
と
は
、
文
脈
か
ら
し
て
明
ら
か
で
あ
る
。

き
て
、
諸
本
の
校
異
表
を
み
る
と
、
「
く
ら
べ
つ
る
」
ほ
ど
、
異
同
の
多
い
語
は
他
に
見
当
た
ら
な
い
。

青
賂
書
屋
本
（
為
家
筆
本
）
｜
く
ら
へ
つ
る
。
定

家
筆
本
l

く
ら
へ
つ
る
。

日
本
大
学
蔵
本l

み
え
つ
る
。
近
衛
家
本
・
宮
内

庁
書
陵
部
本
l

み
へ
つ
る
。
三
条
家
旧
蔵
本
｜
く
し
つ
る
。

濁
点
を
つ
け
て
整
理
を
す
る
と
、
「
く
ら
ぶ
」
「
み
ゆ
」
「
ぐ
す
」の三
種
に
な
る
。
当
然
、
貫
之
自
筆
本
が
あ
っ
て
、

そ
れ
か
ら
書
写
し

て
ゆ
く
過
程
に
お
い
て
、
「
く
ら
ぶ
」
「
み
ゆ
」
「
ぐ
す
」
は
、
書
写
者
の
不
注
意
、
あ
る
い
は
筆
の
す
べ
り
・
勢
い
な
ど
の
説
明
で
は
解
決

で
き
な
い
隔
た
り
が
あ
る
。
仮
に
貫
之
自
筆
本
が
「
く
ら
べ
つ
る
」
で
あ
っ
た
と
し
て
、
為
家
や
定
家
は
「
く
ら
べ
つ
る
」
と
書
い
た
貫
之

の
意
図
を
理
解
し
た
う
え
で
、
「
く
ら
べ
つ
る
」
と
書
写
し
た
と
考
え
る
。
そ
こ
に
は
、
書
写
者
の
文
章
解
釈
が
入
っ
て
い
る
の
は
一
言
う
ま

で
も
な
い
こ
と
で
あ
る
。
「
み
え
つ
る
」
「
ぐ
し
つ
る
」
と
書
写
し
た
人
も
、
「
く
ら
べ
つ
る
」
の
語
意
を
、
貫
之
の
意
図
を
理
解
し
て
う
え

で
「
み
え
つ
る
」
「
ぐ
し
つ
る
」
と
解
釈
し
て
書
写
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

萩
谷
氏
は
「
仲
よ
く
つ
き
あ
っ
て
い
た
。
比
と
い
う
漢
字
を
媒
体
と
し
て
『
く
ら
ぶ
』
と
「
な
ら
ぶ
』
『
た
ぐ
ふ
』
と
い
う
異
な
る
動
詞

聞
の
意
味
が
交
流
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
」
（
『
全
注
釈
」
五
八i
五
九
頁
）
、
「
交
際
し
て
い
た
人
々
」
（
『
新
古
典
大
系
』
三
頁
）
、
「
親
し
く

つ
き
あ
っ
て
き
た
人
々
」
（
『
古
典
集
成
』

お
お
よ
そ
、
萩
谷
氏
の
解
釈
の
延
長
上
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

一
一
頁
）
な
ど
、

『
土
佐
日
記
考
詮
』
は
「
ぐ
し
つ
る
」
を
採
り
、
「
し
る
し
ら
ず
お
く
り
す
る
中
に
、

と
し
ご
ろ
具
し
使
ひ
た
る
は
、
わ
か
れ
が
た
く
し

て
、
は
や
く
か
へ
ら
ぬ
き
ま
也
」
。
『
土
佐
日
記
解
』は
「
み
え
つ
る
」
を
採
り
、
「
度
々
来
て
、
親
し
う
し
給
ひ
し
人
々
と
な
り
。
知
人
を

引
き
出
で
て
云
は
れ
し
な
り
」
。
『
考
謹
』の
「
具
し
」
は
、
単
純
に
「
召
し
使
っ
て
い
た
」
と
は
考
え
に
く
い
。
も
っ
と
別
の
意
味
を
持
つ
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の
で
は
な
い
か
と
も
想
像
さ
れ
る
。

『
創
見
』
は
「
ぐ
し
つ
る
」
を
採
り
、
「
【
年
ご
ろ
よ
く
具
し
つ
る
｝
と
、ほこ
り
て
い
へ
る
は
、
例
の
、
あ
ざ
れ
也
」
と
述
べ
て
い
る
。

そ
し
て
「
し
る
人
も
、
見
し
ら
ぬ
人
も
、

か
の
船
場
ま
で
、

い
へ
り
。
中
に
も

此
年
ご
ろ
、
め
し
っ
か
わ
れ

ほ
ど
ほ
ど
に
お
く
り
す
と
、

て
、
し
た
し
く
出
入
せ
し
人
々
は
、

き
り
が
て
に
せ
し
也
」
と
も
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
、

ふ
た
た
び
逢
ま
じ
き
別
れ
を
惜
み
て
、

「
具
し
つ
る
人
々
」
は
「
年
ご
ろ
、め
し
っ
か
は
れ
て
、
し
た
し
く
出
入
せ
し
人
々
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

『
考
護
』

の
「
め
し
っ
か
は
れ
て
、
し
た
し
く
出
入
せ
し
人
々
」
が
同
義
の
関
係
に
あ
る
と
す
れ
ば
、

の
「
具
し
使
ひ
た
る
」
と
「
創
見
』

近
世
語
的
な
発
想
か
ら
す
れ
ば
、
正
妻
以
外
に
男
女
の
関
係
を
持
っ
た
女
性
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

「
あ
ぎ
れ
」
は
、

で
は
、

十
二
月
二
十
二
日
の
記
事
に
も
出
て
く
る
言
葉
で
あ
る
が
、
人
間
の
言
動
に
つ
い
て
言
う
と
き

『
土
佐
日
記
』

は
く
だ
け
た
振
舞
を
す
る
。

ふ
ざ
け
る

と
い
う
意
で
あ
る
。

『
創
見
』
は
、
「
貫
之
が
、
『
よ
く
具
し
つ
る
人
々
』
と
言
っ
た
の
は
、
読
者
（
聴
き
手
）に対
し
て
自
慢
し
て
い
る
ん
だ
よ
。
し
か
し
、

そ
れ
は
戯
言
、

冗
談
、
－
ジ
ョ
ー
ク
な
ん
だ
よ
」
と
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
が
、
戯
言
、

の
指
示
す
る
部
分
「
年
ご
ろ
よ
く
く
ら
べ
つ
る
人
々
な
む
：
：
：
夜
ふ
け
ぬ
」

冗
談
、
ジ
ョ
ー
ク
な
ら
ば
、
「
そ
の
よ
し
」

の
文
節
も
、
「
あ
ぎ
れ
」
・
戯
言
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
だ
。

こ
こ
で
、
「
く
ら
べ
つ
る
」
・
見
え
つ
る
」
・
「
具
し
つ
る
」
は
、
同
義
語
の
関
係
に
あ
る
と
解
釈
す
る
。
そ
し
て
江
戸
時
代
の
学
者
は
、
好

ん
で
「
見
え
つ
る
」
・
「
具
し
つ
る
」
を
採
っ
て
い
る
。
「
見
ゆ
」
に
は
、
「
夫
婦
の
交
わ
り
を
す
る
・
異
性
と
肉
体
関
係
を
結
ぶ
」

の
意
味
が

あ
る
。
「
具
す
」
に
も
、
「
配
偶
者
と
な
る
・
夫
婦
と
し
て
連
れ
添
う
」
と
い
う
意
味
が
あ
る
。
「
く
ら
ぶ
」
に
は
、
「
親
し
く
交
際
す
る
・
心

を
通
わ
せ
る
」
と
い
う
意
味
が
あ
る
。
三
っ
と
も
、
男
女
の
関
係
を
話
題
に
す
る
際
に
用
い
る
語
で
あ
る
と
い
う
共
通
項
を
持
つ
の
で
あ
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る
。
六
十
五
歳
を
も
越
え
た
、
老
い
ば
み
、
老
醜
も
目
立
つ
貫
之
が
、
年
配
の
女
房
た
ち
を
前
に
、
「
土
佐
の
国
で
、
長
年
関
係
を
持
っ
た

女
た
ち
が
別
れ
が
た
い
と
言
っ
て

一
日
中
、
酒
宴
を
催
し
て
、
詩
歌
管
弦
を
楽
し
ん
だ
り
し
て
う
ち
に
、
夜
も
更
け
て
し
ま
い
、
成
の

時
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
」
と
得
意
げ
、
自
慢
げ
に
語
れ
ば
、

世
慣
れ
た
女
房
た
ち
は
、
腹
を
抱
え
て
、
大
爆
笑
し
た
で
あ
ろ
う
。そ
れ
が
酒

宴
の
場
で
あ
っ
た
な
ら
、
な
お
一
層
の
笑
い
の
渦
が
生
じ
た
で
あ
ろ
う
。
聴
き
手
の
誰
も
が
そ
ん
な
こ
と
は
あ
り
え
な
い
と
思
っ
て
い
る
か

ら
。
貫
之
は
十
分
に
「
を
こ
人
」
の
役
割
を
果
た
し
た
の
で
あ
る
。
貫
之
が
、
「
成
の
時
に
、
門
出
す
」の
特
別
の
理
由
と
は
、
こ
の
よ
う

な
こ
と
な
の
で
あ
る
。

こ
れ
が
「
を
こ
語
り
」

が
、
熟
知
の
間
柄
で
な
い
と
、
ま
た
語
り
手
の
ボ
デ
ィ
・
ラ
ン

の
場
で
あ
り
、
同
じ
空
間
で
、
聴
き
手
（
読
者
）

ゲ
ー
ジ
が
伴
わ
な
い
と

」
の
笑
い
の
世
界
は
成
立
し
な
い
の
で
あ
る
。
「
人
（々
女
た
ち
）
」
と
複
数
に
し
た
り
し
て
、
笑
い
の
ボ
ル
テ
l

ジ
を
高
め
て
い
る
の
で
あ
る
。

『
創
見
』
に
、
「
き
る
夜
陰
に
、か
ど
で
す
と
、
打
ま
か
せ
て
い
へ
る
も
、
実
き
ま
な
ら
ず
や
。
戊
の
時
な
ど
、
か
か
ず
て
も
有
り
な
ん

を
、
わ
ざ
と
、
し
ひ
て
も
い
へ
る

み
な
あ
ぎ
れ
の
外
な
ら
ず
」
と
あ
る
よ
う
に
、
「
成
の
時
に
、
門
出
す
」
も
「
あ
ぎ
れ
」
、
戯
言
、
虚
の

世
界
、
物
語
の
世
界
の
時
間
帯
な
の
で
あ
る
。
現
実
は
も
っ
と
早
い
時
間
に
出
発
し
た
の
で
あ
ろ
う
。土
佐
日
記
の
旅
立
ち
は
、
物
語
・

「
を
こ
物
語
」
の
世
界
か
ら
の
そ
れ
な
の
で
あ
る
。
故
に
そ
の
旅
も
、
虚
実
の
狭
間
の
旅
な
の
で
あ
る
。

七

「
を
こ
語
り
」
で
、
聴
き
手
（
読
者
）
に
笑
い
の
強
烈
な
衝
撃
を
与
え
た
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
説
話
が
二
つ
ほ
ど
抽
出
で
き
る
。

O
芋
茎
、
荒
布
も
歯
固
め
も
な
し
。

た
だ
押
鮎
の
口
を
の
み
ぞ
吸
ふ
。
こ
の
吸

か
う
ゃ
う
の
物
な
き
固
な
り
。
求
め
し
も
お
か
ず
。
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ふ
人
々
の
口
を
、
押
鮎
も
し
思
ふ
ゃ
う
あ
ら
む
や
。
今
日
は
都
の
み
ぞ
思
ひ
や
ら
る
る
。
「
小
家
の
門
の
注
連
縄
の
絡
の
頭
、
柊

ら

い
か
に
ぞ
」
と
ぞ
い
ひ
あ
へ
な
る
。
（
元
日
）

押
鮎
を
頭
か
ら
食
べ
る
こ
と
を
、
キ
ス
に
見
立
て
て
、
押
鮎
を
擬
人
化
し
て
「
思
ふ
ゃ
う
あ
ら
む
や
」
と
性
的
に
感
じ
て
い
る
こ
と
を
想

像
さ
せ
、
そ
の
押
鮎
が
、
都
の
恋
人
で
あ
る
鱗
の
頭
や
柊
を
恋
し
く
思
う
と
擬
人
化
し
て
「
を
こ
語
り
」
化
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

O
女
こ
れ
か
れ
、
休
浴
な
ど
せ
む
と
て
、
あ
た
り
の
よ
ろ
し
き
と
こ
ろ
に
お
り
て
ゆ
く
。
（
中
略
な
に
の
葦
陰
に
こ
と
づ
け
て

老
海
鼠
の
つ
ま
の
胎
始
、

始
飽
を
ぞ
、
心
に
も
あ
ら
ぬ
腔
に
上
げ
て
見
せ
け
る
。

（
一
月
十
三
日
）

乗
船
し
て
い
る
女
性
た
ち
が
、
沫
浴
し
よ
う
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
を
垣
間
見
る
図
で
あ
る
。
「
老
海
鼠
」
「
胎
鮪
」
「
鮪
飽
」
は
、
比
喰
的

表
現
で
あ
る
が
、
男
女
の
性
器
の
表
現
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
い
つ
し
か
と
ま
た
く
心
を
腔
に
上
げ
て
天
の
川
原
を
今
日
や
わ
た
ら
む
」

（
「
古
今
集
』
巻
十
九
雑
体
一O
一
四

の
パ
ロ
デ
ィ
ー
化
し
た
も
の
と
も
い
え
る
が
、
表
面
的
に
は
視
覚
的
に
捉
え
た
表
現
で

藤
原
兼
輔
）

あ
る
が
、
臭
覚
的
な
も
の
を
も
包
含
し
た
表
現
で
も
あ
る
と
す
れ
ば
、
相
当
露
骨
で
、
猿
雑
で
、
「
を
予
こ
的
表
現
そ
の
も
の
で
あ
る
。
酒

が
な
け
れ
ば
語
れ
な
い
だ
ろ
う
し
、

そ
の
場
に
笑
い
の
場
、
世
界
が
構
築
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

酒
が
あ
る
か
ら
こ
そ
、
聴
く
に
堪
え
、

十
二
月
二
十
六
日
の
説
話
に
も
注
目
し
た
い
。
新
土
佐
守
島
田
公
撃
か
ら
の
招
待
の
送
別
の
宴
の
二
日
目
で
あ
る
。

。
あ
る
じ
し
の
の
し
り
て
、
郎
等
ま
で
に
物
を
か
づ
け
た
り
。
漢
詩
声
上
げ
て
い
ひ
け
り
。
和
歌
、
主
も
客
人
も
、
」
と
人
も
い
ひ

あ
へ
り
。
（
中
略
と
か
く
い
ひ
て

さ
き
の
守
、
い
ま
の
も
、
も
ろ
と
も
に
お
り
て

い
ま
の
主
も
、

さ
き
の
も
、
手
と
り
か

は
し
て
、
酔
ひ
言
に
心
よ
げ
な
る
言
し
て
、
出
で
入
り
に
け
り
。

と
あ
る
よ
う
に
、
漢
詩
も
和
歌
も
朗
詠
し
、
新
旧
の
国
司
が
手
を
取
り
合
っ
て
酔
っ
た
勢
い
で
、
気
持
ち
の
良
い
言
葉
を
言
い
交
わ
し
て
別

れ
た
の
だ
か
ら
、
送
別
の
大
宴
会
で
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
注
目
し
た
い
の
は
、
漢
詩
も
和
歌
も
声
を
出
し
て
朗
詠
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
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る
。
当
時
は
漢
詩
も
和
歌
も
声
に
出
し
て
歌
う
も
の
で
あ
っ
た
。

だ
か
ら
こ
そ
、
後
年
『
和
漢
朗
詠
集
』
な
る
詞
華
集
が
作
ら
れ
る
の
で
あ

る
。
ま
た
「
酔
ひ
言
に
心
よ
げ
な
る
言
」
を
弄
し
た
と
い
う
こ
と
は
、
を
こ
な
る
物
言
い
が
存
在
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

原
『
土
佐
日
記
』
を
、
貫
之
が
「
を
こ
語
り
」
す
る
と
き
に
は
、
声
を
出
し
て
歌
っ
た
の
だ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
大
き
な
身
ぶ
り
手
振
り
、

パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
も
伴
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

。
あ
る
人
々
、
を
り
ふ
し
に
つ
け
て
、
漢
詩
ど
も
、
時
に
似
つ
か
は
し
き
い
ふ
。
ま
た
あ
る
人
、
西
国
な
れ
ど
甲
斐
歌
な
ど
い
ふ
。

（
十
二
月
二
十
七
日
）

O
行
く
さ
き
に
立
つ
白
波
の
声
よ
り
も
お
く
れ
て
泣
か
む
わ
れ
や
ま
さ
ら
む
と
ぞ
よ
め
る
。

い
と
大
声
な
る
べ
し
。
（
一
月
七
日
）

O
船
子
、
揖
取
り
は
、
船
唄
う
た
ひ
て

な
に
と
も
思
へ
ら
ず
。

春
の
野
に
て
ぞ
、
音
を
ば
泣
く
、

わ
が
薄
に
て
切
る
切
る
、
摘
ん
だ
る
菜
を
、
親
や
ま
ぽ
る
ら
む
、
姑
や
食
ふ
ら
む
、

か
へ
ら

や夜
べ
の
、
う
な
ゐ
も
が
な
、
銭
乞
は
む
、
虚
言
を
し
て
、

お
ぎ
の
り
わ
ざ
を
し
て
、
銭
も
持
て
来
ず
、
お
の
れ
だ
に
来
ず
。

こ
れ
ら
を
人
の
笑
ふ
を
聞
き
て
、
海
は
荒
る
れ
ど
も
、
心
は
す
こ
し
凪
ぎ
ぬ
。

（
一
月
九
日
）

こ
れ
ら
の
説
話
を
語
る
と
き
、
貫
之
は
、
声
に
出
し
て
歌
い
、

か
つ
語
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
特
に
一
月
九
日
の
、
船
子
、
揖
取
り
歌
う

「
春
の
野
に
て
ぞ
：
：
：
」
「
夜
べ
の
：
：
：
」
に
つ
い
て
は
、
貫
之
の
、
大
仰
に
歌
い
か
つ
舞
い
な
が
ら
、
語
る
、
こ
れ
ら
の
説
話
を
聴
い
て

い
た
聴
き
手
、
た
と
え
ば
女
房
た
ち
も
、
大
い
に
笑
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
「
を
こ
人
」
と
し
て
は
、面
目
躍
如
な
る
も
の
を
感
じ
た
で
あ

ろ
、
フ
。
」
の
笑
い
は
、
萩
谷
氏
は

人
間
本
来
の
エ
ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム
に
根
差
し
た

こ
れ
ら
を
民
謡
で
あ
る
と
し
、
「
民
謡
と
い
う
も
の
は
、

も
の
が
多
く

ペ
ー
ソ
ス
も
ユ
ー
モ
ア
も
、

そ
の
上
に
施
き
れ
た
彩
り
と
考
え
ら
れ
る
」
（
『
全
注
釈
』一
七
五
頁

と
定
義
し
て
い
る
。
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ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム
に
起
因
し
た
語
り
は
、
裸
の
人
聞
の
精
神
か
ら
生
ず
る
「
を
こ
語
り
」
な
の
で
あ
る
。

長
谷
川
政
春
氏
は
、
「
土
佐
日
記
に
底
流
す
る
作
者
貫
之
の
精
神
を
、
「
自
由
な
精
神
の
横
溢
』
と
見
る
こ
と
な
く
、ま
た
、
『
生
涯
の
末

に
来
て
、
老
人
の
取
っ
た
酒
脱
な
筆
の
跡
』
と
も
言
い
難
く
、
常
に
相
手
（
読
者
）
を
意
識
し
、

そ
の
相
手
の
感
興
を
得
る
こ
と
に
心
が
動

い
て
い
る
と
い
う
、
言
わ
ば
常
間
的
精
神
で
あ
る
」
（
『
紀
貫
之
論
』
九
四
頁
）
と
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
自
由
な
精
神
の
横
溢
性
が
見
ら
れ

な
い
と
す
る
。

「
を
こ
語
り
」
の
世
界
は
、
自
由
な
世
界
、
む
し
ろ
放
持
、
無
頼
の
世
界
か
も
し
れ
な
い
。
も
ち
ろ
ん
共
通
の
了
解
、
ル
ー
ル
が
存
在
し

て
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
を
こ
語
り
」
の
世
界
を
構
築
す
る
、
笑
い
の
世
界
を
形
成
す
る
と
い
う
約
束
で
あ
る
。そ
こ
に
は
身
分
と
い

う
上
下
の
関
係
は
存
在
し
な
い
。
語
り
手
と
聴
き
手
が
、
同
じ
空
間
、
同
じ
平
面
に
位
置
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
対
等
感
に
基
づ
い
た
、
笑

す
る
と
い
う
、
身
分
の
上
下
、
男
女
の
区
別
も
な
く
、

ま
っ
た
く
自
分
の
身
分
・
立
場
を
離
れ
、
摂
関
政
治
社
会
の
将
外
の
存
在
と
し
て
、
-23-

い
の
世
界
へ
の
同
化
作
用
な
の
で
あ
る
。
貫
之
も
、
饗
宴
の
場
、
「
を
こ
語
り
」
に
よ
る
「
を
こ
」
の
世
界
、
笑
い
の
世
界
を
構
築
・
形
成

自
由
に
、
原
『
土
佐
日
記
』
を
「
を
こ
語
り
」
を
し
た
の
で
あ
る
。

そ
こ
に
自
由
放
呼
な
精
神
を
見
る
の
で
あ
る
。
「
を
こ
的
精
神
」
と
は
、

人
間
本
来
の
本
能
と
い
う
主
体
性
を
主
張
す
る
「
自
由
の
精
神
」
な
の
で
あ
る
。
『
土
佐
日
記
』
に
、
紀
貫
之
の
、
宮
廷
歌
人
で
も
な
く
、

し
が
な
い
受
領
階
級
で
も
な
い
、
自
由
放
持
の
精
神
を
見
る
の
で
あ
る
。
酔
い
が
醒
め
る
と
、
摂
関
政
治
社
会
と
い
う
政
治
的
ヒ
エ
ラ
ル
キ

ー
の
機
構
的
弱
者
に
回
帰
す
る
に
し
て
も
。
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