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は
じ
め
に

『
保
元
物
語
』は
、
保
元
元
年（
一
一
五
六
）に
起
き
た
保
元
の
乱
を
題
材
に
し

た
軍
記
物
語
で
あ
る
。
歴
史
的
事
実
と
し
て
、
合
戦
と
し
て
の
保
元
の
乱
は
一

日
で
終
結
し
た
短
い
も
の
だ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
原
因
は
皇
位
継
承
争
い
、

藤
原
摂
関
家
の
内
部
分
裂
に
端
を
発
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
こ
の
戦
い
の
勝

敗
は
、
今
後
の
実
権
を
誰
が
握
る
か
、
と
い
う
点
に
帰
結
し
て
い
く
。
ま
た
、

保
元
の
乱
は
後
に
慈
円『
愚
管
抄
』に
お
い
て「
日
本
国
ノ
乱
逆
ト
云
コ
ト
ハ
ヲ

コ
リ
テ
後
ム
サ
ノ
世
ニ
ナ
リ
ニ
ケ
ル
ナ
リ

（
注
１
）」と
語
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
日
本

は
保
元
の
乱
を
き
っ
か
け
と
し
て
武
士
社
会
へ
と
転
換
し
て
い
く
こ
と
に
な
っ

た
。
そ
の
た
め
、
乱
の
背
景
と
社
会
的
影
響
を
鑑
み
る
と
、
合
戦
そ
の
も
の
は

小
規
模
で
あ
っ
て
も「
保
元
の
乱
」は
大
き
な
戦
い
だ
っ
た
、
と
い
う
こ
と
が
で

き
る
だ
ろ
う
。
歴
史
的
に
み
れ
ば
こ
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
保
元
の
乱
を

題
材
に
と
っ
た『
保
元
物
語
』は
、『
平
治
物
語
』『
平
家
物
語
』『
承
久
記
』と
合
わ

せ
て「
四
部
合
戦
状
」と
呼
ば
れ
て
お
り
、
文
学
史
的
に
み
て
も
重
要
な
作
品
だ

と
い
え
る
。

『
保
元
物
語
』の
内
容
を
大
き
く
分
け
る
と
、
乱
の
発
端（
原
因
）、
合
戦
の
様

相
、
後
日
譚
と
な
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
作
品
は
合
戦
の
状
況
の
み
を
描
い
た
物

語
で
は
な
い
。
そ
の
た
め
、『
保
元
物
語
』の
語
り
手
は
、「
な
ぜ
保
元
の
乱
が

起
こ
っ
た
の
か
」「
勝
者（
敗
者
）と
な
り
得
た
理
由
は
何
か
」「
保
元
の
乱
が
あ
っ

阿　

部　

日
菜
子

た
こ
と
に
よ
っ
て
社
会
は
ど
う
な
っ
て
い
っ
た
の
か
」と
い
う
よ
う
な
、
様
々

な
出
来
事
に
対
す
る「
理
由
づ
け
」を「
語
り
」の
中
で
行
っ
て
い
る
の
だ
と
考
え

ら
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
の「
理
由
づ
け
」は
保
元
の
乱
に
対
す
る
語
り
手
の
解
釈

と
い
う
部
分
に
直
結
し
て
い
る
。
よ
っ
て
、「
語
り
」の
意
図
を
探
る
こ
と
は
、

『
保
元
物
語
』と
い
う
作
品
そ
の
も
の
の
目
指
し
た
目
的
を
明
ら
か
に
す
る
、
と

い
う
こ
と
に
繋
が
っ
て
い
く
。

「
語
り
」に
着
目
す
る
場
合
、
問
題
と
な
る
の
は
語
り
手
の「
視
点
」で
あ
る
。

軍
記
物
語
が
戦
を
題
材
に
し
て
い
る
以
上
、
物
語
の
登
場
人
物
は「
勝
敗
」と
い

う
明
確
な
区
分
け
が
で
き
、
そ
れ
は『
保
元
物
語
』も
例
外
で
は
な
い
。
こ
れ
を

言
い
換
え
れ
ば
、
軍
記
物
語
に
お
け
る「
語
り
」の
視
点
は
、
勝
者
と
敗
者
の
ど

ち
ら
側
の
歴
史
を
語
っ
た
も
の
な
の
か
、
と
い
う
こ
と
に
繋
が
っ
て
く
る
。
よ

っ
て
、
語
り
手
の
視
点
が
ど
ち
ら
に
あ
る
の
か
、
と
い
う
点
は
非
常
に
重
要
で

あ
る
。

保
元
の
乱
は
、
後
白
河
院
方
が
勝
者
と
な
り
、
戦
を
起
こ
し
た
崇
徳
院
方
が

敗
者
と
な
っ
た
。『
保
元
物
語
』諸
本
の
中
で
、
も
っ
と
も
古
態
を
留
め
る
と
さ

れ
る
半
井
本
の「
語
り
」は
敗
者
の
崇
徳
院
に
寄
っ
て
い
る
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で

に
も
諸
氏
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
通
り
で
あ
る

（
注
２
）。
た
と
え
ば
、
麻
生
美
子

は『
保
元
物
語
』の
冒
頭
が
鳥
羽
院
の
御
代
を
語
る
形
式
を
と
っ
て
い
る
こ
と
に

触
れ
た
上
で
、
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

半
井
本
『
保
元
物
語
』
の
「
語
り
」
に
お
け
る
〈
理
〉
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世
の
動
き
を
天
皇
を
中
心
と
し
た
宮
廷
を
舞
台
に
描
こ
う
と
す
る
意
識
は

確
か
に
鏡
物
な
ど
の
歴
史
物
語
や『
愚
管
抄
』な
ど
の
史
論
と
も
共
通
す
る

も
の
で
あ
り
、
軍
記
物
語
と
の
間
に
境
界
線
は
置
き
が
た
い
よ
う
に
思
え

る
。
た
だ
軍
記
物
語
の
場
合
は
題
材
を
一
つ
に
統
一
し
集
中
化
す
る
モ
チ

ー
フ
・
テ
ー
マ
が
存
在
す
る
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
よ
う
。
こ
の『
保
元
物
語
』

の
場
合
も
始
め
は
史
書
的
形
態
で
あ
っ
て
も
次
第
に
作
者
の
視
点
は
崇
徳

院
方
の
動
静
に
向
け
ら
れ
、
乱
の
原
因
も
崇
徳
院
の
心
情
に
添
っ
て
叙
述

さ
れ
る
の
で
あ
る

（
注
３
）。

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
物
語
冒
頭
部
は
鳥
羽
法
皇
の
御
代
を
語
る「
史
書
的
形
態
」

に
よ
っ
て
語
ら
れ
て
い
く
も
の
の
、
次
第
に
崇
徳
院
の
側
に
寄
っ
た
語
り
に
な

っ
て
い
く
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
実
際
に『
保
元
物
語
』の
本
文
を
み
て
い
く

と
、
語
り
手
は
鳥
羽
院
の
御
代
に
つ
い
て
語
っ
た
後
に
近
衛
院
の
即
位
に
つ
い

て
触
れ
る
。
こ
の
際
に
不
本
意
な
退
位
を
強
い
ら
れ
た
の
が
崇
徳
院
で
あ
り
、

彼
は
こ
の
件
で
恨
み
を
持
っ
た
後
は
自
ら
の
息
子
で
あ
る
重
仁
を
即
位
さ
せ
た

い
と
願
う
よ
う
に
な
る
。
こ
れ
は
崇
徳
院
だ
け
が
考
え
て
い
た
こ
と
で
は
な
く
、

近
衛
院
の
次
は
重
仁
だ
ろ
う
と
誰
も
が
思
っ
て
い
た
こ
と
だ
と
語
ら
れ
て
い
る
。

だ
が
、
美
福
門
院
の
策
略
に
よ
っ
て
後
白
河
院
が
天
皇
に
な
っ
た
。
再
起
す
る

道
を
断
た
れ
た
崇
徳
院
は
よ
り
一
層
恨
み
を
募
ら
せ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は

以
下
の
よ
う
に
半
井
本
で
は
語
ら
れ
て
い
る
。

久
寿
二
年
七
月
廿
三
日
、
ハ
カ
ラ
ザ
ル
ニ
近
衛
院
カ
ク
レ
サ
セ
給
ヌ
。
御

歳
十
七
、
惜
カ
ル
ベ
キ
事
也
。
法
皇
・
女
院
ノ
御
歎
ナ
ノ
メ
ナ
ラ
ズ
、
申

モ
愚
ナ
リ
。
新
院
、
此
ヲ
リ
ヲ
ヱ
テ
、「
我
身
コ
ソ
位
ニ
不
レ
被
レ
付
ト
モ
、

重
仁
親
王
ハ
、
今
度
ハ
位
ニ
ハ
遁
ジ
物
ヲ
」ト
待
ウ
ケ
サ
セ
給
ケ
リ
。
天

下
ノ
諸
人
モ
カ
ク
思
ケ
ル
所
ニ
、
ヲ
モ
ヒ
ノ
外
ナ
ル
美
福
門
院
ノ
御
計
デ
、

後
白
河
院
ノ
四
宮
ト
テ
ウ
チ
コ
メ
ラ
レ
テ
渡
ラ
セ
給
シ
ヲ
、
位
ニ
付
奉
セ

給
。
高
キ
モ
賤
モ
、
誠
ノ
親
ナ
ラ
ヌ
御
隔
ニ
テ
、
女
院
角
被
二
思
食
一
ケ

ル
。
新
院
ト
ハ
一
ツ
御
腹
ニ
テ
ワ
タ
ラ
セ
給
シ
カ
ド
モ
、
女
院
モ
テ
ナ
シ

奉
リ
、
法
皇
ニ
モ
内
々
コ
シ
ラ
ヘ
申
サ
セ
給
ケ
ル
ト
ゾ
ウ
ケ
給
ル
。
是
ニ

ヨ
リ
、
新
院
御
恨
一
入
ゾ
マ
サ
ラ
セ
給
ゾ
理
ナ
ル
。

（
上
巻「
後
白
河
院
御
即
位
ノ
事
」六
頁
）

こ
こ
で「
理
こ
と
わ
りナ
ル
」と
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
崇
徳
院（
新
院
）が
恨
み
を
更

に
募
ら
せ
る
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
崇
徳
院
の
恨
み
を
語
り
手
は「
も
っ
と

も
で
あ
る
」と
認
め
て
い
る
。
こ
の
点
か
ら
、
語
り
手
は
後
に
敗
者
と
な
る
崇

徳
院
に
寄
っ
た
視
点
か
ら
物
語
を
語
り
始
め
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
栃
木

孝
惟
は「
二
つ
の
事
態
を
経
緯
し
て
の
新
院
の『
御
恨
』の
増
大
を『
理
』と
み
る

の
が
、
物
語
の
始
発
時
に
お
け
る
物
語
の
語
り
手
の
立
場
で
あ
っ
た

（
注
４
）」と
述
べ
、

語
り
手
が「
理
ナ
リ
」と
語
っ
た
こ
と
で
自
ら
の
立
場
を
表
明
し
て
い
る
こ
と
に

触
れ
て
い
る
。

崇
徳
院
の
恨
み
が
保
元
の
乱
の
発
端
に
な
っ
た
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
こ
こ
で

語
り
手
が
崇
徳
院
の
抱
い
た
思
い
を「
理
ナ
リ
」と
認
め
る
こ
と
は
殊
の
外
重
大

な
意
味
を
帯
び
て
く
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
語
り
手
が「
理
ナ

リ
」と
し
た
こ
と
は
、
物
語
世
界
に
お
け
る「
理
」と
な
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、

「
も
っ
と
も
だ
」と
認
め
る
こ
と
は「
肯
定
」し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
読
者
を
誘

導
し
て
い
く
役
割
を
持
つ
語
り
手
が
そ
の
よ
う
に
語
る
こ
と
は
、
崇
徳
院
の
恨

み
は
肯
定
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
作
中
で
は
扱
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

こ
の
点
か
ら
は
、
語
り
手
の
視
点
が
崇
徳
院
側
に
あ
る
、
と
い
う
こ
と
が
う
か

が
え
る
だ
ろ
う
。

乱
が
起
こ
っ
た
原
因
を
首
謀
者
側
で
あ
る
崇
徳
院
が
抱
い
た
恨
み
に
求
め
、

そ
れ
を
肯
定
す
る
、
と
い
う「
語
り
」は
、
言
い
換
え
れ
ば
崇
徳
院
に
恨
み
を
抱
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か
せ
た
側
に
乱
が
起
こ
っ
た
そ
も
そ
も
の
原
因
が
あ
る
、
と
い
う
語
り
手
の
解

釈
を
示
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
こ
の
場
面
に
お
け
る「
理
ナ
リ
」は
、
乱
が
起

き
た
こ
と
に
対
し
て
の
理
由
づ
け
の
効
果
が
あ
る
、
と
い
う
よ
う
に
考
え
ら
れ

る
。
そ
の
た
め「
理
ナ
リ
」は
、
語
り
手
の
意
思
が
十
分
に
反
映
さ
れ
た
言
葉
だ

と
い
え
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
右
の
引
用
箇
所
以
外
で
も『
保
元
物
語
』中
に「
理
ナ
リ
」

が
用
い
ら
れ
て
い
る
箇
所
に
つ
い
て
も
、
そ
の
内
容
は『
保
元
物
語
』全
体
に
関

わ
る
重
要
な
意
味
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
よ
っ
て
、
本
稿
で
は『
保
元
物

語
』に
お
い
て「
理
ナ
リ
」と
述
べ
ら
れ
て
い
る
箇
所
に
つ
い
て
、
考
察
を
行
っ

て
い
き
た
い
。
以
後
、
本
稿
に
お
い
て「
理
ナ
リ
」は〈
理
〉と
表
記
し
、
他
の

「
理
」と
区
別
す
る
。

日
本
人
の
概
念
と
し
て
一
般
的
な「
理
」に
つ
い
て
は
、
相
良 

亨
の
研
究
が

あ
る
。
相
良
は「『
こ
と
わ
り
』は
事
割（
破
）り
で
あ
り
、
判
断
す
る
意
と
さ
れ
、

そ
れ
が
名
詞
化
し
て
筋
道
、
道
理
の
意
に
な
っ
た
と
云
わ
れ
る

（
注
５
）」と
、「
理
」の

語
源
的
な
意
味
に
触
れ
て
い
る
。
そ
の
上
で
、
聖
徳
太
子
の
十
七
条
の
憲
法
の

第
三
条
で「
理
」が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
、
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て

い
る
。こ

の
三
条
は
何
れ
も
個
別
具
体
的
な
事
態
を
判
断
す
る
に
当
っ
て
、
臣
た

ち
が
和
し
つ
つ
、
あ
る
い
は
凡
夫
意
識
を
も
ち
つ
つ
、
独
断
す
る
こ
と
な

く
討
議
す
る
こ
と
を
求
め
て
い
る
。
訓
は
と
も
か
く
と
し
て「
理
」は
、
個

的
な
具
体
的
事
態
状
況
に
対
す
る
判
断
の
適
切
さ
の
内
容
を
も
っ
て
用
い

ら
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
和
語
の「
こ
と
わ
り
」も
ま
た
こ
の
よ
う
な

傾
向
を
持
つ
内
容
で
あ
っ
た
こ
と
を
少
く
と
も
間
接
的
に
は
予
想
さ
せ
る

も
の
で
あ
る

（
注
６
）。

こ
こ
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
内
容
と
、『
保
元
物
語
』に
お
い
て
崇
徳
院
が
恨
み

を
募
ら
せ
る
こ
と
を〈
理
〉と
し
て
い
る
部
分
を
重
ね
て
考
え
て
み
る
。『
保
元

物
語
』の
例
に
お
い
て
、
崇
徳
院
は
ま
っ
た
く
非
が
無
い
に
も
関
わ
ら
ず
天
皇

の
座
を
追
い
や
ら
れ
、
息
子
で
あ
る
重
仁
を
即
位
さ
せ
る
道
も
断
た
れ
て
し
ま

っ
た
。
そ
れ
を
受
け
て
崇
徳
院
が
恨
み
を
持
つ
こ
と
に
は「
理
」が
あ
る
、
と
語

り
手
は
述
べ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
語
り
手
が
主
張
し
た
い
こ
と
は「
崇
徳
院
の

正
当
性
」だ
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
場
面
が〈
理
〉と
結
ば
れ
て
い
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
崇
徳
院
の
恨
み
を
認
め
る
こ
と
が
語
り
手
個
人
の
考
え
で
は

な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

一
方
で
、
相
良
は『
万
葉
集
』に
収
め
ら
れ
た「
父
母
を　

見
れ
ば
尊
し　

妻

子
見
れ
ば
め
ぐ
し
愛

う
つ
く
し　

世
の
中
は
か
く
ぞ
理　

も
ち
鳥
の　

か
か
ら
は
し
も

よ　

行
く
へ
知
ら
ね
ば　

う
け
沓
を　

脱
き
棄つ

る
ご
と
く　

踏
み
脱
き
て　

行

く
ち
ふ
人
は
石
木
よ
り　

生な

り
出で

し
人
か　

汝じ

が
名な

の告
ら
さ
ね　

天
へ
行
か
ば

　

汝
が
ま
に
ま
に　

地つ
ち

な
ら
ば　

大
君
い
ま
す　

こ
の
照
ら
す　

日
月
の
下
は

　

天
雲
の　

向
伏
す
極
み　

た
に
ぐ
く
の　

さ
渡
る
極
み　

聞
こ
し
食
す　

国

の
ま
ほ
ら
ぞ　

か
に
か
く
に　

欲
し
き
ま
に
ま
に　

然し
か

に
は
あ
ら
じ
か
（
注
７
）」と
い

う
山
上
憶
良
の
歌
を
挙
げ
、
以
下
の
よ
う
に
も
述
べ
て
い
る
。

（
引
用
者
注
：
『
万
葉
集
』を
引
用
し
て
）は
、
尊
く
思
い
胸
が
痛
む
ほ
ど
可
愛
く

思
う
の
は
世
に
あ
る
人
の
お
の
ず
か
ら
の
心
情
で
あ
り
、
で
あ
る
か
ら
ま

た
、
そ
れ
が
世
を
は
な
れ
得
な
い
人
間
と
し
て
の
世
に
生
き
る
筋
道
で
あ

る
、
と
い
う
内
容
を
も
つ
も
の
で
あ
ろ
う
。
と
す
れ
ば
、「
こ
と
わ
り
」は

こ
こ
で
も
状
況
に
お
け
る
適
切
な
あ
り
方
で
あ
る
が
、
状
況
が
時
空
を
こ

え
た
世
の
中
一
般
の
状
況
に
ま
で
拡
大
さ
れ
て
く
る
と
、
状
況
に
適
切
な

あ
り
方
と
し
て
の「
こ
と
わ
り
」は
普
遍
的
な
内
容
を
、
条
件
付
で
は
あ
る

が
獲
得
し
て
行
く
こ
と
に
な
ろ
う
。
だ
が
、
本
論
で
考
察
し
た
よ
う
な
方

3



向
に
日
本
人
の
理
的
な
も
の
を
め
ぐ
る
思
惟
の
基
本
は
流
れ
て
云
っ
た
。

し
か
し
ま
た
思
え
ば
、
こ
の
歌
自
体
が
心
情
的
状
況
を「
こ
と
わ
り
」と
し

て
規
範
化
す
る
も
の
が
あ
る

（
注
８
）。

こ
こ
で
述
べ
ら
れ
て
い
る「
理
」の
意
味
は「
も
っ
と
も
で
あ
る
」と
い
う
意

味
の
み
に
留
ま
ら
な
い
。
広
く
人
々
と
共
有
で
き
る「
感
情
」が
あ
っ
た
時
に
、

「
理
」は
普
遍
的
な
意
味
を
も
内
包
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
。「
理
」が「
理
」と

い
う
言
葉
で
表
さ
れ
る
以
上
は
、「
も
っ
と
も
で
あ
る
」と
い
う
意
味
は
ど
の

「
理
」も
持
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、「
状
況
が
時
空
を
こ
え
た
世
の
中
一

般
の
状
況
に
ま
で
拡
大
」さ
れ
る
と
何
ら
か
の「
感
情
」を
前
提
と
し
た「
理
」が

出
現
し
て
く
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
相
良
の
い
う
こ
の
現
象
は『
保
元
物

語
』に
も
み
ら
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
も
、〈
理
〉の
考
察
に
お

い
て
検
討
し
て
い
き
た
い
。

『
保
元
物
語
』に
限
ら
ず
、
軍
記
物
語
に
お
い
て
頻
出
す
る
、
感
情
を
表
す
言

葉
と
し
て
は「
哀
れ
」が
挙
げ
ら
れ
る
。
軍
記
物
語
は
合
戦
を
扱
っ
た
話
で
あ
る

た
め
、
人
間
の
生
死
が
必
ず
つ
き
ま
と
う
。
そ
の
た
め
、
作
品
を
取
り
巻
く
情

感
は「
哀
れ
」が
よ
く
あ
て
は
ま
る
。
こ
の
こ
と
は
、
軍
記
物
語
に
お
い
て「
哀

れ
」が
頻
出
す
る
理
由
の
一
つ
だ
と
思
わ
れ
る
。
よ
っ
て
、
本
稿
に
お
い
て
は

『
保
元
物
語
』に
お
け
る〈
理
〉と
合
わ
せ
て
考
え
る
べ
き
感
情
は「
哀
れ
」で
あ
る

と
規
定
し
、
作
品
の
本
文
中
に
お
い
て
感
動
詞
以
外
の
用
法
で
用
い
ら
れ
て
い

る「
哀
れ
」に
つ
い
て
は
、
以
後〈
哀
〉と
表
記
す
る
こ
と
で
他
の「
哀
れ
」と
区
別

す
る
。

紙
幅
の
都
合
上
、『
保
元
物
語
』本
文
中
に
み
ら
れ
る〈
理
〉と〈
哀
〉の
す
べ
て

の
用
例
を
考
察
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
本
稿
で
は〈
理
〉を
中

心
に
考
察
し
た
上
で
、〈
理
〉と〈
哀
〉の
意
味
が
重
な
る
部
分
が
あ
る
の
か
、
と

い
う
こ
と
に
つ
い
て
述
べ
る
こ
と
を
最
終
的
に
結
論
と
し
て
述
べ
る
。

『
保
元
物
語
』の
諸
本
は
数
多
く
あ
る
が
、
今
回
は
そ
の
中
で
も
半
井
本
を
中

心
に
扱
う
こ
と
と
す
る
。
本
稿
の
目
的
は〈
理
〉（
及
び〈
哀
〉）の
考
察
を
通
し
て
、

『
保
元
物
語
』の
語
り
が
何
を
目
的
と
し
て
い
た
の
か
、
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て

考
え
る
こ
と
で
あ
る
。
半
井
本
は
、『
保
元
物
語
』諸
本
の
中
で
も
最
も
古
態
を

留
め
て
い
る
と
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
保
元
の
乱
が
起
き
た
時
代
に
最
も
近
し
い

本
文
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
よ
っ
て
、
半
井
本
は
本
稿
で
扱
う
目
的
に

最
も
適
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
の
で
、
今
回
は
こ
の
テ
キ
ス
ト
を
使
用
す
る
。

以
降
、
本
稿
で
は
特
に
断
ら
な
い
限
り
は『
保
元
物
語
』と
い
っ
た
場
合
は
半
井

本
を
指
す
。
そ
の
本
文
の
引
用
は
、
栃
木
孝
惟
・
日
下
力 

他 

校
註『
新
日
本

古
典
文
学
大
系
43　

保
元
物
語
・
平
治
物
語
・
承
久
記
』（
岩
波
書
店
、
一
九
九
二
年

七
月
）を
使
用
す
る
。
引
用
後
の
括
弧
で
示
し
た
数
字
は
そ
の
頁
数
を
指
し
、
こ

れ
ま
で
の
箇
所
も
同
様
で
あ
る
。
ま
た
、
場
合
に
応
じ
て
他
の
諸
本
も
引
用
す

る
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
際
は
そ
の
都
度
注
記
し
、
ど
の
諸
本
を
話
題
に
し
て
い

る
の
か
を
明
示
す
る
。
な
お
、
本
稿
の
全
体
に
わ
た
っ
て
、
引
用
文
に
お
け
る

傍
線
は
筆
者
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
原
則
と
し
て
旧
字
体
は
新
字
体
で
表
記
し
、

当
て
字
な
ど
の
一
般
的
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
読
み
を
除
い
て
振
り
仮
名
は

省
略
し
た
。

一
、
〈
理
〉
の
対
象

『
保
元
物
語
』に
お
け
る〈
理
〉は
、「
ナ
リ
」や「
ヤ
」が
下
接
し
て
形
容
動
詞
と

な
っ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は『
保
元
物
語
』中
に
八
例
み
ら
れ
る
。
八
例

そ
れ
ぞ
れ
の
内
容
を
見
出
し
と
し
て
、
作
品
の
時
系
列
順
に
並
べ
た
も
の
が
以

下
で
あ
る
。

①
乱
の
発
端
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②
乱
を
前
に
し
て
慌
て
騒
ぐ
人
々
の
様
子

③
義
朝
と
為
朝
の
問
答

④
勝
敗
の
分
け
目

⑤
憔
悴
す
る
崇
徳
院

⑥
体
力
の
限
界
が
訪
れ
る
崇
徳
院

⑦
勲
功
を
求
め
る
義
朝
の
直
訴

⑧
為
義
と
別
れ
る
子
供
た
ち

八
例
の
内
、
①
②
が
上
巻
、
③
④
⑤
⑥
⑦
が
中
巻
、
⑧
が
下
巻
と
な
っ
て
い

る
。
合
戦
中
の
場
面
に
お
い
て
用
い
ら
れ
た〈
理
〉は
③
の
み
と
な
っ
て
お
り
、

『
保
元
物
語
』の〈
理
〉は
戦
の
前
後
の
場
面
に
用
い
ら
れ
る
傾
向
が
あ
る
、
と
い

う
こ
と
が
わ
か
る
。

そ
れ
ぞ
れ
の〈
理
〉は
、
何
ら
か
の
出
来
事
や
登
場
人
物
に
対
し
て
語
り
手
が

「
も
っ
と
も
で
あ
る
」と
認
め
、
共
感
を
示
す
効
果
を
も
っ
て
い
る
よ
う
に
考
え

ら
れ
る
。
そ
の
た
め
、〈
理
〉の
考
察
に
関
し
て
は
、
そ
の
言
葉
が
誰
に
向
け
ら

れ
た
も
の
な
の
か
、
と
い
う
対
象
を
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
上
で
、

そ
の
登
場
人
物
に
ど
の
よ
う
な〈
理
〉が
あ
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
を
検
討
し
て

い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

『
保
元
物
語
』に
お
け
る〈
理
〉八
例
の
対
象
、
ま
た
は〈
理
〉の
内
容
が
大
き
く

関
わ
っ
て
く
る
人
物
を
分
類
す
る
と
、
大
き
く
三
つ
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
た
。

先
程
、
時
系
列
順
に
並
べ
た
も
の
を
、
こ
の
分
類
を
元
に
並
べ
替
え
る
と
、
以

下
の
よ
う
に
な
る
。

（
一
）崇
徳
院

①
乱
の
発
端

④
勝
敗
の
分
け
目

⑤
憔
悴
す
る
崇
徳
院

⑥
体
力
の
限
界
が
訪
れ
る
崇
徳
院

（
二
）藤
原
頼
長

②
乱
を
前
に
し
て
慌
て
騒
ぐ
人
々
の
様
子

（
三
）源
氏
の
人
々

③
義
朝
と
為
朝
の
問
答

⑦
勲
功
を
求
め
る
義
朝
の
直
訴

⑧
為
義
と
別
れ
る
子
供
た
ち

（
一
）の
崇
徳
院
に
関
す
る
と
思
わ
れ
る〈
理
〉は
①
④
⑤
⑥
で
あ
る
。
①
は
崇

徳
院
が
抱
い
た
恨
み
、
⑤
と
⑥
は
戦
い
に
敗
れ
落
ち
延
び
る
中
で
憔
悴
し
て
い

く
様
子
に
対
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ「
理
」が
あ
る
と
認
め
た
も
の
で
あ
る
。
④
に
関

し
て
は
明
確
に
崇
徳
院
に
つ
い
て
語
ら
れ
た
も
の
で
は
な
い
が
、
な
ぜ
後
白
河

院
が
勝
利
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
か
、
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
触
れ
ら
れ
て
い

る
。
そ
の
た
め
、
裏
を
返
せ
ば
、
な
ぜ
崇
徳
院
が
負
け
た
の
か
、
と
い
う
こ
と

に
繋
が
る
部
分
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
よ
っ
て
、（
一
）に
含
め
た
。

（
二
）は
、
保
元
の
乱
の
も
う
一
人
の
首
謀
者
で
あ
る
藤
原
頼
長
に
関
係
す
る

と
思
わ
れ
る〈
理
〉で
あ
り
、
②
が
該
当
す
る
。
②
は
乱
を
前
に
し
て
市
中
の

人
々
が
混
乱
し
な
が
ら
避
難
す
る
様
子
が
描
か
れ
て
い
る
。
人
々
は
今
夜
に
戦

が
起
こ
る
、
と
確
信
し
て
避
難
し
て
い
る
こ
と
に
触
れ
ら
れ
、
そ
れ
が〈
理
〉だ

と
さ
れ
て
い
る
。
だ
が
、
登
場
人
物
の
中
で
頼
長
だ
け
は
開
戦
が
明
日
の
朝
に

な
る
と
考
え
て
い
る
。
そ
れ
は
為
朝
の
提
案
し
た
夜
討
ち
案
の
却
下
に
も
繋
が

る
こ
と
で
、
崇
徳
院
方
の
敗
戦
に
密
接
に
結
び
つ
い
て
い
く
。
そ
の
た
め
、
頼

長
以
外
の
人
物
、
特
に
戦
に
直
接
関
係
が
な
い
市
中
の
人
々
で
さ
え
も
今
夜
戦
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が
起
こ
る
、
と
考
え
て
い
る
こ
と
は
重
要
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
た
め
、
②

は
頼
長
に
間
接
的
に
関
係
す
る〈
理
〉だ
と
判
断
す
る
。

（
三
）は
源
氏
に
関
わ
る〈
理
〉で
、
③
⑦
⑧
が
該
当
す
る
。
こ
れ
ら
は
す
べ
て

〈
理
〉の
対
象
が
源
氏
の
人
々
に
な
っ
て
お
り
、
③
が
為
朝
、
⑦
義
朝
、
⑧
が
為

義
で
あ
る
。
③
は
戦
の
最
中
に
行
わ
れ
た
為
朝
と
義
朝
の
問
答
を
受
け
て
、
為

朝
の
発
言
に「
理
」が
あ
る
と
感
じ
た
た
め
に
義
朝
は
言
い
返
す
こ
と
が
で
き
な

か
っ
た
、
と
い
う
内
容
で
あ
る
。
兄
に
向
か
っ
て
弓
を
引
く
と
神
仏
に
見
放
さ

れ
る
ぞ
、
と
言
う
義
朝
に
対
し
て
、
そ
れ
な
ら
ば
、
父（
為
義
）に
矢
を
放
つ
の

は
ど
う
な
の
か
、
と
為
朝
は
答
え
る
。
こ
の
発
言
に「
理
」が
あ
る
と
思
っ
た
義

朝
に
言
い
返
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
、
と
い
う
こ
と
が
③
で
は
語
ら
れ
て
い

く
。こ

の
場
面
の〈
理
〉と
大
き
く
関
係
し
て
く
る
の
が
⑦
で
あ
る
。
合
戦
後
の
勧

賞
に
お
い
て
義
朝
に
与
え
ら
れ
た
恩
賞
は
、
働
き
に
見
合
っ
た
も
の
で
は
な
か

っ
た
。
そ
れ
を
義
朝
が
忠
通
に
直
訴
し
た
結
果
、
言
い
分
に「
理
」が
あ
る
の
で

主
張
が
認
め
ら
れ
、
義
朝
は
左
馬
頭
に
任
じ
ら
れ
た
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
義
朝
が
発
言
し
た
内
容
は
、
朝
敵
を
討
伐
し
た
者
へ
の
恩
賞
に
し
て
は

不
適
当
だ
、
と
い
う
も
の
の
他
に
、
親
兄
弟
と
敵
対
ま
で
し
て
戦
っ
た
と
い
う

の
に
、
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
こ
の
発
言
の
示
す
内
容
は
、
③
で
義
朝
が
為
朝

に
指
摘
さ
れ
た
内
容
と
同
一
で
あ
る
。
③
に
お
い
て〈
理
〉で
あ
っ
た
た
め
に
言

い
返
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
、
と
い
う
こ
と
も
含
め
て
、
義
朝
に
と
っ
て
は

親
兄
弟（
特
に
親
で
あ
る
為
義
）と
敵
対
し
た
こ
と
が
重
く
の
し
か
か
っ
て
き
て

い
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
部
分
で
あ
る
。

⑧
は
、
敗
走
途
中
の
為
義
と
六
人
の
子
供
た
ち
の
別
れ
の
場
面
で
あ
る
。
別

れ
よ
う
、
見
送
ろ
う
、
と
す
る
も
の
の
思
い
切
り
が
つ
か
ず
、
別
れ
を
惜
し
ん

で
子
供
た
ち
が
為
義
に
縋
り
つ
い
て
泣
く
様
を〈
理
〉と
語
り
手
は
結
ん
で
い
る
。

内
容
と
状
況
を
考
え
れ
ば
、〈
理
〉で
は
な
く〈
哀
〉と
結
ん
で
も
差
し
支
え
な
い

箇
所
の
よ
う
に
思
え
る
が
、『
保
元
物
語
』の
語
り
手
は〈
理
〉と
し
て
い
る
。
こ

の
点
か
ら
、
親
子
の
別
れ
は「
哀
れ
」と
い
う
情
感
を
含
ん
で
い
る
よ
う
に
考
え

ら
れ
る
。
そ
の
上
で
、
当
事
者
た
ち
が
親
に
縋
り
、
泣
く
こ
と
は「
理
」な
の
だ
、

と
い
う
語
り
手
の
意
思
が
う
か
が
え
る
。

以
下
、
こ
こ
ま
で
述
べ
て
き
た（
一
）（
二
）（
三
）の
概
観
を
元
に
、
本
文
を
み

な
が
ら
詳
し
く
検
討
を
行
っ
て
い
く
。

二
、
崇
徳
院
に
関
わ
る
〈
理
〉

崇
徳
院
に
関
わ
る〈
理
〉で
最
も
重
要
だ
と
考
え
ら
れ
る
の
は
、
発
端
部
に
お

け
る〈
理
〉①
で
あ
る
。

①
乱
の
発
端
（
後
白
河
院
即
位
、
崇
徳
院
の
恨
み
）

久
寿
二
年
七
月
廿
三
日
、
ハ
カ
ラ
ザ
ル
ニ
近
衛
院
カ
ク
レ
サ
セ
給
ヌ
。
御

歳
十
七
、
惜
カ
ル
ベ
キ
事
也
。
法
皇
・
女
院
ノ
御
歎
ナ
ノ
メ
ナ
ラ
ズ
、
申

モ
愚
ナ
リ
。
新
院
、
此
ヲ
リ
ヲ
ヱ
テ
、「
我
身
コ
ソ
位
ニ
不
レ
被
レ
付
ト
モ
、

重
仁
親
王
ハ
、
今
度
ハ
位
ニ
ハ
遁
ジ
物
ヲ
」ト
待
ウ
ケ
サ
セ
給
ケ
リ
。
天

下
ノ
諸
人
モ
カ
ク
思
ケ
ル
所
ニ
、
ヲ
モ
ヒ
ノ
外
ナ
ル
美
福
門
院
ノ
御
計
デ
、

後
白
河
院
ノ
四
宮
ト
テ
ウ
チ
コ
メ
ラ
レ
テ
渡
ラ
セ
給
シ
ヲ
、
位
ニ
付
奉
セ

給
。
高
キ
モ
賤
モ
、
誠
ノ
親
ナ
ラ
ヌ
御
隔
ニ
テ
、
女
院
角
被
二
思
食
一
ケ

ル
。
新
院
ト
ハ
一
ツ
御
腹
ニ
テ
ワ
タ
ラ
セ
給
シ
カ
ド
モ
、
女
院
モ
テ
ナ
シ

奉
リ
、
法
皇
ニ
モ
内
々
コ
シ
ラ
ヘ
申
サ
セ
給
ケ
ル
ト
ゾ
ウ
ケ
給
ル
。
是
ニ

ヨ
リ
、
新
院
御
恨
一
入
ゾ
マ
サ
ラ
セ
給
ゾ
理
ナ
ル
。

（
上
巻「
後
白
河
院
御
即
位
ノ
事
」六
頁
）

こ
こ
で〈
理
〉と
さ
れ
て
い
る
の
は
崇
徳
院
が
恨
み
を
募
ら
せ
る
こ
と
で
あ
る
。
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崇
徳
院
が
元
々
抱
い
て
い
た
恨
み
は
引
用
箇
所
の
前
の
部
分
で
語
ら
れ
る
。

去
ル
保
延
五
年
五
月
十
八
日
、
美
福
門
院
、
イ
マ
ダ
女
御
殿
ト
申
シ
御
腹

ニ
、
近
衛
院
御
誕
生
ア
リ
シ
カ
バ
、
上
皇
殊
ニ
悦
ビ
ヲ
ボ
シ
メ
シ
キ
。
ヰ

ツ
シ
カ
同
年
八
月
十
七
日
、
春
宮
ニ
立
奉
セ
給
テ
、
永
治
元
年
十
二
月
七

日
、
三
歳
ニ
テ
御
即
位
ア
リ
。
先
帝
ヲ
バ
、
今
ハ
新
院
ト
ゾ
申
ス
。
上
皇

ヲ
バ
、
一
院
ト
申
ス
。
先
帝
コ
ト
ナ
ル
御
ツ
ヽ
ガ
モ
渡
ラ
セ
給
ハ
ヌ
ニ
、

ヲ
シ
ヲ
ロ
シ
奉
ラ
セ
給
フ
コ
ソ
浅
増
ケ
レ
。
カ
ヽ
リ
ケ
レ
バ
、
御
恨
ノ
ミ

残
ケ
ル
ニ
ヤ
、
一
院
新
院
父
子
ノ
御
名
カ
、
不
快
ト
聞
エ
シ
。
誠
ニ
心
ナ

ラ
ズ
御
位
ヲ
サ
ラ
セ
給
シ
カ
バ
、
ナ
ヲ
返
シ
ツ
ク
ベ
キ
御
志
モ
ヤ
マ
シ

〳
〵
ケ
ン
、
又
、
新
院
ノ
一
宮
重
仁
親
王
ヲ
位
ニ
付
奉
ラ
セ
給
ハ
ン
ト
ヲ

ボ
シ
メ
シ
ケ
ル
ニ
ヤ
、
御
心
中
難
レ
知
。

（
上
巻「
後
白
河
院
御
即
位
ノ
事
」五
頁
）

崇
徳
院
が
抱
い
た
最
初
の
恨
み
の
原
因
は
、
近
衛
院
を
即
位
さ
せ
る
た
め
に

不
本
意
な
退
位
を
強
い
ら
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は「
誠
ニ
心
ナ
ラ
ズ
御
位

ヲ
サ
ラ
セ
給
シ
カ
バ
」と
い
う
語
り
か
ら
も
明
ら
か
で
、
崇
徳
院
自
身
が
ま
っ

た
く
納
得
し
て
い
な
い
ま
ま
退
位
を
し
な
け
れ
ば
い
け
な
く
な
っ
た
こ
と
が
察

せ
ら
れ
る
。
崇
徳
院
の
曽
祖
父
・
白
河
院
、
父
・
鳥
羽
院
が
そ
れ
ぞ
れ
院
政
を

行
っ
て
い
た
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
崇
徳
院
も
い
ず
れ
自
分
が
権
力
を
得
て
政
を

行
い
た
い
、
と
思
っ
て
い
た
と
し
て
も
不
思
議
は
無
い
。
現
に
、
謀
反
の
計
画

を
頼
長
に
話
す
場
面
で
は
、
崇
徳
院
自
身
が
以
下
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

新
院
、
左
大
臣
殿
ニ
内
々
被
二
仰
合
一
旨
ネ
ン
ゴ
ロ
也
。「
昔
ヲ
以
テ
今

ヲ
思
ニ
、
天
智
ハ
舒
明
ノ
太
子
也
。
天
皇
ノ
王
子
也
。
其
数
御
座
ケ
レ
共
、

位
ニ
付
ク
。
仁
明
ハ
嵯
峨
ノ
王
胤
、
淳
和
天
皇
ノ
御
子
達
ヲ
閣

さ
し
お
きテ
践
祚
シ

給
フ
。
花
山
ハ
一
条
ニ
先
立
、
三
条
ハ
後
ノ
朱
雀
ニ
ス
ヽ
ミ
タ
マ
ウ
。
先

蹤
是
多
シ
。
我
身
ノ
徳
行
ナ
シ
ト
云
ド
モ
、
十
善
ノ
余
薫
ニ
答
テ
、
先
帝

ノ
太
子
ト
生
レ
、
世
澆
薄
也
ト
云
ド
モ
、
万
乗
ノ
宝
位
ヲ
忝
ス
。
上
皇
ノ

尊
号
ニ
烈
ベ
ク
ハ
、
重
仁
人
数
ノ
内
ニ
可
レ
入
処
ニ
、
数
ノ
外
ナ
ル
文
ニ

モ
武
ニ
モ
ア
ラ
ヌ
四
宮
ニ
位
ヲ
コ
サ
レ
、
父
子
ガ
怨
難
レ
押
カ
リ
ツ
レ
共
、

故
院
、
サ
テ
御
座
ツ
ル
程
ハ
、
ツ
ナ
ガ
ヌ
月
日
ナ
レ
バ
、
二
年
ノ
春
明
ヲ

送
レ
リ
シ
ハ
忍
難
シ
。
今
、
旧
院
昇
霞
ノ
後
ハ
、
ナ
ン
ノ
憚
カ
ア
ル
ベ
キ
。

我
モ
此
時
、
世
ヲ
争
ソ
ワ
ン
事
、
神
慮
ニ
モ
違
ヒ
人
望
ニ
モ
背
カ
ジ
物

ヲ
」ト
仰
ラ
ル
。

（
上
巻「
新
院
御
謀
反
思
シ
召
シ
立
ツ
事
」一
四
～
一
五
頁
）

崇
徳
院
は
天
智
天
皇
な
ど
の
様
々
な
先
例
を
挙
げ
て
、
自
分
の
嫡
流
で
あ
る

重
仁
が
即
位
す
る
こ
と
の
正
当
性
を
説
い
て
い
る
。
崇
徳
院
が「
先
蹤
是
多
シ
」

と
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
天
皇
へ
の
即
位
は
兄
弟
よ
り
も
親
子
が
優
先
さ
れ

て
い
た
よ
う
で
あ
る

（
注
９
）。
ま
た
、「
ヲ
モ
ヒ
ノ
外
ナ
ル
美
福
門
院
ノ
御
計
デ
、
後

白
河
院
ノ
四
宮
ト
テ
ウ
チ
コ
メ
ラ
レ
テ
渡
ラ
セ
給
シ
ヲ
」と
表
現
さ
れ
て
い
る

よ
う
に
、
後
白
河
院
の
即
位
は
予
定
外
の
も
の
だ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
こ
こ
で

崇
徳
院
が
口
に
し
て
い
る
自
身
の
正
当
性
は
、
物
語
中
で
も
認
め
ら
れ
る
べ
き

も
の
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。

物
語
の
展
開
上
、
崇
徳
院
が
抱
い
た
恨
み
に「
理
」が
あ
る
と
さ
れ
、
そ
れ
が

発
端
と
な
っ
て
保
元
の
乱
が
起
こ
っ
て
い
く
こ
と
に
な
る
が
、『
保
元
物
語
』は

「
乱
を
起
こ
し
た
こ
と
」に
つ
い
て
は
ど
う
捉
え
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
が

表
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
部
分
は
本
文
中
に
三
箇
所
見
受
け
ら
れ
る
。

ま
ず
は
乱
の
前
に
お
け
る
世
評
で
あ
る
。

新
院
、
カ
ヽ
ル
御
本
意
ナ
リ
ケ
レ
バ
、
鳥
羽
ノ
田
中
殿
ヲ
出
サ
セ
可
レ
給
由
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思
食
立
セ
給
。
其
比
、
如
何
ニ
ト
ヤ
ラ
ン
、
人
口
様
〳
〵
也
。
貴
賤
上
下
、

何
ト
聞
分
タ
ル
事
ハ
ナ
ケ
レ
共
、
洛
中
ハ
静
ナ
ラ
ズ
。
家
々
ニ
ハ
、
門
戸
ヲ

不
レ
開
シ
テ
、
所
々
ニ
ハ
、
馬
車
ノ
サ
ワ
ガ
シ
ク
、
高
モ
賤
キ
モ
、
資
材
雑

具
ヲ
東
西
南
北
ヘ
ハ
コ
ビ
カ
ク
ス
。「
コ
ハ
何
事
ゾ
ヤ
。
設
新
院
、
国
ヲ
ウ

バ
ヰ
給
共
、
先
院
ノ
御
晏
駕
僅
ニ
十
ケ
日
ノ
内
ニ
、
此
御
企
ヤ
ア
ル
ベ
キ
。

崇
廟
ノ
御
計
、
凡
下
ハ
難
レ
計
事
也
。
一
院
隠
サ
セ
給
ハ
ズ
ハ
、
只
今
カ
ヽ

ル
事
ヤ
ア
ル
ベ
キ
。
雲
上
ニ
ハ
星
ノ
位
シ
ヅ
カ
ニ
、
海
中
ニ
浪
ノ
音
和
也
ツ

ル
御
代
ノ
、
角
切
テ
次
タ
ル
様
ニ
、
サ
ワ
ギ
乱
ル
ヽ
事
ノ
悲
サ
ヨ
」ト
ゾ
歎

キ
ア
ヘ
ル
。

（
同
、
一
五
頁
）

「
洛
中
ハ
静
ナ
ラ
ズ
。
家
々
ニ
ハ
、
門
戸
ヲ
不
レ

開
シ
テ
、
所
々
ニ
ハ
、
馬

車
ノ
サ
ワ
ガ
シ
ク
、
高
モ
賤
キ
モ
、
資
材
雑
具
ヲ
東
西
南
北
ヘ
ハ
コ
ビ
カ
ク

ス
」と
い
う
部
分
が
示
す
よ
う
に
、
不
穏
な
気
配
を
察
知
し
た
人
々
が
避
難
の

準
備
を
始
め
る
様
子
が
こ
の
箇
所
で
は
描
か
れ
て
い
る
。
そ
の
際
に
人
々
は

「
コ
ハ
何
事
ゾ
ヤ
。
設
新
院
、
国
ヲ
ウ
バ
ヰ
給
共
、
先
院
ノ
御
晏
駕
僅
ニ
十
ケ

日
ノ
内
ニ
、
此
御
企
ヤ
ア
ル
ベ
キ
」と
、
鳥
羽
院
が
崩
御
し
て
か
ら
一
〇
日
も

経
た
な
い
内
に
謀
反
の
計
画
を
立
て
た
崇
徳
院（
及
び
頼
長
）を
非
難
し
て
い
る
。

「
崇
廟
ノ
御
計
、
凡
下
ハ
難
レ
計
事
也
」と
い
う
部
分
で
は
、
神
が
決
め
た
こ
と

は
凡
人
に
は
想
像
も
で
き
な
い
こ
と
な
の
だ
か
ら
従
っ
て
お
け
ば
よ
い
、
と
い

う
意
味
に
な
っ
て
い
る
。「
崇
廟
ノ
御
計
」と
は
、
乱
の
原
因
と
な
っ
た
崇
徳
院

の
恨
み
、
特
に
後
白
河
院
の
即
位
を
指
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

崇
徳
院
と
同
様
に
、
重
仁
が
即
位
す
る
と
考
え
て
い
た
市
中
の
人
々
に
と
っ

て
も
、
後
白
河
院
の
即
位
は「
ヲ
モ
ヒ
ノ
外
ナ
ル
」も
の
だ
っ
た
。
だ
が
、
そ
の

後
の
捉
え
方
に
つ
い
て
は
崇
徳
院
と
市
中
の
人
々
で
違
い
が
生
じ
て
い
る
。
崇

徳
院
は
到
底
許
し
難
い
こ
と
と
し
て
一
連
の
出
来
事
を
捉
え
て
お
り
、「
我
モ

此
時
、
世
ヲ
争
ソ
ワ
ン
事
、
神
慮
ニ
モ
違
ヒ
人
望
ニ
モ
背
カ
ジ
物
ヲ
」と
考
え

て
い
る
。
つ
ま
り
、
乱
を
起
こ
す
こ
と
は
神
の
意
向
、
人
望
の
ど
ち
ら
に
も
背

く
も
の
で
は
な
い
、
と
し
て
い
る
。

だ
が
、
実
際
の
市
中
の
人
々
は「
コ
ハ
何
事
ゾ
ヤ
」「
崇
廟
ノ
御
計
、
凡
下
ハ

難
レ
計
事
也
」と
考
え
て
い
る
。
後
白
河
院
の
即
位
は
不
可
解
な
も
の
で
は
あ

る
が
、
そ
れ
は
神
の
意
向
な
の
だ
か
ら
従
う
べ
き
で
、
鳥
羽
院
の
喪
中
に
乱
を

起
こ
す
こ
と
は
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
、
と
い
う
の
が
市
中
の
人
々
の
意
見
で
あ

る
。
そ
の
た
め
、「
神
慮
ニ
モ
違
ヒ
人
望
ニ
モ
背
カ
ジ
物
ヲ
」と
考
え
て
い
る
崇

徳
院
と
は
明
ら
か
に
認
識
が
違
っ
て
い
る
。
人
々
が
乱
を
批
判
的
に
捉
え
て
い

る
、
と
い
う
こ
と
は
、
崇
徳
院
は
少
な
く
と
も
人
望
に
は
背
い
て
し
ま
っ
て
い

る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
当
事
者
で
あ
る
崇
徳
院
と
、
そ
う
で
な
い
市
中
の

人
々
の
認
識
が
違
っ
て
し
ま
う
の
は
や
む
を
え
な
い
こ
と
な
の
か
も
し
れ
な
い
。

だ
が
、
本
来「
治
天
の
君
」と
し
て
君
臨
す
る
べ
き
人
物
が
、
人
々
の
考
え
を
汲

ま
ず
に
私
心
に
走
っ
て
い
る
状
況
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ

る
。
そ
の
た
め
、
こ
の
引
用
部
か
ら
は
崇
徳
院
が
乱
を
起
こ
し
た
こ
と
に
つ
い

て
は
認
め
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
、
と
い
う『
保
元
物
語
』の
指
向
が
表
れ

て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

次
に
、
鳥
羽
院
の
初
七
日
か
ら
語
ら
れ
る
場
面
で
あ
る
。

鳥
羽
殿
ニ
ハ
、
一
院
隠
サ
セ
給
テ
、
今
日
初
七
日
ニ
成
ケ
レ
バ
、「
御
仏

事
可
レ
被
レ
行
」ト
テ
、
大
夫
史
師
経
ニ
仰
テ
、
鳥
羽
田
中
殿
ニ
テ
御
仏
事

被
レ
行
ケ
ル
ニ
、
新
院
、
一
所
ニ
ワ
タ
ラ
セ
給
ナ
ガ
ラ
、
出
サ
セ
給
ハ
ザ

リ
ケ
レ
バ
、
人
弥
怪
ヲ
ナ
ス
。
剰
京
ヘ
入
セ
可
レ
給
由
、
内
々
被
レ
仰
ケ

レ
バ
、
左
京
大
夫
教
長
申
ケ
ル
、「
旧
院
御
晏
駕
ノ
中
陰
ニ
ハ
、
出
御
ア

ラ
ン
事
、
世
以
弥
怪
ヲ
成
ベ
シ
。
又
、
冥
ノ
知
見
モ
、
争
カ
御
憚
ナ
カ
ル

ベ
キ
」ト
、
頻
ニ
諫
メ
申
サ
レ
ケ
レ
共
、
諫
メ
ニ
モ
カ
ヽ
ワ
ラ
ズ
、
叶
マ
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ジ
ト
ノ
御
気
色
也
ケ
レ
バ
、
教
長
、
思
計
ナ
ク
テ
、
彼
徳
大
寺
ノ
内
大
臣

実
能
ノ
御
宿
所
ヘ
行
向
テ
、「
カ
ヽ
ル
御
計
コ
ソ
候
ヘ
」ト
語
申
ケ
レ
バ
、

内
大
臣
大
ニ
驚
テ
、「
カ
ヽ
ル
事
ヲ
内
々
勧
申
ス
人
ニ
ア
ル
コ
ソ
。
コ
ハ

浅
猿
キ
御
計
哉
。
世
末
ニ
望
ト
申
セ
共
、
サ
ス
ガ
天
子
ノ
御
運
ハ
、
凡
夫

ノ
兎
角
思
ニ
ヨ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
。
伊
勢
太
神
宮
、
正
八
幡
宮
ノ
御
計
也
。
我

国
ハ
、
辺
地
粟
散
ト
云
ヘ
共
、
神
明
統
ヲ
ウ
ケ
テ
、
宗
廟
置
護
給
。
聖
朝
、

先
代
、
皆
弟
也
。
ク
ヤ
シ
ト
思
食
ト
モ
、
位
ヲ
ツ
ギ
、
世
ヲ
取
セ
給
事
、

今
ニ
ハ
ジ
メ
ヌ
事
也
。
サ
レ
バ
御
運
ハ
天
ニ
任
セ
奉
テ
、
若
御
心
ユ
カ
セ

給
ハ
ヌ
事
ナ
ラ
バ
、
ヲ
ソ
ラ
ク
ハ
御
出
家
ナ
ン
ド
モ
ア
リ
テ
、
片
方
ニ
入

籠
テ
ワ
タ
ラ
セ
給
テ
、
一
宮
ノ
御
事
ヲ
コ
ソ
仏
神
三
宝
ニ
モ
祈
申
サ
セ
給

ハ
ヌ
。
就
中
、
父
崩
御
ノ
一
忌
中
陰
ヲ
ス
ゴ
サ
セ
給
ハ
ズ
、
都
ヘ
出
サ
セ

給
ハ
ン
事
、
愚
意
難
レ
及
。『
定
御
後
悔
ア
ラ
ン
ズ
ラ
ン
』ト
、
内
々
御
気

色
ヲ
伺
テ
可
レ
被
二
申
上
一
」ト
計
申
サ
レ
ケ
レ
バ
、
教
長
帰
参
シ
テ
、「
内

大
臣
、『
且
々
、
此
旨
ヲ
洩
奏
セ
ヨ
』ト
被
レ

申
候
」ト
申
上
ケ
レ
バ
、
新

院
被
二
聞
食
一
テ
、「
其
ハ
サ
ル
事
ナ
レ
共
、
我
此
所
ニ
有
テ
ハ
、
一
定
事

ニ
逢
ベ
キ
由
、
女
房
兵
衛
ガ
告
申
。
時
ニ
難
ヲ
ヤ
退
ト
テ
、
出
サ
セ
給
ハ

ン
ト
ハ
思
食
也
。
全
ク
別
ノ
意
趣
ナ
シ
」ト
ゾ
被
レ
仰
ケ
ル
。

（
上
巻「
新
院
御
謀
反
露
顕
幷

調
伏
ノ
事
付
内
府
意
見
ノ
事
」一
九
～
二
一
頁
）

引
用
部
の
冒
頭
で
は
、
鳥
羽
院
の
初
七
日
に
係
る
仏
事
が
行
わ
れ
た
に
も
関

わ
ら
ず
崇
徳
院
が
参
列
し
な
か
っ
た
こ
と
が
語
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
り

人
々
は
い
よ
い
よ
怪
し
み
だ
し
、
左
京
大
夫
教
長
が
崇
徳
院
を
何
度
も
諫
め
た
。

だ
が
、
崇
徳
院
は
聞
き
入
れ
な
か
っ
た
た
め
、
困
っ
た
教
長
は
徳
大
寺
実
能
に

相
談
し
、
実
能
は
そ
の
こ
と
に
驚
く
。

実
能
は
、
天
皇
は
親
子
間
で
継
承
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
崇
徳
院
の

考
え
を
批
判
し
て
い
る
。
こ
の
場
面
で
気
に
な
る
の
は「
ク
ヤ
シ
ト
思
食
ト
モ
、

位
ヲ
ツ
ギ
、
世
ヲ
取
セ
給
事
、
今
ニ
ハ
ジ
メ
ヌ
事
也
」と
い
う
言
い
方
で
、
崇

徳
院
が
抱
い
た
心
情（
恨
み
）を「
ク
ヤ
シ
ト
思
食
ト
モ
」と
推
量
し
て
理
解
を
示

し
て
い
る
。

だ
が
、
実
能
は
兄
弟
間
で
継
承
が
行
わ
れ
る
こ
と
は
崇
徳
院
の
代
が
初
め
て

で
は
な
い
こ
と
を
指
摘
し
、
全
体
的
に
は
崇
徳
院
の
行
動
を
非
難
し
て
い
る
。

兄
弟
間
の
継
承
は
、
崇
徳
院
も「
先
蹤
是
多
シ
」と
言
っ
て
い
る
通
り
、
先
例
が

無
か
っ
た
話
で
は
な
い
。
一
方
で
、
崇
徳
院
が
問
題
に
し
て
い
る
の
は
自
分
が

皇
位
を
追
い
や
ら
れ
、
正
当
な
後
継
者
で
あ
る
は
ず
の
重
仁
が
皇
位
を
継
げ
な

か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
崇
徳
院
と
実
能
は
そ
れ
ぞ
れ
当
事
者
と
第
三
者
、
と
い

う
立
場
で
あ
る
た
め
、
認
識
に
違
い
が
生
じ
て
い
る
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
し

か
し
、
実
能
の
考
え
は
当
事
者
で
は
な
い「
一
般
」の
考
え
で
も
あ
る
。

実
能
の
第
三
者
的
な
価
値
観
は
、「
サ
レ
バ
御
運
ハ
天
ニ
任
セ
奉
テ
、
若
御

心
ユ
カ
セ
給
ハ
ヌ
事
ナ
ラ
バ
、
ヲ
ソ
ラ
ク
ハ
御
出
家
ナ
ン
ド
モ
ア
リ
テ
、
片
方

ニ
入
籠
テ
ワ
タ
ラ
セ
給
テ
、
一
宮
ノ
御
事
ヲ
コ
ソ
仏
神
三
宝
ニ
モ
祈
申
サ
セ
給

ハ
ヌ
」と
い
う
発
言
か
ら
も
う
か
が
え
る
。
崇
徳
院
に
は
、
本
来
天
皇
と
し
て

政
治
を
掌
握
す
る
立
場
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
の
座
を
追
わ
れ
て
次
に
権
力
を
得

る
機
会
を
待
っ
て
い
た
背
景
が
あ
る
。
そ
の
視
点
か
ら
み
れ
ば
、
崇
徳
院
が
実

権
を
握
る
前
に
出
家
を
し
て
重
仁
の
無
事
を
願
う
、
と
い
う
考
え
は
生
ま
れ
な

い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
実
能
の
こ
の
発
言
は
、
あ
く
ま
で
も
第
三
者
的
立

場
か
ら
の
も
の
で
、
崇
徳
院
の
立
場
に
寄
っ
た
も
の
で
あ
る
と
は
い
え
な
い
。

だ
が
、
注
意
し
て
お
き
た
い
の
は「
鳥
羽
殿
ニ
ハ
、
一
院
隠
サ
セ
給
テ
、
今

日
初
七
日
ニ
成
ケ
レ
バ
」「
就
中
、
父
崩
御
ノ
一
忌
中
陰
ヲ
ス
ゴ
サ
セ
給
ハ
ズ
、

都
ヘ
出
サ
セ
給
ハ
ン
事
、
愚
意
難
レ
及
」と
い
う
部
分
で
あ
る
。
都
の
不
穏
な

空
気
を
感
じ
取
っ
た
市
中
の
人
々
が
避
難
を
始
め
る
場
面
で
も
、
鳥
羽
院
の
喪

中
に
謀
反
を
起
こ
す
こ
と
に
つ
い
て
否
定
的
に
語
ら
れ
て
い
る
箇
所
が
あ
っ
た
。

今
回
の
引
用
部
で
も
鳥
羽
院
の
喪
中
に
つ
い
て
は
繰
り
返
し
触
れ
ら
れ
て
お
り
、
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特
に
実
能
は「
愚
意
難
レ
及
」と
、
自
分
に
は
無
い
考
え
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と

を
述
べ
て
批
判
し
て
い
る
。
ま
た
、
教
長
が
実
能
の
元
に
向
か
っ
た
の
も
、
崇

徳
院
が
鳥
羽
院
崩
御
に
係
る
仏
事
に
参
加
せ
ず
に
人
々
か
ら
騒
ぎ
立
て
ら
れ
た

こ
と
が
原
因
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
、
崇
徳
院
が
鳥
羽
院
の

喪
中
を
重
ん
じ
な
い
こ
と
は
非
難
さ
れ
る
べ
き
こ
と
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

実
能
は
崇
徳
院
の
恨
み
に
対
し
て
一
定
の
理
解
を
示
す
こ
と
は
行
っ
て
い
る
。

こ
れ
は『
保
元
物
語
』の
語
り
手
も
同
様
で
、〈
理
〉を
用
い
て
崇
徳
院
の
心
情
に

寄
り
添
っ
て
い
る
。
だ
が
、
鳥
羽
院
の
喪
中
を
重
ん
じ
ず
に
謀
反
を
起
こ
そ
う

と
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
第
三
者
的
立
場
の
人
間（
実
能
）か
ら
繰
り
返
し
語
ら

せ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
語
り
手
は
鳥
羽
院
の
喪
中
を
重
ん
じ
な
い
こ
と

に
つ
い
て
は
批
判
的
な
立
場
を
と
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
が

考
え
ら
れ
る
。

最
後
に
、
鳥
羽
院
の
旧
臣
た
ち
の
会
話
の
場
面
で
あ
る
。

「
公
卿
殿
上
人
ヲ
催
サ
ン
ニ
、
不
レ
参
者
ヲ
皆
死
罪
ニ
可
レ
行
」ト
左
府
被

レ

議
ル
ナ
レ
バ
、
我
等
ト
テ
モ
、
其
罪
可
レ

遁
ト
モ
覚
エ
ズ
。
又
、「
内

裏
ヲ
セ
メ
、
京
中
ヲ
焼
払
ハ
ル
ベ
シ
」ト
聞
エ
ケ
ル
。
一
院
隠
サ
セ
給
テ
、

僅
十
ヶ
日
中
ニ
、
カ
ヽ
ル
事
ノ
出
キ
ヌ
ル
事
コ
ソ
浅
猿
ケ
レ
。

（
上
巻「
将
軍
塚
鳴
動
幷

彗
星
出
ヅ
ル
事
」三
四
頁
）

こ
こ
で
の「
我
等
」と
は
、
鳥
羽
院
の
旧
臣
で
あ
る
左
大
将
公
教
、
藤
宰
相
光

頼
、
左
少
弁
顕
時
を
指
す
。
彼
ら
は
鳥
羽
院
の
喪
に
服
す
た
め
に
鳥
羽
殿
に
参

上
し
て
籠
っ
て
い
た
。
そ
の
時
の
会
話
に
よ
れ
ば
、
崇
徳
院
方
に
参
集
し
な
い

公
卿
殿
上
人
は
全
員
死
罪
に
す
る
、
と
頼
長
が
決
め
た
と
い
う
。
鳥
羽
院
の
旧

臣
で
あ
る
三
人
は
そ
の
言
葉
を
聞
い
て
怯
え
て
い
る
様
子
が
こ
こ
で
は
描
か
れ

て
い
る
が
、
そ
の
評
語
部
分
は
語
り
手
に
よ
っ
て
、「
一
院
隠
サ
セ
給
テ
、
僅

十
ヶ
日
中
ニ
、
カ
ヽ
ル
事
ノ
出
キ
ヌ
ル
事
コ
ソ
浅
猿
ケ
レ
」と
結
ば
れ
て
い
る
。

鳥
羽
院
が
崩
御
し
て
わ
ず
か
一
〇
日
し
か
経
っ
て
い
な
い
の
に
、
こ
の
よ
う
な

噂
が
立
つ
こ
と
が
嘆
か
わ
し
い
、
と
い
う
内
容
で
あ
る
。
第
三
者
的
立
場
の
人

間（
市
中
の
人
々
、
実
能
）と
し
て
の
、
批
判
的
な
言
葉
は
鳥
羽
院
の
喪
に
服
さ

ず
に
謀
反
を
起
こ
す
崇
徳
院
に
対
し
て
は
こ
れ
ま
で
に
も
見
受
け
ら
れ
た
。
だ

が
、
語
り
手
の
言
葉
と
し
て
鳥
羽
院
の
喪
に
服
さ
な
い
こ
と
へ
の
言
及
や
、
そ

れ
へ
の
批
判
的
な
表
現
が
あ
る
の
は
こ
の
部
分
が
初
め
て
で
あ
る
。
特
に
、
死

罪
に
関
す
る
噂
等
の
話
を
し
て
い
る
の
が
鳥
羽
院
の
喪
に
服
し
て
い
る
最
中
の

旧
臣
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に
注
意
し
た
い
。
作
中
で
示
さ
れ
て
い
る
価
値
観

に
照
ら
し
合
わ
せ
て
み
れ
ば
、
鳥
羽
院
の
喪
中
に
も
関
わ
ら
ず
謀
反
を
起
こ
し

た
崇
徳
院
と
、
鳥
羽
院
の
旧
臣
た
ち
は
対
照
的
な
関
係
だ
と
い
え
る
。

鳥
羽
院
の
喪
中
に
こ
の
よ
う
な
噂
が
立
つ
こ
と
を
語
り
手
は「
浅
猿
ケ
レ
」と

述
べ
て
お
り
、
こ
こ
で
や
っ
と
語
り
手
の
ス
タ
ン
ス
が
明
示
さ
れ
て
い
る
よ
う

に
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
鳥
羽
院
の
喪
に
服
す
こ
と
は『
保
元
物
語
』の
価
値
観

と
し
て
は
絶
対
的
に
肯
定
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
に
反
す
る
こ
と
は

あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
そ
の
考
え
は『
保
元
物
語
』の
作
中
に
お
い
て
、
鳥
羽
院

の
喪
を
重
視
し
な
い
崇
徳
院
が
、
人
心
を
理
解
せ
ず
に
私
心
に
走
っ
て
し
ま
う

描
写
と
し
て
表
れ
て
い
る
。
崇
徳
院
が
抱
い
た
恨
み
は〈
理
〉と
認
め
な
が
ら
も
、

喪
に
服
さ
ず
に
乱
を
起
こ
し
た
こ
と
に
つ
い
て
は
否
定
的
な
立
場
を
と
っ
て
非

難
し
て
い
る
、
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

④
勝
敗
の
分
け
目

抑
、
今
度
合
戦
破
ヌ
ル
事
、
王
事
不
レ
危
、
忝
ク
神
明
ノ
御
計
ト
覚
タ
リ
。

公
家
殊
御
祈
念
深
テ
、
日
吉
社
ニ
真
筆
御
願
書
ヲ
七
条
ノ
座
主
ノ
宮
ヘ
奉

リ
給
ケ
レ
バ
、
座
主
御
願
書
ヲ
神
殿
ニ
籠
テ
、
肝
胆
ヲ
砕
キ
祈
請
シ
申
サ
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セ
給
ケ
ル
験
ニ
ヤ
、
為
義
、
忠
正
ガ
子
共
、
命
ヲ
惜
共
見
ヘ
ザ
リ
ケ
レ
共
、

山
王
ノ
御
計
ニ
ヤ
、
無
レ
程
敵
ヲ
タ
イ
ラ
ゲ
ラ
レ
ン
事
、
法
験
モ
目
出
ク

王
威
モ
威
シ
。
サ
レ
バ
昔
シ
将
門
ガ
東
八
ケ
剋
ヲ
打
取
テ
、
都
ヘ
責
上
ル

ト
聞
シ
カ
バ
、
竜
顔
色
ヲ
失
、
人
臣
悉
騒
テ
、
諸
寺
諸
社
ニ
テ
是
ヲ
調
伏

セ
シ
カ
共
、
其
験
無
リ
シ
ニ
、
延
暦
寺
ノ
座
主
法
性
坊
尊
意
僧
正
宣
旨
ヲ

蒙
テ
、
講
堂
ニ
シ
テ
不
動
ヲ
安
置
シ
テ
、
鎮
護
国
家
ノ
法
ヲ
修
セ
ラ
レ
シ

ニ
、
将
門
弓
箭
ヲ
帯
シ
テ
炉
壇
ノ
炎
ノ
中
ニ
影
ハ
ル
ト
見
テ
、
無
レ
程
被

レ
打
キ
。
両
座
主
祈
念
答
テ
、
二
代
ヲ
護
奉
。
目
出
事
也
。
サ
レ
バ
ニ
ヤ

惣
持
院
ヲ
バ
鎮
護
国
家
ノ
道
場
ト
申
ス
モ
理
哉
。

（
中
巻「
朝
敵
ノ
宿
所
焼
キ
払
フ
事
」七
六
～
七
七
頁
）

「
抑
、
今
度
合
戦
破
ヌ
ル
事
」と
い
う
本
文
か
ら
は
じ
ま
る
④
の
引
用
部
は
、

主
語
が「
新
院（
崇
徳
院
）」「
左
大
臣（
頼
長
）」と
は
な
っ
て
い
な
い
。
だ
が
、
保

元
の
乱
で
崇
徳
院
方
が
敗
れ
た
理
由
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で

あ
る
。
そ
の
た
め
、
こ
の
場
面
の
語
り
手
の
視
点
は
崇
徳
院
方
に
あ
る
こ
と
が

わ
か
る
。

そ
の
内
容
は「
王
事
不
レ
危
、
忝
ク
神
明
ノ
御
計
ト
覚
タ
リ
」と
い
う
も
の
で
、

神
が
敗
北
す
る
よ
う
に
計
画
し
た
た
め
に
崇
徳
院
方
は
負
け
た
の
だ
、
と
語
ら

れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
後
白
河
院
方
に
は
神
の
加
護
が
あ
っ
た
、
と
い
う
こ
と

に
な
る
。
そ
の
理
由
に
つ
い
て
は「
公
家
殊
御
祈
念
深
テ
」以
下
で
語
ら
れ
て
お

り
、
後
白
河
院
が
熱
心
に
祈
念
し
た
こ
と
、
そ
の
願
書
を
七
条（
天
台
宗
）の
座

主
・
最
雲
が
肝
胆
を
砕
い
て
祈
請
し
た
こ
と
の
証
で
あ
る
、
と
述
べ
ら
れ
て
い

る
。
続
く
将
門
の
故
事
で
は
、
延
暦
寺
の
座
主
・
法
性
坊
尊
意
僧
正
が
宣
旨
を

承
っ
て
不
動
明
王
を
講
堂
に
安
置
、
鎮
護
国
家
の
法
を
修
す
る
と
将
門
が
追
討

さ
れ
た
こ
と
が
語
ら
れ
る
。「
両
座
主
祈
念
答
テ
、
二
代
ヲ
護
奉
」と
い
う
の
は
、

保
元
の
乱
の
最
雲
と
後
白
河
院
、
将
門
の
乱
の
尊
意
と
朱
雀
院
を
指
す

）
（注

（
注

。
語
り

手
は
そ
れ
を「
目
出
事
也
」と
寿
ぎ
、
だ
か
ら
こ
そ
惣
持
院
）
（（

（
注

（
延
暦
寺
の
一
院
）を

鎮
護
国
家
の
道
場
と
呼
ぶ
の
も〈
理
〉と
結
ん
で
い
る
。

こ
こ
で
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
、
後
白
河
院
が
信
心
深
か
っ
た

た
め
に
神
の
加
護
を
得
る
こ
と
が
で
き
、
反
対
に
そ
う
で
は
な
か
っ
た
崇
徳
院

が
敗
北
す
る
結
果
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
が
考
え

ら
れ
る
。
崇
徳
院
が
信
心
深
か
っ
た
か
、
そ
う
で
な
い
か
は
描
写
が
無
い
た
め

不
明
で
あ
る
が
、
神
の
加
護
を
得
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ

る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、「
王
事
不
レ
危
、
忝
ク
神
明
ノ
御
計
ト
覚

タ
リ
」と
い
う
一
文
か
ら
み
て
、
そ
も
そ
も
崇
徳
院
に
勝
ち
目
は
一
切
無
か
っ

た
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

「
神
明
ノ
御
計
」と
ほ
ぼ
同
じ
意
味
だ
と
考
え
ら
れ
る
言
葉
と
し
て
、
乱
が
始

ま
る
前
に
人
々
が
避
難
し
て
い
る
際
の
会
話
で
み
ら
れ
た「
崇
廟
ノ
御
計
、
凡

下
ハ
難
レ
計
事
也
」が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
こ
で
の「
崇
廟
ノ
御
計
」は
後
白
河
院

が
即
位
し
た
こ
と
で
、
崇
徳
院
が
恨
み
を
抱
く
原
因
に
な
っ
た
出
来
事
で
あ
る
。

そ
の
た
め
、
崇
徳
院
自
身
が
皇
位
か
ら
退
け
ら
れ
、
後
白
河
院
が
即
位
し
た
こ

と
で
重
仁
を
天
皇
に
し
て
実
権
を
握
る
機
会
を
絶
た
れ
た
こ
と
は
神
の
意
志
に

よ
る
も
の
だ
っ
た
、
と
わ
か
る
。

ま
た
、
教
長
か
ら
相
談
を
受
け
た
実
能
は「
サ
レ
バ
御
運
ハ
天
ニ
任
セ
奉
テ
」

と
口
に
し
て
い
た
。
崇
徳
院
が
不
満
を
持
つ
こ
と
は
理
解
で
き
る
が
、
そ
の
経

緯
も
含
め
て
神
の
思
し
召
し
な
の
だ
か
ら
従
う
他
に
無
い
、
と
い
う
意
見
で
あ

る
。
実
能
の
発
言
が
あ
っ
た
時
点
で
は
、
こ
の
言
葉
は
忠
告
程
度
の
意
味
合
い

で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
だ
が
、
崇
徳
院
が「
神
明
ノ
御
計
」に
よ
っ
て
敗
戦
し
た

こ
と
を
考
え
る
と
、「
サ
レ
バ
御
運
ハ
天
ニ
任
セ
奉
テ
」と
い
う
言
葉
が
重
要
な

意
味
を
帯
び
て
く
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
結
果
論
で
は
あ
る
が
、
崇
徳
院

は「
崇
廟
ノ
御
計
」に
よ
る
出
来
事
に
反
感
を
持
っ
て
朝
敵
と
な
り
、「
神
明
ノ

御
計
」に
よ
っ
て
敗
北
す
る
。
そ
の
た
め
、
崇
徳
院
は
神
に
抗
っ
た
人
物
と
な
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っ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
先
、
崇
徳
院
は
流
罪
と
な
っ

て
そ
の
地
で
没
し
、
怨
霊
化
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
れ
を
防
ぐ
た
め
に
は
実

能
の
言
っ
た
よ
う
に「
御
運
ハ
天
ニ
任
セ
」る
し
か
な
か
っ
た
。

だ
が
、
崇
徳
院
の
恨
み
は
も
っ
と
も
な
こ
と
で
、
そ
れ
を
抱
く
こ
と
自
体
は

『
保
元
物
語
』中
で
否
定
さ
れ
て
お
ら
ず
、
語
り
手
か
ら
は〈
理
〉を
用
い
る
こ
と

で
共
感
を
示
さ
れ
、
認
め
ら
れ
て
い
る
。
一
方
で
、
謀
反
と
し
て
保
元
の
乱
を

起
こ
し
た
こ
と
は
神
に
逆
ら
っ
た
、
と
い
う
よ
う
に
見
做
さ
れ
て
い
る
の
だ
と

考
え
ら
れ
る
。
ま
と
め
る
と
、
崇
徳
院
の
敗
因
は
恨
み
を
抱
い
た
こ
と
で
は
な

く
乱
を
起
こ
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
に
あ
り
、
そ
れ
は
神
仏
の
加
護
を
失
う
結
果

に
繋
が
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。

⑤
憔
悴
す
る
崇
徳
院

夜
ニ
入
テ
、
家
弘
親
子
、
新
院
ヲ
肩
ニ
引
懸
奉
テ
、
山
ヨ
リ
出
シ
奉
テ
、

法
勝
寺
ノ
北
浦
ヲ
過
、
北
白
川
ノ
東
光
寺
ノ
辺
ニ
テ
、
光
弘
ガ
知
タ
ル
人

ニ
輿
ヲ
借
テ
乗
セ
奉
リ
、「
何
方
ヘ
カ
仕
ベ
キ
」ト
申
ケ
レ
バ
、「
女
房
阿

波
局
ガ
許
ヘ
」ト
被
レ
仰
ケ
レ
バ
、
二
条
ヲ
西
ヘ
大
宮
マ
デ
仕
。
阿
波
局

ガ
許
ヲ
叩
共
、
門
ヲ
閉
テ
音
モ
セ
ズ
。「
左
京
大
夫
ガ
許
ヘ
」ト
被
レ
仰
ケ

レ
バ
、
其
ヘ
渡
シ
奉
タ
レ
共
、
教
長
卿
モ
、
ケ
サ
合
戦
ノ
庭
ヨ
リ
何
方
ヘ

カ
落
行
ケ
ン
、
残
留
跡
ト
テ
モ
ヲ
ダ
シ
カ
ル
マ
ジ
ケ
レ
バ
、
叩
共
、
門
ヲ

閉
テ
人
モ
無
シ
。「
少
輔
内
侍
ノ
許
ヘ
」ト
被
レ
仰
ケ
レ
共
、
ソ
コ
モ
人
モ

ナ
シ
。
五
畿
七
道
広
シ
ト
コ
ソ
思
食
然
共
、
今
ハ
東
西
南
北
塞
テ
、
御
幸

ナ
ル
ベ
キ
方
モ
ナ
シ
。「
コ
ハ
悲
事
哉
。
立
宿
ベ
キ
方
モ
、
今
ハ
無
身
ト

成
ヌ
ル
事
ヨ
」ト
被
レ
仰
、
御
心
ヨ
ワ
ゲ
ニ
見
ヘ
サ
セ
給
ゾ
理
ナ
ル
。

（
中
巻「
新
院
御
出
家
ノ
事
」七
七
頁
）

⑥
体
力
の
限
界
が
訪
れ
る
崇
徳
院

知
足
院
ノ
方
ヘ
渡
シ
奉
テ
ン
ゲ
ル
ガ
、
知
ヌ
僧
坊
ヘ
舁
入
奉
ヌ
。
軈
テ
ソ

コ
デ
平
臥
サ
セ
給
。
山
中
ニ
テ
水
ヲ
キ
コ
シ
食
ツ
ル
外
ハ
、
夜
部
ヨ
リ
今

マ
デ
何
ニ
モ
進
ネ
バ
、
御
身
ノ
ヨ
ハ
ラ
セ
給
モ
理
也
。

（
中
巻「
新
院
御
出
家
ノ
事
」七
八
頁
）

⑤
⑥
は
、
敗
走
途
中
に
崇
徳
院
が
衰
弱
し
て
い
く
様
子
を
描
い
た
箇
所
で
あ

る
。
⑤
⑥
は
同
一
の
場
面
の
本
文
で
あ
り
、
間
に
は
従
者
で
あ
る
家
弘
と
光
弘

の
会
話
が
挟
ま
れ
て
い
る

）
（注

（
注

。
そ
の
た
め〈
理
〉が
み
ら
れ
る
他
の
場
面
と
は
違
っ

て
、
き
わ
め
て
短
い
間
隔
で〈
理
〉が
用
い
ら
れ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

ま
ず
⑤
で
あ
る
が
、
身
を
休
め
る
こ
と
が
で
き
る
場
所
を
探
し
求
め
、
崇
徳

院
一
行
は
阿
波
局
、
左
京
大
夫
教
長
、
少
輔
内
侍
の
元
を
訪
ね
る
。
だ
が
、
返

事
が
無
く
留
守
で
あ
る
よ
う
な
の
で
、
一
行
は
途
方
に
暮
れ
る
。
そ
の
際
に
崇

徳
院
は「
コ
ハ
悲
事
哉
。
立
宿
ベ
キ
方
モ
、
今
ハ
無
身
ト
成
ヌ
ル
事
ヨ
」と
、
自

ら
が
置
か
れ
た
現
在
の
境
遇
を
嘆
く
よ
う
な
言
葉
を
発
す
る
。
そ
の
よ
う
な
崇

徳
院
を
、
語
り
手
は「
御
心
ヨ
ワ
ゲ
ニ
見
ヘ
」と
語
り
、
そ
れ
も
も
っ
と
も
で
あ

る
、
と
評
す
る
。

続
く
⑥
は
、
行
く
あ
て
の
無
い
一
行
が
辿
り
着
い
た
、
知
足
院
の
よ
く
知
ら

な
い
僧
房
で
の
出
来
事
で
あ
る
。
到
着
後
、
崇
徳
院
は
す
ぐ
に
横
た
わ
っ
た
の

だ
が
、
そ
れ
は「
山
中
ニ
テ
水
ヲ
キ
コ
シ
食
ツ
ル
外
ハ
、
夜
部
ヨ
リ
今
マ
デ
何

ニ
モ
進
ネ
バ
」と
い
う
事
情
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め「
御
身
ノ
ヨ
ハ
ラ

セ
」と
い
う
状
態
に
な
る
の
も〈
理
〉と
結
ば
れ
て
い
る
。

他
の
崇
徳
院
に
関
わ
る〈
理
〉で
あ
る
①
④
、
⑤
⑥
が
違
う
点
を
挙
げ
る
と
す

れ
ば
、
⑤
⑥
は
崇
徳
院
の「
状
態
」に
つ
い
て〈
理
〉と
述
べ
て
い
る
、
と
い
う
点

で
あ
る
。
①
は
崇
徳
院
が
恨
み
を
募
ら
せ
た
と
い
う
事
実
、
④
は
崇
徳
院
の
敗

戦
に
繋
が
っ
た
理
由
を
述
べ
て
い
る〈
理
〉で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

⑤
⑥
の
場
面
で
崇
徳
院
が
置
か
れ
て
い
る
状
況
は
、
一
晩
中
飲
ま
ず
食
わ
ず

12



し
て〈
理
〉と
語
ら
れ
て
い
る
か
ら
、
と
い
え
る
。

⑤
⑥
の
例
か
ら
考
え
ら
れ
る
こ
と
は
、
物
語
が
進
行
す
る
に
つ
れ
て〈
理
〉と

〈
哀
〉の
用
法
の
差
が
曖
昧
に
な
っ
て
き
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、〈
理
〉で
な
く
て
は
い
け
な
い
場
面
と
い
う
も
の
が

中
巻
、
下
巻
、
と
な
っ
て
い
く
に
つ
れ
て
減
少
し
、〈
哀
〉に
置
き
換
え
て
も
意

味
が
通
じ
る
場
面
が
増
え
て
く
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ

の
点
に
関
し
て
は
、
本
稿
の
結
論
に
お
い
て
再
度
触
れ
る
こ
と
と
す
る
。

三
、
頼
長
に
関
わ
る
〈
理
〉

②
乱
を
前
に
し
て
慌
て
騒
ぐ
人
々
の
様
子

（
頼
長
に
為
朝
が
夜
討
ち
を
提
案
す
る
が
却
下
さ
れ
て
）御
前
ヲ
立
テ
歩
出
ト
テ
、「
夜

ノ
明
ケ
ン
ヲ
待
セ
給
ハ
ン
事
、
御
方
ノ
軍
兵
ノ
カ
サ
ヲ
敵
ニ
見
セ
サ
セ
給

ハ
ン
タ
メ
カ
。
軍
セ
ン
事
、
如
何
ア
ラ
ン
ズ
ラ
ン
。
義
朝
ハ
合
戦
ノ
道
、

奥
義
ヲ
極
タ
リ
。
明
日
マ
デ
ノ
バ
サ
バ
コ
ソ
、
信
実
、
玄
実
ヲ
モ
マ
タ
セ

給
ハ
メ
。
悲
哉
、
只
今
敵
ニ
ヲ
ソ
ワ
レ
テ
、
御
方
ノ
兵
ア
ワ
テ
迷
ハ
ン
事

ヨ
」ト
ゾ
ツ
ブ
ヤ
キ
テ
ゾ
出
ケ
ル
。
京
中
ニ
ハ
、
貴
賤
上
下
皆
〳
〵
ノ
ヽ

シ
リ
テ
、「
今
夜
、
合
戦
ア
ル
ベ
シ
。
如
何
ア
ラ
ン
ズ
ラ
ン
」ト
、
サ
ハ
ギ

迷
ケ
ル
モ
理
ナ
リ
。（

上
巻「
新
院
御
所
各
門
々
固
メ
ノ
事
付
軍
評
定
ノ
事
」三
三
～
三
四
頁
）

②
は
崇
徳
院
方
で
行
わ
れ
た
軍
議
の
直
後
の
場
面
で
あ
る
。
頼
長
に
夜
討
ち

を
提
案
し
た
も
の
の
却
下
さ
れ
た
為
朝
は
憤
慨
し
な
が
ら
そ
の
場
を
離
れ
る
。

そ
の
頃
の
京
中
で
は
、
人
々
が「
今
夜
、
合
戦
ア
ル
ベ
シ
」と
騒
ぎ
、
右
往
左
往

し
て
い
た
。
語
り
手
は
そ
れ
に「
理
」が
あ
る
、
と
結
ん
で
い
る
場
面
で
あ
る
。

こ
の
引
用
箇
所
に
お
い
て
重
要
な
部
分
は
、
身
分
を
問
わ
な
い
た
く
さ
ん
の

の
ま
ま
山
中
を
歩
き
回
り
、
縁
の
あ
る
者
た
ち
の
家
を
訪
ね
て
も
誰
も
お
ら
ず
、

よ
く
知
ら
な
い
僧
房
に
や
っ
と
辿
り
着
い
た
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
そ
う
い

っ
た
状
況
を
語
っ
た
上
で
、
崇
徳
院
が
憔
悴
す
る
様
子
や
疲
れ
切
っ
た
姿
を
み

せ
る
こ
と
を
、
語
り
手
は〈
理
〉と
認
め
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
こ
の
場
合
の

〈
理
〉は
た
だ
単
に「
も
っ
と
も
だ
」と
い
う
意
味
の
み
を
示
し
て
い
る
の
で
は
な

く
、
崇
徳
院
に
対
す
る
語
り
手
の
共
感
や
同
情
を
示
す
意
味
合
い
も
強
く
含
ま

れ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

た
と
え
ば
、
⑤
⑥
の〈
理
〉は〈
哀
〉と
置
き
換
え
て
も
意
味
が
通
じ
る
場
面
の

よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
①
は
崇
徳
院
の
恨
み
を「
も
っ
と
も
だ
」

と
認
め
る
必
要
が
あ
る
た
め
に〈
理
〉で
あ
る
必
要
が
あ
り
、
④
も
惣
持
院
が
鎮

護
国
家
の
道
場
で
あ
る
こ
と
を
示
さ
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。
そ
の
た
め
、
④
は

〈
理
〉を
用
い
な
け
れ
ば
意
味
が
通
じ
な
い
。

だ
が
、
⑤
⑥
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
崇
徳
院
が
数
少
な
い
従
者
を
連
れ
て
一
昼

夜
歩
き
回
り
、
頼
る
人
は
無
く
、
や
っ
と
の
こ
と
で
辿
り
着
い
た
の
が
名
も
知

ら
ぬ
僧
房
で
あ
る
。
衰
弱
し
き
っ
た
崇
徳
院
が
そ
こ
で
横
た
わ
る
様
子
と
そ
の

情
景
は
、〈
哀
〉と
い
う
言
葉
を
用
い
ず
と
も「
哀
れ
」な
場
面
で
あ
る
こ
と
を
感

じ
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
読
者
が
な
ぜ
そ
う
思
う
の
か
、
と
い
え
ば
、〈
哀
〉の

代
わ
り
に〈
理
〉が
用
い
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
敗
走
の
状

況
下
で
、
崇
徳
院
が「
御
心
ヨ
ワ
ゲ
ニ
見
ヘ
」る
こ
と
を〈
理
〉、「
御
身
ノ
ヨ
ハ

ラ
セ
」と
い
う
状
態
も〈
理
〉と
述
べ
て
い
る
の
は
語
り
手
で
あ
る
。
崇
徳
院
が

こ
の
よ
う
な
状
態
に
な
る
の
も
も
っ
と
も
で
あ
る
、
と
い
う
認
識
で
語
り
手
が

語
る
か
ら
こ
そ
、
読
者
も
同
じ
よ
う
に
崇
徳
院
が
置
か
れ
た
状
況
と
そ
の
様
子

に
納
得
し
、
崇
徳
院
に
接
近
し
た
状
態
で
物
語
を
み
る
よ
う
に
な
る
。
そ
の
た

め
、
崇
徳
院
に
対
し
て
同
情
や
共
感
を
持
つ
の
だ
と
考
え
ら
れ
、
こ
の
場
合
に

読
者
が
抱
く
感
慨
は
状
況
を
鑑
み
て「
哀
れ
」が
近
く
な
る
。
つ
ま
り
、
⑤
⑥
の

場
面
が「
哀
れ
」な
も
の
だ
、
と
読
者
が
認
識
す
る
の
は
、
崇
徳
院
の
様
子
に
対
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人
々
が「
今
夜
、
合
戦
ア
ル
ベ
シ
」と
、「
今
夜
」合
戦
が
起
こ
る
に
違
い
な
い
、

と
断
定
に
近
い
形
で
述
べ
て
い
る
点
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
な
ぜ
そ
う
考
え

ら
れ
る
の
か
と
い
え
ば
、
こ
の
場
面
の
直
前
に
は
頼
長
が
夜
討
ち
を
行
わ
ず
、

明
日
の
朝
に
戦
を
始
め
る
こ
と
を
決
定
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

「
合
戦
ノ
様
ハ
如
何
ガ
ア
ル
ベ
シ
」ト
左
大
臣
被
レ
仰
ケ
レ
バ
、
為
朝
畏
テ

申
シ
ケ
ル
ハ
、「
幼
少
ヨ
リ
九
国
ニ
居
住
仕
テ
、
大
事
ノ
合
戦
仕
事
廿
余

度
也
。
或
ハ
、
敵
ヲ
オ
ト
ス
ニ
勝
ニ
乗
事
、
先
例
ヲ
思
ニ
、
夜
打
ニ
ハ
シ

カ
ジ
。
ヰ
マ
ダ
天
ノ
明
ザ
ル
前
ニ
、
為
朝
罷
向
テ
、
内
裏
高
松
殿
ニ
押
寄

テ
、
三
方
ニ
火
ヲ
カ
ケ
テ
、
一
方
ヲ
責
メ
ン
ニ
、
火
ヲ
遁
ト
ス
ル
物
ヲ
バ
、

矢
ニ
テ
ヰ
ト
メ
、
矢
ヲ
遁
ト
ス
ル
ヲ
バ
、
火
不
レ
可
レ
免
。
義
朝
バ
カ
リ

コ
ソ
フ
セ
キ
候
ハ
ン
ズ
ラ
メ
。
内
甲
射
テ
射
落
シ
候
ナ
ン
ズ
。
又
、
清
盛

ナ
ン
ド
ガ
ヘ
ロ
〳
〵
矢
ハ
、
何
事
カ
候
ベ
キ
。
行
幸
他
所
ヘ
成
給
ベ
シ
。

其
時
、
鳳
輦
ノ
御
輿
ニ
、
為
朝
矢
ヲ
進
セ
バ
、
ハ
ウ
〳
〵
駕
輿
丁
御
輿
ヲ

捨
テ
進
テ
逃
候
ハ
ン
時
、
此
御
所
ヘ
行
幸
成
進
セ
テ
、
位
ス
ベ
ラ
セ
進
テ
、

只
今
君
ヲ
御
位
ニ
付
ケ
マ
イ
ラ
セ
ン
事
、
御
疑
ア
ル
ベ
カ
ラ
ズ
」ト
、
詞

ヲ
放
チ
申
シ
ケ
レ
バ
、「
為
朝
ガ
計
、
荒
儀
也
。
臆
知
ナ
シ
。
年
ノ
若
ニ

ヨ
ル
。
夜
打
ナ
ン
ド
云
事
ハ
、
十
廿
騎
ノ
私
事
ニ
コ
ソ
ア
レ
、
サ
ス
ガ
主

上
、
上
皇
ノ
国
ヲ
論
ジ
給
ニ
、
夜
打
可
レ
然
ト
モ
不
レ
覚
。
我
身
無
勢
ニ
テ
、

多
勢
ノ
中
ヘ
蒐
入
テ
、
シ
リ
ツ
キ
無
テ
、
入
リ
コ
メ
ラ
レ
ナ
バ
、
如
何
セ

ン
。
今
夜
バ
カ
リ
ハ
相
待
ベ
キ
ゾ
。
南
都
ノ
衆
徒
等
モ
召
事
ア
リ
。
明
日
、

興
福
寺
ノ
信
実
幷
ニ
玄
実
大
将
ニ
テ
、
吉
野
・
遠
津
河
ノ
指
矢
三
町
遠
矢

八
町
ノ
奴
原
相
具
シ
テ
、
千
余
騎
ノ
勢
ニ
テ
参
ル
ナ
ル
ガ
、
今
夜
ハ
宇
治

ノ
富
家
殿
ノ
見
参
ニ
入
テ
、
明
日
辰
時
ニ
是
ヘ
参
。
彼
等
ヲ
相
待
テ
、
静

ニ
高
松
殿
ヘ
罷
向
テ
、
勝
負
可
レ
決
。
又
、
明
日
院
司
ノ
公
卿
殿
上
人
ヲ

可
レ
召
。
メ
サ
ン
ニ
参
ラ
ザ
ラ
ン
輩
ヲ
バ
、
死
罪
ニ
行
ベ
シ
。
頭
ヲ
切
ル

事
、
両
三
人
ニ
及
バ
バ
、
残
ハ
ナ
ド
カ
参
ラ
ザ
ル
ベ
キ
。
為
朝
ハ
夜
程
ハ
、

此
御
所
ヲ
能
々
守
護
シ
奉
レ
」ト
仰
ケ
レ
バ
、（
後
略
、
②
に
続
く
）

（
同
、
三
二
～
三
三
頁
）

右
の
引
用
部
は
、
②
に
至
る
ま
で
の
崇
徳
院
方
の
軍
議
の
場
面
で
あ
る
。
こ

こ
で
、
為
朝
は「
敵
ヲ
オ
ト
ス
ニ
勝
ニ
乗
事
、
先
例
ヲ
思
ニ
、
夜
打
ニ
ハ
シ
カ

ジ
」と
、
自
ら
の
経
験
を
も
と
に
夜
討
ち
を
頼
長
に
提
案
す
る
。
だ
が
、
頼
長

は
そ
の
提
案
を
却
下
す
る
。
そ
れ
は「
夜
打
ナ
ン
ド
云
事
ハ
、
十
廿
騎
ノ
私
事

ニ
コ
ソ
ア
レ
、
サ
ス
ガ
主
上
、
上
皇
ノ
国
ヲ
論
ジ
給
ニ
、
夜
打
可
レ
然
ト
モ
不

レ
覚
」と
い
う
考
え
に
よ
る
も
の
だ
と
さ
れ
て
い
る
。
今
回
の
戦
い
は
皇
族
同

士
の
戦
い
で
あ
る
の
で
、
夜
討
ち
と
い
う「
荒
儀
」を
行
う
こ
と
は
あ
っ
て
は
な

ら
な
い
、
と
頼
長
は
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、
崇
徳
院
方
は
人
数
で
劣
っ
て
い
る

こ
と
に
も
触
れ
、「
明
日
、
興
福
寺
ノ
信
実
幷
ニ
玄
実
大
将
ニ
テ
、
吉
野
・
遠

津
河
ノ
指
矢
三
町
遠
矢
八
町
ノ
奴
原
相
具
シ
テ
、
千
余
騎
ノ
勢
ニ
テ
参
ル
ナ
ル

ガ
、
今
夜
ハ
宇
治
ノ
富
家
殿
ノ
見
参
ニ
入
テ
、
明
日
辰
時
ニ
是
ヘ
参
」と
、
明

日
に
な
れ
ば
僧
兵
た
ち
も
や
っ
て
く
る
の
で
、
そ
れ
ま
で
待
つ
べ
き
だ
、
と
も

言
っ
て
い
る
。
皇
族
同
士
の
争
い
で
あ
る
こ
と
、
人
数
が
揃
う
ま
で
待
つ
こ
と
、

こ
の
二
点
が
、
頼
長
が
夜
討
ち
を
行
わ
な
い
決
断
を
し
た
大
き
な
理
由
で
あ
る
。

結
果
的
に
み
れ
ば
頼
長
の
判
断
は
間
違
っ
て
い
た
、
と
い
え
る
の
だ
が
、
頼

長
が
こ
こ
で
述
べ
た
内
容
は
ま
っ
た
く
筋
が
通
っ
て
い
な
い
わ
け
で
は
な
い
。

一
点
目
の「
夜
打
ナ
ン
ド
云
事
ハ
、
十
廿
騎
ノ
私
事
ニ
コ
ソ
ア
レ
、
サ
ス
ガ
主

上
、
上
皇
ノ
国
ヲ
論
ジ
給
ニ
、
夜
打
可
レ
然
ト
モ
不
レ
覚
」と
い
う
理
由
か
ら
は
、

保
元
の
乱
が
天
皇
と
上
皇
の
国
を
巡
る
争
い
で
あ
る
こ
と
に
間
違
い
は
な
い
こ

と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
ま
た
、
い
く
ら
経
験
が
あ
る
と
は
い
え
、
鎮
西
で
狼
藉
の

限
り
を
尽
く
し
て
い
た
為
朝
が
こ
れ
ま
で
に
行
っ
て
き
た
戦
は
、
今
回
の
戦
い

と
比
較
す
れ
ば「
十
廿
騎
ノ
私
事
」で
あ
る
。
二
点
目
の「
明
日
、
興
福
寺
ノ
信
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実
幷
ニ
玄
実
大
将
ニ
テ
、（
中
略
）明
日
辰
時
ニ
是
ヘ
参
」は
、
人
数
で
劣
っ
て
い

る
味
方
の
事
情
を
考
慮
す
れ
ば
、
僧
兵
の
到
着
を
待
っ
て
お
き
た
い
、
と
考
え

る
の
も
頷
け
る
。

だ
が
、
頼
長
の
決
断
は
す
べ
て
裏
目
に
出
る
こ
と
に
な
り
、
結
果
的
に
み
れ

ば
為
朝
の
考
え
が
正
し
か
っ
た
、
と『
保
元
物
語
』で
は
結
論
付
け
ら
れ
て
い
る
。

為
朝
の
読
み
通
り
、
後
白
河
院
方
で
は
義
朝
が
夜
討
ち
の
提
案
を
し
、
そ
れ
が

受
け
入
れ
ら
れ
て
実
行
に
移
す
こ
と
が
で
き
、
そ
れ
が
勝
利
へ
と
繋
が
っ
て
い

っ
た
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
頼
長
の
考
え
自
体
は
間
違
い
で
は
な
い
も
の
の
、

そ
れ
を
理
由
に
判
断
を
下
し
た
こ
と
は『
保
元
物
語
』に
お
い
て
は
誤
り
だ
っ
た
、

と
い
う
よ
う
に
語
ら
れ
て
い
る
。
頼
長
の
考
え
は
至
極
真
っ
当
で
は
あ
る
も
の

の
、『
保
元
物
語
』は
そ
れ
を
擁
護
し
な
い
。

こ
の
場
面
で
の
頼
長
の
判
断
に
つ
い
て
、
原
水
民
樹
は「
頼
長
の
こ
う
い
っ

た
類
の
智
謀
も
詮
じ
つ
め
れ
ば
貴
族
に
よ
る
机
上
の
空
論
の
域
を
い
く
程
も
出

る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。（
中
略
）頼
長
の
頭
の
中
に
は
中
国
の
史
書
に
描
か
れ

る
い
さ
ゝ
か
現
実
味
を
欠
い
た
大
仰
な
合
戦
が
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
あ
っ
た
の

だ
ろ
う
か

）
（注

（
注

。」「
物
語
は
院
方
敗
北
の
主
因
を
そ
の
立
ち
遅
れ
に
求
め
て
い
る
が
、

そ
の
立
ち
遅
れ
を
招
い
た
も
の
が
他
な
ら
ぬ
頼
長
の
現
実
離
れ
し
た
情
況
判
断

で
あ
っ
て
み
れ
ば
、
頼
長
自
ら
が
敗
因
を
作
っ
た
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
で
あ

ろ
う

）
（注

（
注

」と
述
べ
て
い
る
。
原
水
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
敗
戦
の
原
因
は
頼
長
一

人
に
よ
る
も
の
だ
、
と
い
う
構
図
が『
保
元
物
語
』で
は
と
ら
れ
て
い
る
、
と
い

え
る
。

『
保
元
物
語
』で
は
、
頼
長
が
夜
討
ち
を
却
下
し
た
こ
と
が
結
果
的
に
崇
徳
院

方
を
敗
戦
へ
と
導
い
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。
だ
が
、
軍
議
、
及
び
そ
の
直
後

の
場
面
に
お
い
て
、
既
に
頼
長
の
判
断
が
間
違
っ
た
も
の
だ
と
暗
に
示
さ
れ
て

い
る
部
分
が
既
に
存
在
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
が
②
の
場
面
で
あ
る
。

頼
長
は「
明
日
、
興
福
寺
ノ
信
実
幷
ニ
玄
実
大
将
ニ
テ
、
吉
野
・
遠
津
河
ノ

指
矢
三
町
遠
矢
八
町
ノ
奴
原
相
具
シ
テ
、
千
余
騎
ノ
勢
ニ
テ
参
ル
ナ
ル
ガ
、
今

夜
ハ
宇
治
ノ
富
家
殿
ノ
見
参
ニ
入
テ
、
明
日
辰
時
ニ
是
ヘ
参
」と
述
べ
て
お
り
、

味
方
の
僧
兵
が
到
着
す
る
明
日
ま
で
戦
を
始
め
る
の
を
待
つ
べ
き
だ
、
と
い
う

意
見
で
あ
る
。
ま
た
、
頼
長
は
為
朝
に
対
し
て「
為
朝
ハ
夜
程
ハ
、
此
御
所
ヲ

能
々
守
護
シ
奉
レ
」と
指
示
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
頼
長
は
今
夜
中
に

出
立
す
る
気
が
ま
っ
た
く
無
い
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
要
す
る
に
、
戦
い
が
始

ま
る
の
を
頼
長
は「
明
日
」だ
と
考
え
て
い
る
。

頼
長
と
は
反
対
に
、
夜
討
ち
を
提
案
し
た
為
朝
は
今
夜
中
に
戦
を
始
め
る
べ

き
だ
、
と
い
う
意
見
で
あ
る
。
為
朝
は「
義
朝
ハ
合
戦
ノ
道
、
奥
義
ヲ
極
タ
リ
」

と
、
後
白
河
院
方
の
義
朝
が
戦
の
奥
義
を
極
め
て
い
る
者
だ
と
い
う
こ
と
に
言

及
し
、「
明
日
マ
デ
ノ
バ
サ
バ
コ
ソ
、
信
実
、
玄
実
ヲ
モ
マ
タ
セ
給
ハ
メ
。
悲

哉
、
只
今
敵
ニ
ヲ
ソ
ワ
レ
テ
、
御
方
ノ
兵
ア
ワ
テ
迷
ハ
ン
事
ヨ
」と
も
述
べ
て

い
る
。
つ
ま
り
、
明
日
ま
で
義
朝
が
戦
を
始
め
る
の
を
待
っ
て
く
れ
る
は
ず
が

な
い
、
と
考
え
、
嘆
い
て
い
る
。
同
じ
頃
、
実
際
に
義
朝
は
後
白
河
院
方
で
夜

討
ち
を
提
案
し
て
い
る
た
め
、
為
朝
と
同
じ
よ
う
に
今
夜
中
に
戦
を
始
め
る
べ

き
、
と
い
う
考
え
を
持
っ
て
い
る
。
為
朝
と
義
朝
は
武
士
で
あ
る
の
で
、
頼
長

と
違
う
考
え
を
持
っ
て
い
て
も
不
思
議
で
は
な
い
。

だ
が
、
②
の
場
面
に
お
い
て
、
人
々
が「
今
夜
、
合
戦
ア
ル
ベ
シ
。
如
何
ア

ラ
ン
ズ
ラ
ン
」と
い
う
と
こ
ろ
を
み
る
と
、
戦
に
つ
い
て
の
知
識
が
無
い
よ
う

な
人
々
で
さ
え
も
今
夜
に
戦
が
始
ま
る
、
と
確
信
し
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
え

る
。
頼
長
は
為
朝
の
よ
う
に
実
地
で
身
に
着
け
た
戦
の
経
験
則
は
無
い
が
、
史

書
等
で
得
た
戦
の
知
識（
そ
れ
こ
そ
原
水
が
指
摘
す
る「
貴
族
に
よ
る
机
上
の
空

論
」「
い
さ
ゝ
か
現
実
味
を
欠
い
た
大
仰
な
合
戦
」と
い
う
誤
っ
た
認
識
で
あ
っ

た
と
し
て
も
）を
持
っ
て
い
る
人
間
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
慌
て
騒
ぐ
市
中
の

人
々
よ
り
は
戦
に
つ
い
て
の
知
識
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
う
い
っ
た
前
提
が
あ
り
な
が
ら
、
市
中
の
人
々
で
さ
え
も「
今
夜
、
合
戦
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ア
ル
ベ
シ
」と
考
え
て
い
る
。
こ
こ
ま
で
を
確
認
す
る
と
、
戦
が
起
こ
る
の
は

明
日
で
あ
る
、
と
頼
長
以
外
に
考
え
て
い
る
描
写
が
あ
る
人
間
は
存
在
し
て
い

な
い
。
そ
の
た
め
、『
保
元
物
語
』で
は
唯
一
、
頼
長
だ
け
が
違
う
認
識
を
持
っ

て
い
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
夜
討
ち
を
決
行
し
た
後
白
河
院
方
の
軍
勢
が

押
し
寄
せ
、
崇
徳
院
方
が
混
乱
に
陥
る
場
面
に
お
い
て
も「
御
所
中
、
サ
ハ
ギ

ノ
ヽ
シ
リ
テ
、『
為
朝
ハ
能
計
申
ツ
ル
物
ヲ
』ト
申
合
ケ
レ
共
、
不
レ
及
レ
力
」（
上

巻「
主
上
三
条
殿
ニ
行
幸
ノ
事
付
官
軍
勢
汰
ヘ
ノ
事
」四
〇
頁
）と
い
う
よ
う
に
語
ら
れ
て
い
る
。

「
御
所
中
」と
あ
る
の
で
、
②
の
場
面
よ
り
は
身
分
が
上
の
人
物
の
言
葉
で
あ
る

こ
と
が
想
定
さ
れ
る
が
、
こ
れ
も
特
に
名
前
が
設
定
さ
れ
て
い
な
い
者
た
ち
の

声
と
し
て
、
為
朝
の
発
言
が「
能
計
申
ツ
ル
物
」だ
っ
た
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。

こ
う
い
っ
た
場
面
か
ら
も
、
為
朝
の
主
張
し
た
夜
討
ち
が
勝
敗
に
結
び
つ
き
、

案
を
却
下
し
た
頼
長
の
判
断
が
間
違
っ
て
い
た
、
と
い
う
展
開
に
な
る
こ
と
が

十
分
に
う
か
が
え
る
。

先
述
し
た
よ
う
に
、
頼
長
が
述
べ
た
こ
と
は
当
時
の
価
値
観
で
い
え
ば
間
違

っ
て
い
な
い
。
だ
が
、
時
代
が
変
わ
る
戦
を
描
い
た
物
語
と
し
て
、
従
来
の

「
理
」が
通
用
し
な
く
な
る
様
を『
保
元
物
語
』の
語
り
手
は
描
い
て
い
る
の
だ
と

考
え
ら
れ
る
。
②
の
場
面
で
は
評
語
と
し
て〈
理
〉が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
こ
の

〈
理
〉が
指
し
示
す
内
容
は「
今
夜
、
合
戦
ア
ル
ベ
シ
。
如
何
ア
ラ
ン
ズ
ラ
ン
」と

人
々
が「
サ
ハ
ギ
迷
ケ
ル
」こ
と
で
あ
る
。
そ
の
ま
ま
の
解
釈
で
あ
れ
ば
、
戦
を

前
に
し
て
人
々
が
騒
い
だ
り
右
往
左
往
し
た
り
す
る
こ
と
も
も
っ
と
も
で
あ
る
、

と
い
う
意
味
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。
一
方
で
、
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
戦
が
い

つ
行
わ
れ
る
の
か
、
と
い
う
考
え
方
の
違
い
の
観
点
か
ら
み
れ
ば
、「
今
夜
」合

戦
が
あ
る
こ
と
で
人
々
が
慌
て
騒
ぐ
こ
と
を〈
理
〉と
認
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

夜
討
ち
を
主
張
し
た
為
朝
が
正
し
か
っ
た
こ
と
や
、
今
後
行
わ
れ
る
後
白
河
院

方
に
よ
る
夜
討
ち
の
成
功
、
そ
し
て
頼
長
の
判
断
が
間
違
っ
て
い
た
こ
と
ま
で

を
も
間
接
的
に
示
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
頼
長
の
判
断
が
敗
戦
の

原
因
に
な
っ
て
い
く
と
い
う
こ
と
を
、『
保
元
物
語
』の
語
り
手
は
戦
が
始
ま
る

前
の
段
階
か
ら
既
に
語
っ
て
い
る
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

四
、
源
氏
の
人
々
に
関
わ
る
〈
理
〉

③
義
朝
と
為
朝
の
問
答

大
庭
平
太
、
同
三
郎
、
山
内
須
藤
刑
部
丞
父
子
、
海
老
名
源
八
、
波
多
野

次
郎
等
、
二
百
余
騎
ニ
テ
ゾ
追
タ
リ
ケ
ル
。
宝
荘
厳
院
ノ
西
裏
ニ
テ
、
返

シ
合
テ
戦
ケ
リ
。
下
野
守
、
後
陣
ニ
引
ヘ
テ
、「
此
ヲ
禦
ハ
源
氏
カ
平
氏

カ
。
カ
ウ
申
ハ
、
今
度
ノ
大
将
軍
、
下
野
守
義
朝
」ト
名
乗
ケ
レ
バ
、
取

不
レ

敢
、「
同
氏
筑
紫
八
郎
為
朝
」ト
ゾ
申
ケ
ル
。「
サ
テ
ハ
義
朝
ニ
ハ
、

遥
ノ
弟
ゴ
ザ
ン
ナ
レ
。
何
ニ
、
敵
対
シ
、
兄
ニ
向
テ
弓
引
者
ハ
、
冥
加
ノ

無
ゾ
。
落
ヨ
。
扶
ケ
ン
」ト
申
ケ
レ
バ
、
為
朝
、
カ
ラ
〳
〵
ト
笑
テ
申
ケ

ル
ハ
、「
ヤ
、
殿
、
下
野
殿
、
兄
ニ
向
テ
弓
引
物
ノ
冥
加
ノ
無
ラ
ン
ニ
ハ
、

父
ニ
向
テ
矢
ヲ
放
ツ
者
ハ
何
ニ
」ト
ゾ
申
タ
ル
。
道
理
ナ
レ
バ
、
音
モ
セ

ズ
。

（
中
巻「
白
河
殿
攻
メ
落
ス
事
」五
七
～
五
八
頁
）

③
の
場
面
は
、
合
戦
中
に
相
対
し
た
義
朝
と
為
朝
の
問
答
を
描
い
た
も
の
で

あ
る
。「
此
ヲ
禦
ハ
源
氏
カ
平
氏
カ
。
カ
ウ
申
ハ
、
今
度
ノ
大
将
軍
、
下
野
守

義
朝
」と
し
っ
か
り
と
し
た
名
乗
り
を
上
げ
る
義
朝
に
対
し
て
、
為
朝
は「
取
不

レ
敢
」、「
同
氏
筑
紫
八
郎
為
朝
」と
簡
単
に
名
乗
る
。「
同
氏
」と
言
っ
た
為
朝

に
義
朝
は「
サ
テ
ハ
義
朝
ニ
ハ
、
遥
ノ
弟
ゴ
ザ
ン
ナ
レ
。
何
ニ
、
敵
対
シ
、
兄

ニ
向
テ
弓
引
者
ハ
、
冥
加
ノ
無
ゾ
」と
、
為
朝
が
自
ら
の
弟
で
あ
る
こ
と
を
指

摘
す
る
。
兄
に
向
っ
て
弓
を
引
く
と
神
仏
の
加
護
が
無
く
な
る
の
で
、
こ
こ
は

退
い
た
方
が
よ
い
の
で
は
な
い
か
、
と
義
朝
は
促
す
。
こ
の
点
か
ら
、
義
朝
が
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為
朝
と
戦
う
こ
と
に
対
し
て
あ
ま
り
積
極
的
な
姿
勢
と
い
う
わ
け
で
は
な
さ

そ
う
で
あ
る
。
義
朝
の
言
葉
を
聞
い
た
為
朝
は
そ
れ
を
笑
い
飛
ば
し
な
が
ら
、

「
兄
ニ
向
テ
弓
引
物
ノ
冥
加
ノ
無
ラ
ン
ニ
ハ
、
父
ニ
向
テ
矢
ヲ
放
ツ
者
ハ
何
ニ
」

と
、
義
朝
も
父
で
あ
る
為
義
と
敵
対
し
て
い
る
事
実
を
述
べ
る
。
義
朝
は
為
朝

の
指
摘
に「
理
」が
あ
る
と
感
じ
、
何
も
言
え
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
つ
ま
り
、

為
朝
及
び
為
義
と
戦
う
理
由
が
自
分（
義
朝
）自
身
に
は
無
い
こ
と
に
気
付
く
。

夜
討
ち
を
提
案
し
た
場
面
で
は
提
案
を
却
下
し
た
頼
長
に
面
と
向
か
っ
て
意

見
を
言
う
こ
と
は
し
な
か
っ
た
為
朝
だ
が
、
戦
の
場
面
で
は
こ
の
よ
う
に
相
手

に
言
い
返
す
場
面
が
み
ら
れ
る
。
③
の
他
に
は
以
下
の
箇
所
を
挙
げ
る
こ
と
が

で
き
る
。

去
程
ニ
、
清
盛
、
三
条
ヲ
川
原
ヘ
打
出
デ
、
ス
ヂ
カ
ヘ
ニ
東
川
原
ヘ
打
渡

テ
、
堤
ヲ
上
リ
ニ
寄
セ
ケ
ル
ニ
、
伊
藤
武
者
景
綱
、
五
十
騎
計
ノ
勢
ニ
テ
、

先
陣
ニ
勧
テ
申
ケ
ル
ハ
、「
大
炊
御
門
末
南
ヘ
向
テ
禦
カ
セ
給
ハ
誰
人
ナ

ル
ラ
ン
。
源
氏
カ
、
平
氏
カ
、
党
カ
、
高
家
カ
。
名
乗
給
ヘ
。
承
ラ
ン
。

カ
ウ
申
ハ
、
今
日
ノ
大
将
軍
安
芸
守
殿
ノ
御
内
ニ
、
伊
勢
国
ノ
住
人
旧
市

ノ
伊
藤
武
者
景
綱
、
伊
藤
五
、
伊
藤
六
、
一
番
也
」ト
ゾ
名
乗
ケ
ル
。
筑

紫
八
郎
、「
為
朝
ガ
此
門
ヲ
バ
固
タ
ル
也
。
汝
ハ
、
サ
テ
ハ
合
ヌ
敵
ゴ
サ

ン
ナ
レ
。
平
氏
ノ
郎
等
ナ
ラ
バ
、
引
テ
ノ
キ
給
ヘ
。
汝
ガ
主
ノ
清
盛
ダ
ニ
、

合
ヌ
敵
ト
思
ゾ
ヤ
。
其
故
ハ
、
平
家
モ
王
孫
ト
云
ヘ
共
、
葛
原
天
皇
ノ
末

ニ
テ
、
皇
孫
遥
ニ
隔
タ
リ
、
時
代
久
ク
成
リ
下
レ
リ
。
源
氏
ハ
、
誰
カ
ハ

不
レ
知
、
清
和
天
皇
ノ
苗
裔
ニ
テ
、
為
朝
マ
デ
九
代
ニ
当
レ
リ
。
六
孫
王

ノ
七
代
、
満
仲
ガ
六
代
ノ
後
胤
、
頼
義
ガ
四
代
ノ
孫
、
八
幡
太
郎
義
家
ガ

四
男
、
六
条
判
官
為
義
ガ
八
男
也
。
況
ヤ
、
郎
等
ニ
向
テ
弓
ヲ
引
、
矢
ヲ

放
ニ
不
レ
及
。
景
綱
ナ
ラ
バ
引
退
」ト
ゾ
申
タ
ル
。
其
時
ニ
景
綱
、
大
ニ

笑
テ
申
ケ
ル
ハ
、「
源
平
二
ノ
家
ヲ
朝
家
ニ
召
仕
レ
、
左
右
翅
ニ
テ
、
日

本
国
ノ
両
大
将
也
。
平
氏
ノ
郎
等
ハ
源
氏
ヲ
射
、
源
氏
ノ
郎
等
ハ
平
氏
ヲ

射
ツ
ル
事
、
于い

ま
レ
今に

初
ヌ
事
也
。
互
ニ
不
レ
射
ハ
、
不
レ
可
レ
有
二
合
戦
一
哉
。

同
郎
等
乍
ラ
、
君
ニ
モ
知
レ
進
セ
タ
ル
景
綱
也
。
其
故
ハ
、
鈴
香
山
ノ
強

盗
ノ
張
本
、
小
野
七
郎
生
取
ニ
シ
テ
奉
テ
、
其
恩
賞
ニ
副
将
軍
ノ
宣
旨
ヲ

蒙
リ
シ
景
綱
ナ
リ
。
ヤ
、
殿
、
八
郎
殿
、
平
氏
ノ
郎
等
ノ
射
ル
矢
ハ
、
源

氏
ノ
身
ニ
ハ
立
ヤ
、
不
レ
立
ヤ
、
試
ミ
給
ヘ
」ト
テ
矢
ヲ
放
ツ
。
御
曹
司

ノ
ネ
リ
ツ
バ
ノ
太
刀
ノ
股
寄
ニ
ゾ
射
止
タ
ル
。
五
十
余
騎
ガ
矢
前
ヲ
調
ヘ

テ
放
ツ
矢
ハ
、
一
モ
敵
ニ
立
ザ
リ
ケ
リ
。
為
朝
、
大
ニ
笑
テ
申
ケ
ル
ハ
、

「
汝
ヲ
バ
合
ヌ
敵
ト
モ
人
ト
モ
思
ハ
ズ
。
物
ノ
数
ト
モ
覚
ネ
共
、
ヲ
ノ
レ

ガ
詞
ノ
奇
怪
ナ
レ
バ
、
矢
一
ト
ラ
セ
ン
。
請
取
テ
、
現
世
後
生
ノ
名
聞
ニ

仕
レ
」ト
テ
、
前
細
ノ
中
指
、
打
都
合
テ
、
能
引
テ
放
ツ
。

（
中
巻「
白
河
殿
ヘ
義
朝
夜
討
ニ
寄
セ
ラ
ル
ル
事
」四
六
～
四
八
頁
）

こ
こ
で
は
為
朝
と
伊
藤
景
綱
の
言
葉
戦
い
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
の

為
朝
の
論
点
は
、
桓
武
天
皇
か
ら
何
代
も
経
て
い
る
平
氏
の
郎
等（
景
綱
）は
、

清
和
天
皇
か
ら
数
え
て
わ
ず
か
九
代
目
で
あ
る
為
朝
に
は
釣
り
合
う
相
手
で
は

な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
を
聞
い
た
景
綱
も
負
け
ず
と
言
い
返
し
、

平
氏
と
源
氏
は
昔
か
ら
争
っ
て
き
た
間
柄
で
あ
る
こ
と
、
自
分
は
郎
等
の
身
で

あ
り
な
が
ら
、
過
去
の
功
績
か
ら
天
皇
に
も
名
前
が
知
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
述

べ
、
挑
発
し
て
矢
を
放
つ
。
そ
の
矢
は
為
朝
の
練
鐔
の
股
寄
部
分
に
当
た
っ
た
。

そ
れ
を
受
け
て
為
朝
は
大
声
を
あ
げ
て
笑
い
、
景
綱
を
人
と
も
物
と
も
思
わ
な

い
が
、
そ
の
言
葉
が
聞
き
捨
て
な
ら
な
い
の
で
矢
を
射
て
や
ろ
う
、
と
言
っ
て

射
返
す
。
こ
こ
で
の
為
朝
と
景
綱
の
や
り
と
り
か
ら
は
、
お
互
い
に
相
手
が
自

分
の
敵
で
は
な
い
、
と
言
っ
て
自
分
の
優
位
性
を
主
張
し
つ
つ
、
退
か
せ
よ
う

と
し
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

こ
の
よ
う
な
、
戦
の
最
中
の
言
葉
戦
い
に
つ
い
て
、
佐
伯
真
一
は
為
朝
と
景
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綱
の
場
面
を
例
に
、「
こ
の
場
合
の
為
朝
の
言
葉
な
ど
は
、
つ
り
合
わ
ぬ
敵
を

忌
避
し
て
い
る
と
い
う
よ
り
は
、
一
種
の
言
葉
戦
い
に
よ
っ
て
、
戦
わ
ず
し
て

敵
を
圧
倒
し
よ
う
と
し
て
い
る
と
と
ら
え
う
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か

）
（注

（
注

」と
述

べ
て
い
る
。『
保
元
物
語
』読
者
の
共
通
理
解
と
し
て
、
合
戦
場
面
で
の
為
朝
は

主
人
公
の
よ
う
な
活
躍
を
み
せ
て
い
る
、
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
だ
が
、
本
文

を
み
る
と
実
際
に
為
朝
が
矢
を
射
る
場
面
は
少
な
い
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。
実

際
の
と
こ
ろ
、
為
朝
は
で
き
る
だ
け
矢
を
温
存
し
よ
う
と
し
て
お
り
、
戦
わ
ず

に
相
手
を
退
却
さ
せ
よ
う
と
す
る
の
が
基
本
方
針
の
よ
う
で
あ
る

）
（注

（
注

。
そ
の
分
、

言
葉
で
相
手
の
戦
意
を
喪
失
さ
せ
た
り
、
退
却
を
促
し
り
し
た
り
す
る
必
要
が

あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
為
朝
が
言
い
負
か
さ
れ
る
場
面
は『
保
元
物
語
』

中
に
は
見
ら
れ
ず
、
発
言
の
前
に
は「
大
ニ
笑
テ
」と
い
う
表
現
が
あ
る
た
め
、

む
し
ろ
余
裕
も
感
じ
ら
れ
る
。
そ
の
た
め
、
為
朝
の
強
さ
は
武
力
だ
け
で
は
な

く
、
言
葉
の
力
に
由
来
す
る
も
の
も
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
言
葉
で
も
相
手
に
負
け
な
い
強
さ
を
み
せ
て
い
る
と
考
え
ら

れ
る
為
朝
で
あ
る
が
、
言
葉
戦
い
と
い
う
面
で
は
③
の
場
面
に
お
け
る
義
朝
と

の
問
答
で
最
も
力
を
発
揮
し
て
い
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、「
兄

ニ
向
テ
弓
引
物
ノ
冥
加
ノ
無
ラ
ン
ニ
ハ
、
父
ニ
向
テ
矢
ヲ
放
ツ
者
ハ
何
ニ
」と

言
っ
た
為
朝
に
対
し
て
、
義
朝
は
何
も
言
い
返
せ
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

③
の
場
面
に
お
い
て
、
義
朝
が
言
葉
を
発
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の

は
、
為
朝
の
発
言
に「
理
」が
あ
っ
た
か
ら
だ
と
語
り
手
は
述
べ
て
い
る
。
本
文

の
展
開
上
、「
理
」は
義
朝
が「
何
ニ
、
敵
対
シ
、
兄
ニ
向
テ
弓
引
者
ハ
、
冥
加

ノ
無
ゾ
」と
言
っ
た
こ
と
に
対
し
、
為
朝
が「
兄
ニ
向
テ
弓
引
物
ノ
冥
加
ノ
無
ラ

ン
ニ
ハ
、
父
ニ
向
テ
矢
ヲ
放
ツ
者
ハ
何
ニ
」と
発
言
し
た
こ
と
に
あ
る
。
つ
ま

り
、
為
朝
が
兄
弟
と
戦
う
こ
と
を
咎
め
た
義
朝
は
父
親
と
敵
対
し
て
い
る
状
況

な
の
で
、
為
朝
の
こ
と
を
と
や
か
く
言
え
る
立
場
に
無
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
こ
れ
は
語
り
手
や
読
者
に
と
っ
て
も
納
得
で
き
る
内
容
で
あ
る
と
考
え
ら

れ
る
。
そ
の
中
で
、
為
朝
が
口
に
し
た
言
葉
に
も
っ
と
も「
理
」を
感
じ
て
い
る

と
思
わ
れ
る
の
が
義
朝
で
あ
る
。

義
朝
は
為
朝
に「
落
ヨ
。
扶
ケ
ン
」と
発
言
し
て
お
り
、
降
参
す
る
な
ら
ば
助

け
る
意
思
表
示
を
し
て
い
る
。
ま
た
、「
兄
ニ
向
テ
弓
引
者
ハ
」と
言
葉
に
出
す

と
こ
ろ
か
ら
み
て
も
、
義
朝
が
為
朝
と
戦
う
こ
と
に
積
極
的
な
姿
勢
と
い
う
わ

け
で
は
な
い
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
こ
の
理
由
と
し
て
は
、
そ
も
そ
も
義
朝
が

兄
弟
と
刃
を
交
え
た
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

保
元
の
乱
は
崇
徳
院
と
後
白
河
院
、
頼
長
と
忠
通
、
と
い
う
そ
れ
ぞ
れ
の
兄

弟
の
争
い
が
表
面
化
し
た
出
来
事
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。
背
景
に
は
そ
れ
ぞ

れ
の
親
子
関
係
の
問
題
が
あ
る
も
の
の
、
保
元
の
乱
に
お
け
る
表
立
っ
た
対
立

は
天
皇
家
、
藤
原
摂
関
家
の
兄
弟
に
よ
る
も
の
に
な
っ
て
い
る
。『
保
元
物
語
』

で
は
崇
徳
院
が
後
白
河
院
に
恨
み
を
抱
い
た
理
由
や
、
忠
通
と
頼
長
の
確
執
な

ど
が
語
ら
れ
て
い
る

）
（注

（
注

。
後
白
河
院
方
と
崇
徳
院
方
に
別
れ
て
戦
う
こ
と
に
な
っ

た
義
朝
と
為
朝
も
、
兄
弟
間
の
対
立
が
描
か
れ
て
い
る
と
い
う
意
味
で
は
天
皇

家
、
藤
原
摂
関
家
と
同
じ
で
あ
る
。
だ
が
、
義
朝
と
為
朝
は
も
と
よ
り
、
源
氏

の
家
族
間
で
確
執
が
あ
る
、
と
い
う
話
や
敵
対
し
て
ま
で
戦
う
に
至
っ
た
経
緯

に
つ
い
て
は
一
切
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
。
そ
の
た
め
、『
保
元
物
語
』の
義
朝
に

と
っ
て
は
家
族
間
で
対
立
し
て
戦
わ
な
け
れ
ば
い
け
な
い
必
然
性
が
他
の
二
組

と
比
較
す
れ
ば
無
い
よ
う
に
思
え
る
。

だ
が
、
義
朝
は
戦
う
こ
と
を
選
び
、
家
族
間
で
崇
徳
院
方
、
後
白
河
院
方
に

分
か
れ
て
敵
対
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
戦
が
始
ま
る
前
、
兵
た
ち
の
前
で
義
朝

は
以
下
の
よ
う
に
語
る
。

内
裏
ニ
テ
、
義
朝
、
兵
共
ノ
中
ニ
打
立
テ
、
紅
ノ
扇
ノ
日
出
シ
タ
ル
ヲ
開

キ
ツ
カ
ウ
テ
申
ケ
ル
ハ
、「
我
生
テ
、
此
事
ニ
合
、
身
ノ
幸
也
。
私
ノ
合
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戦
ニ
ハ
、
朝
威
ニ
恐
テ
、
思
様
ニ
モ
振
舞
ハ
ズ
。
今
、
宣
旨
ヲ
蒙
テ
、
朝

敵
ヲ
平
ゲ
、
賞
ニ
預
ラ
ン
事
、
是
家
ノ
面
目
也
。
芸
ヲ
此
時
ニ
ホ
ド
コ
シ
、

命
ヲ
只
今
捨
テ
、
名
ヲ
後
代
ニ
上
、
賞
ヲ
子
孫
ニ
施
ス
ベ
シ
」ト
ゾ
悦
ケ

ル
。

（
上
巻「
主
上
三
条
殿
ニ
行
幸
ノ
事
付
官
軍
勢
汰
ヘ
ノ
事
」三
七
頁
）

こ
の
義
朝
の
言
葉
か
ら
は
、
自
分
が
勲
功
を
あ
げ
れ
ば
そ
れ
が
家（
源
氏
）の

繁
栄
に
繋
が
っ
て
い
く
の
だ
、
と
い
う
考
え
が
読
み
取
れ
る
。
つ
ま
り
、
義
朝

が
戦
う
理
由
は
家
の
た
め
で
あ
り
、
天
皇
家
や
藤
原
摂
関
家
の
よ
う
に
自
分
が

力
を
得
た
い
が
た
め
に
戦
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
ま
た
、「
是
家
ノ
面
目

也
」、「
賞
ヲ
子
孫
ニ
施
ス
ベ
シ
」と
い
う
発
言
か
ら
は
、
家
を
何
と
か
し
て
で

も
存
続
さ
せ
よ
う
、
と
す
る
義
朝
の
強
い
意
志
が
う
か
が
え
る
。
ま
た
、
父
を

殺
し
て
ま
で
得
た
い
も
の
、
つ
ま
り
大
き
な
大
義
を
義
朝
に
語
ら
せ
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
父
と
対
立
し
た
義
朝
を
語
り
手
は
擁
護
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、

義
朝
が
大
事
に
し
て
い
る
の
は
源
氏
と
い
う
家
と
そ
の
存
続
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
背
景
が
あ
る
か
ら
こ
そ
、
為
朝
と
戦
う
こ
と
に
義
朝
は
積
極
的

な
素
振
り
を
み
せ
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
兄
弟
の
中
で
も
一
際
力

を
誇
る
為
朝
と
戦
い
、
万
が
一
彼
を
失
う
結
果
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
し
た
ら

源
氏
の
大
き
な
損
失
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
理
由
も
あ
り
、
義
朝
は
為
朝
に

「
落
ヨ
。
扶
ケ
ン
」と
発
言
し
た
の
だ
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
為
朝
の
発
言
に
義

朝
が〈
理
〉を
感
じ
て
黙
っ
て
し
ま
っ
た
の
は
、
義
朝
自
身
が
家
族
と
戦
っ
て
い

る
、
と
い
う
事
実
を
改
め
て
自
覚
す
る
こ
と
に
な
っ
た
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。言

葉
戦
い
の
中
で
義
朝
が
発
言
し
た「
兄
ニ
向
テ
弓
引
者
ハ
」に
、
為
朝
は

「
父
ニ
向
テ
矢
ヲ
放
ツ
者
ハ
」と
対
抗
し
た
に
過
ぎ
な
い
。
つ
ま
り
、
為
朝
の
発

言
を
生
み
出
し
た
の
は
義
朝
で
あ
る
。「
兄
ニ
向
テ
弓
引
者
ハ
」と
い
う
発
言
は

家
を
大
事
に
し
よ
う
と
す
る
意
識
を
持
っ
て
い
る
義
朝
だ
か
ら
こ
そ
飛
び
出
た

言
葉
で
あ
り
、
為
朝
が
語
っ
た
内
容
に「
理
」を
感
じ
た
の
も
そ
の
所
以
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。
本
来
家
族
と
積
極
的
に
戦
い
た
く
な
か
っ
た
義
朝
で
あ
る
ゆ
え

に
、「
父
ニ
向
テ
矢
ヲ
放
ツ
者
ハ
」と
い
う
言
葉
に「
理
」を
見
出
し
た
と
考
え
ら

れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
義
朝
が
こ
こ
で
自
覚
し
た
親
兄
弟
と
の
敵
対
と
い

う
現
実
は
、
戦
後
に
お
い
て
も
彼
に
重
く
の
し
か
か
っ
て
く
る
こ
と
に
な
る
。

⑦
勲
功
を
求
め
る
義
朝
の
直
訴

義
朝
申
ケ
ル
ハ
、「
今
度
、
勲
功
賞
ニ
ハ
、
卿
相
ノ
位
ニ
昇
共
、
難
ア
ル

ベ
キ
ニ
ア
ラ
ズ
。
此
官
ハ
、
先
祖
多
田
満
仲
法
師
ガ
始
テ
罷
成
テ
候
ケ
レ

バ
、
其
跡
芳
ク
候
ヘ
共
、
本
、
右
馬
助
、
今
、
権
頭
ニ
転
任
、
勲
功
ノ
賞

ト
モ
不
レ
覚
。
更
ニ
無
二
面
目
一
。
朝
敵
ヲ
討
ツ
者
ハ
半
国
ヲ
給
ル
。
其
功
、

世
々
ニ
不
レ
絶
ト
コ
ソ
承
ル
。
父
ヲ
背
キ
、
親
類
ヲ
捨
、
兄
弟
ヲ
離
テ
、

御
方
ニ
参
リ
テ
、
命
ヲ
不
レ
惜
責
戦
。
勅
命
ニ
背
キ
難
ト
云
ヘ
共
、
父
ニ

向
テ
弓
ヲ
引
、
矢
ヲ
放
テ
バ
、
人
ニ
越
タ
ル
不
次
ノ
賞
ヲ
コ
ソ
蒙
候
ベ
キ

ニ
」ト
、
頻
ニ
申
バ
、
道
理
也
ケ
レ
バ
、
隆
季
朝
臣
ノ
左
馬
頭
ナ
リ
シ
ヲ
、

則
左
京
大
夫
ニ
移
シ
テ
、
義
朝
ヲ
左
馬
頭
ニ
ゾ
被
レ
成
ケ
リ
。
サ
テ
コ
ソ

憤
ヲ
休
メ
ケ
ル
。

（
中
巻「
関
白
殿
本
官
ニ
帰
復
シ
給
フ
事
付
武
士
ニ
勧
賞
ヲ
行
ハ
ル
ル
事
」八
一
～
八
二
頁
）

⑦
の
場
面
は
、
氏
の
長
者
に
復
帰
し
た
忠
通
が
、
後
白
河
院
方
に
参
戦
し
た

武
士
に
勧
賞
を
行
っ
た
こ
と
を
語
っ
た
も
の
で
あ
る
。
引
用
部
の
前
に
は
、
清

盛
が
播
磨
守
に
昇
進
、
義
朝
の
他
に
義
康
も
殿
上
を
許
さ
れ
た
こ
と
が
併
せ
て

語
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
場
面
で
は
、
勲
功
に
不
満
を
持
っ
た
義
朝
が
忠
通
に
直
訴
す
る
様
子
が

描
か
れ
て
い
る
。
戦
が
始
ま
る
前
、
義
朝
は
右
馬
助
だ
っ
た
。
そ
れ
が
今
回
の
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戦
功
で
右
馬
権
頭
）
（注

（
注

に
移
り
、
殿
上
人
と
な
っ
た
。
義
朝
は
、
こ
の
勲
功
が
自
分

が
上
げ
た
戦
果
と
釣
り
合
っ
て
い
な
い
、
と
主
張
し
て
い
る
。

義
朝
が
主
張
す
る
、
勲
功
が
見
合
っ
て
い
な
い
と
考
え
る
理
由
は
二
つ
で
あ

る
。
一
つ
目
は「
今
度
、
勲
功
賞
ニ
ハ
、
卿
相
ノ
位
ニ
昇
共
、
難
ア
ル
ベ
キ
ニ

ア
ラ
ズ
。（
中
略
）本
、
右
馬
助
、
今
、
権
頭
ニ
転
任
、
勲
功
ノ
賞
ト
モ
不
レ
覚
」

と
い
う
も
の
で
あ
る
。
今
回
の
自
分
の
戦
果
と
し
て
は
公
卿
に
昇
っ
た
と
し
て

も
不
思
議
で
は
な
く
、
元
々
が
右
馬
助
だ
っ
た
の
だ
か
ら
右
馬
権
頭
に
な
っ
た

と
し
て
も
大
し
た
勲
功
と
は
い
え
な
い
、
と
い
う
内
容
と
な
る
。「
朝
敵
ヲ
討

ツ
者
ハ
半
国
ヲ
給
ル
。
其
功
、
世
々
ニ
不
レ
絶
ト
コ
ソ
承
ル
」と
も
語
っ
て
お
り
、

朝
敵
を
討
っ
た
者
に
は
半
国
が
与
え
ら
れ
て
、
そ
の
功
績
は
後
々
の
世
ま
で
語

り
継
が
れ
る
と
も
聞
い
て
い
る
、
と
述
べ
て
い
る
。

こ
こ
ま
で
の
義
朝
の
言
い
分
の
み
を
み
れ
ば
、
与
え
ら
れ
た
勲
功
に
不
満
が

あ
り
、
更
に
身
分
が
高
い
職
や
領
地
を
要
求
し
て
い
る
よ
う
な
人
物
に
も
捉
え

ら
れ
る
。
義
朝
が
提
案
し
た
夜
討
ち
を
行
っ
た
結
果
、
後
白
河
院
方
は
勝
利
を

収
め
る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
の
功
績
は
称
え
ら
れ
て
然
る
べ
き
も
の
で
、
実
際

に
殿
上
を
許
さ
れ
る
、
と
い
う
勲
功
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。
義
朝
が
与
え
ら
れ

た
官
職
で
あ
る
右
馬
権
頭
は
、
右
馬
助
の
上
、
右
馬
頭
の
下
の
身
分
で
あ
る

）
（注

（
注

。

そ
の
た
め
、
勲
功
で
あ
る
こ
と
を
前
提
に
考
え
れ
ば
、
あ
ま
り
大
き
な
昇
進
で

あ
る
と
は
い
い
づ
ら
い
。
同
時
期
に
勲
功
を
与
え
ら
れ
た
清
盛
が
安
芸
守
か
ら

播
磨
守
と
明
確
に
昇
進
し
て
い
る
こ
と

）
注注

（
注

を
踏
ま
え
れ
ば
、
義
朝
が
微
妙
な
心
境

に
な
る
の
も
無
理
は
無
い
よ
う
に
思
え
る
。

義
朝
が「
朝
敵
ヲ
討
ツ
者
ハ
半
国
ヲ
給
ル
」と
述
べ
て
い
る
点
に
つ
い
て
は
、

崇
徳
院
方
に
勝
利
し
た
、
と
い
う
面
で
み
れ
ば「
朝
敵
ヲ
討
ツ
者
」と
自
身
を
言

う
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
、
厳
密
に
い
え
ば
義
朝
は「
朝
敵
」で

あ
る
崇
徳
院
方
の
目
立
っ
た
人
物
を
討
ち
取
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
そ
の
た
め
、

そ
の
よ
う
な
義
朝
が「
半
国
ヲ
給
ル
」権
利
を
持
つ
人
物
な
の
か
は
疑
問
で
あ
る
。

こ
こ
ま
で
を
ま
と
め
る
と
、
義
朝
が
上
げ
た
戦
果
と
与
え
ら
れ
た
勲
功
が
不

釣
り
合
い
で
、
義
朝
が
求
め
る
勲
功
が
適
切
な
も
の
か
ど
う
か
は
一
概
に
い
え

な
い
。
右
馬
助
か
ら
右
馬
権
頭
と
い
う
昇
進
は
、
清
盛
と
比
較
す
れ
ば
確
か
に

些
細
な
も
の
と
受
け
取
れ
る
。
だ
が
、
戦
が
始
ま
る
前
か
ら
既
に
清
盛
は
殿
上

人
、
安
芸
守
だ
っ
た
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
義
朝
と
同
列
に
語
る
こ
と
は
難
し
い

よ
う
に
思
わ
れ
る
。
今
回
の
戦
で
、
は
じ
め
て
義
朝
は
殿
上
に
上
が
る
こ
と
を

許
さ
れ
た
立
場
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
殿
上
人
と
し
て
戦
を
迎
え
た
清
盛
と
義

朝
が
同
じ
立
場
で
あ
る
と
は
い
え
ず
、
勲
功
に
差
が
生
ま
れ
る
こ
と
は
十
分
に

考
え
ら
れ
る
。
よ
っ
て
、
忠
通
に
義
朝
が
訴
え
た
理
由
の
一
点
目
は
、
一
度
与

え
ら
れ
た
勲
功
を
覆
す
ほ
ど
の
影
響
力
を
そ
れ
ほ
ど
持
っ
て
い
な
い
。

忠
通
が
義
朝
の
右
馬
権
頭
任
官
を
撤
回
し
て
左
馬
頭
に
任
じ
た
の
は
、
義
朝

が
述
べ
た
二
つ
目
の
理
由
が
大
き
く
関
係
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
二
つ

目
の
理
由
は「
父
ヲ
背
キ
、
親
類
ヲ
捨
、
兄
弟
ヲ
離
テ
、
御
方
ニ
参
リ
テ
、
命

ヲ
不
レ
惜
責
戦
。
勅
命
ニ
背
キ
難
ト
云
ヘ
共
、
父
ニ
向
テ
弓
ヲ
引
、
矢
ヲ
放
テ

バ
、
人
ニ
越
タ
ル
不
次
ノ
賞
ヲ
コ
ソ
蒙
候
ベ
キ
ニ
」と
い
う
も
の
で
あ
る
。「
父

ヲ
背
キ
、
親
類
ヲ
捨
、
兄
弟
ヲ
離
テ
、
御
方
ニ
参
リ
テ
、
命
ヲ
不
レ
惜
責
戦
」

と
、
た
た
み
か
け
る
よ
う
に
紡
ぎ
出
さ
れ
る
言
葉
か
ら
は
、
義
朝
が
親
を
捨
て
、

兄
弟
と
も
離
れ
て
、
後
白
河
院
方
に
参
じ
て
命
も
惜
し
ま
ず
戦
っ
た
、
と
い
う

悲
痛
な
覚
悟
の
よ
う
な
も
の
が
読
み
取
れ
る
。
③
の
場
面
で
確
認
し
た
よ
う
に

『
保
元
物
語
』に
お
け
る
本
来
の
義
朝
は
、
源
氏
と
い
う
一
族
の
繋
が
り
を
重
視

し
て
お
り
、
家
族
と
戦
う
こ
と
に
積
極
的
で
は
な
い
人
物
、
と
い
う
よ
う
に
捉

え
ら
れ
る
。
そ
れ
を
表
現
し
て
い
る
の
が「
勅
命
ニ
背
キ
難
ト
云
ヘ
共
」と
い
う

言
葉
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
義
朝
が
家
族
を
捨
て
て
父
で
あ
る
為
義
に
矢
を
放

つ
こ
と
に
な
っ
た
の
は
、
後
白
河
院
方
で
戦
っ
た
の
は「
勅
命
」が
あ
っ
た
か
ら
、

と
い
う
理
由
だ
っ
た
こ
と
を
こ
の
発
言
か
ら
は
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ

の
た
め
、
義
朝
は
家
族
と
直
接
戦
う
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
、
敵
対
す
る
こ
と
も
望
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ん
で
は
い
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
考
え
ら
れ
る
。

だ
が
、「
勅
命
ニ
背
キ
難
ト
云
ヘ
共
、
父
ニ
向
テ
弓
ヲ
引
、
矢
ヲ
放
テ
バ
、

人
ニ
越
タ
ル
不
次
ノ
賞
ヲ
コ
ソ
蒙
候
ベ
キ
ニ
」と
あ
る
よ
う
に
、
義
朝
は
家
族

と
敵
対
し
て
為
義
に
矢
を
放
つ
道
を
選
ん
だ
。
親
兄
弟
を
捨
て
た
、
と
い
う
自

覚
と
認
識
が
、
こ
の
場
面
の
義
朝
か
ら
は
如
実
に
う
か
が
え
る
。
義
朝
に
こ
の

自
覚
が
明
確
に
生
ま
れ
た
の
は
、
③
で
為
朝
に
指
摘
さ
れ
た
時
で
あ
る
と
考
え

ら
れ
る
。
そ
れ
は
為
朝
の
発
言
に「
理
」が
あ
る
と
感
じ
、
黙
っ
て
し
ま
っ
た
こ

と
か
ら
も
明
白
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
⑦
の
場
面
に
お
け
る
義
朝
は
、
親
兄
弟

を
捨
て
て
ま
で
後
白
河
院
方
に
参
戦
し
た
の
に
、
こ
れ
だ
け
の
勲
功
と
は
納
得

が
い
か
な
い
、
と
い
う
気
持
ち
が
溢
れ
て
い
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。

③
の
場
面
の
考
察
に
お
い
て
、
義
朝
が
望
む
も
の
は
源
氏
の
存
続
で
あ
る
と

論
じ
た
。
一
族
の
大
半
が
敗
戦
し
た
崇
徳
院
方
に
属
し
て
い
る
今
、
源
氏
の
存

続
は
義
朝
の
一
手
に
担
わ
さ
れ
て
い
る
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
敗
者
と
し
て
一

族
の
者
た
ち
が
何
ら
か
の
形
で
罰
せ
ら
れ
る
こ
と
は
ほ
ぼ
確
定
事
項
で
あ
り
、

そ
れ
は
義
朝
も
十
分
に
理
解
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
う
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、

勝
者
の
側
に
一
人
属
し
た
自
分
が
そ
れ
な
り
の
勲
功
を
得
な
け
れ
ば
、
一
族
は

衰
退
の
一
途
を
辿
っ
て
し
ま
う
、
と
義
朝
は
考
え
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

こ
こ
ま
で
し
た
の
に
、
と
い
う
義
朝
の
個
人
と
し
て
の
憤
り
も
も
ち
ろ
ん
あ
る

が
、
そ
れ
と
同
時
に
、
一
族
を
担
う
人
物
と
し
て
も
見
合
っ
た
勲
功
を
得
る
こ

と
が
義
朝
に
は
必
要
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
義
朝
は
自
分
の
戦
果
や

前
例
、
自
ら
の
境
遇
な
ど
様
々
な
理
由
を
並
べ
立
て
て
、
忠
通
を
説
得
し
た
の

だ
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
義
朝
の
直
訴
を
聞
い
て
、「
理
」が
あ
る
と
感
じ
た
忠
通
は
一
度
与
え
た

勲
功
を
撤
回
し
、
義
朝
を
左
馬
頭
に
任
ず
る
。
こ
こ
で
忠
通
が
勲
功
を
与
え
直

し
た
の
は
、
源
氏
に
不
満
を
持
た
せ
た
ま
ま
に
す
る
と
ま
た
戦
い
が
起
こ
っ
て

し
ま
う
、
と
い
う
よ
う
な
政
治
的
判
断
も
関
係
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
だ
が
、

そ
れ
以
上
に
忠
通
が
義
朝
の
発
言
に「
理
」が
あ
る
と
考
え
た
こ
と
が
、『
保
元

物
語
』で
は
重
要
だ
と
考
え
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
忠
通
が
氏
の
長

者
に
復
帰
し
た
こ
と
を
語
る
箇
所
の
冒
頭
は「
関
白
殿
、
今
日
氏
ノ
長
者
ニ
成

リ
返
ラ
セ
給
フ
。
久
安
ノ
比
、
悪
左
府
ノ
成
セ
給
シ
御
イ
キ
ド
ヲ
リ
是
也
ケ

リ
」（
中
巻「
関
白
殿
本
官
ニ
帰
復
シ
給
フ
事
付
武
士
ニ
勧
賞
ヲ
行
ハ
ル
ル
事
」八
一
頁
）と
な
っ
て

お
り
、
氏
の
長
者
の
地
位
を
頼
長
に
奪
わ
れ
た
こ
と
に
忠
通
が
憤
り
を
覚
え
て

い
た
こ
と
が
語
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
忠
通
と
頼
長
の
兄
弟
間
の
争
い
は

な
る
べ
く
し
て
生
ま
れ
た
も
の
で
あ
り
、
忠
通
に
は
頼
長
と
戦
わ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
個
人
的
な
理
由
が
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、
親
兄
弟
と
戦
わ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
私
的
な
理
由
が
無
か
っ
た
義
朝
と
の
大
き
な
違
い
で
あ
る
。
義
朝
の
直
訴

を
聞
い
た
忠
通
も
、
こ
の
違
い
に
関
し
て
気
付
い
た
か
ら
こ
そ
義
朝
に「
理
」が

あ
る
、
と
感
じ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
弟
で
あ
る
頼
長
に
憤
り
を
感
じ
て

い
た
忠
通
は
実
際
に
戦
場
に
出
る
こ
と
は
な
く
、
特
に
親
兄
弟
に
対
し
て
不
満

を
抱
い
て
い
た
様
子
が
無
い
義
朝
が
直
接
刃
を
交
え
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
こ

ま
で
し
た
の
に
、
と
い
う
義
朝
の
思
い
を「
理
」と
し
て
感
じ
取
る
こ
と
が
で
き

る
人
物
は
、
兄
弟
と
戦
う
理
由
が
あ
っ
た
忠
通
以
外
は
こ
の
場
に
い
な
い
よ
う

に
考
え
ら
れ
る
。

⑦
の
場
面
の
最
後
は
、
義
朝
が
左
馬
頭
に
任
じ
ら
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て「
サ

テ
コ
ソ
憤
ヲ
休
メ
ケ
ル
」こ
と
に
な
っ
た
、
と
語
り
手
が
結
ぶ
こ
と
で
終
結
す

る
。
忠
通
が
義
朝
の
直
訴
を
聞
き
入
れ
た
の
は
、
義
朝
の
憤
り
を
感
じ
た
こ
と

も
関
係
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
場
面
の
冒
頭
に
お
い

て
、
忠
通
が
頼
長
に
対
し
て
憤
り
を
感
じ
て
い
た
こ
と
が
語
ら
れ
て
い
た
か
ら

で
あ
る
。
憤
り
を
持
っ
た
人
物
を
そ
の
ま
ま
に
し
て
お
く
と
、
忠
通
自
身
の
例

の
よ
う
に
乱
の
原
因
に
な
る
こ
と
は
十
分
に
考
え
ら
れ
る
。
忠
通
が
そ
れ
を
理

解
し
て
い
た
た
め
、
義
朝
の
憤
り
を
お
さ
め
る
必
要
が
あ
る
と
思
っ
た
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。
忠
通
は
自
身
と
義
朝
を
重
ね
合
わ
せ
て
考
え
る
こ
と
に
よ
っ
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て
、
義
朝
に
見
合
っ
た
勲
功
を
与
え
る「
理
」を
見
い
出
し
た
の
だ
と
考
え
ら
れ

る
の
で
あ
る
。

⑧
為
義
と
別
れ
る
子
供
た
ち

サ
テ
サ
ヨ
フ
ケ
ガ
タ
ニ
、
山
ヲ
出
テ
、
大
竹
ノ
程
ヲ
過
テ
、
水
ノ
御
本

ト
云
所
ニ
テ
、
六
人
ノ
子
共
、「
最
後
ノ
共
シ
終
」ト
テ
送
ケ
リ
。「
今
ハ
、

迎
ノ
者
ハ
近
付
タ
ル
ラ
ン
。
ワ
殿
原
ハ
返
レ
」ト
宣
ケ
レ
バ
、「
承
ル
」ト

テ
、
此
人
々
ソ
コ
ニ
立
止
テ
見
送
奉
ラ
レ
ケ
ル
ガ
、
恩
愛
ノ
道
ハ
不
二
力

及
一
、
思
切
レ
ヌ
事
ナ
レ
バ
、「
今
生
一
生
ノ
契
ゾ
カ
シ
。
今
者
争
見
参

セ
ン
」ト
思
フ
限
ノ
別
ノ
悲
シ
ケ
レ
バ
、「
暫
シ
留
ラ
セ
給
ヘ
。
可
二
申
入

一
事
ノ
候
ゾ
」ト
声
々
ニ
被
レ
申
ケ
レ
バ
、「
何
事
ゾ
ヤ
」ト
テ
被
二
返
登
一

ケ
リ
。
可
レ
云
事
ハ
無
レ
共
、
別
ノ
悲
サ
ニ
、
父
ヲ
立
囲
テ
、
手
足
ニ
取

付
テ
、
泣
ヨ
リ
外
ノ
事
ゾ
ナ
キ
。
理
ヤ
、
サ
コ
ソ
ハ
悲
シ
カ
リ
ケ
メ
。
後

ニ
相
見
ル
ベ
キ
物
ナ
レ
共
、
指
当
ヌ
ル
別
ハ
悲
ゾ
カ
シ
。
是
ハ
只
今
ヲ
限

レ
リ
。
二
度
可
レ
合
別
ナ
ラ
ネ
バ
、
悲
共
云
モ
疎
也
。

（
下
巻「
為
義
降
参
ノ
事
」九
四
～
九
五
頁
）

⑧
の
場
面
は
、
為
義
と
義
朝
以
外
の
六
人
の
子
供
た
ち
の
別
れ
を
描
い
た
も

の
で
あ
る
。
⑧
の
前
の
箇
所
に
お
い
て
、
敗
戦
途
中
に
出
家
し
た
為
義
は
、
東

国
へ
逃
げ
て
再
起
を
図
る
と
い
う
為
朝
の
計
画
よ
り
も
、
義
朝
に
投
降
す
る
道

を
選
ん
だ
こ
と
が
語
ら
れ
て
い
る
。
左
馬
頭
に
昇
進
し
た
義
朝
な
ら
ば
、
自
ら

の
恩
賞
と
引
き
換
え
に
命
を
助
け
て
く
れ
る
だ
ろ
う
、
と
踏
ん
だ
た
め
で
あ
る
。

為
義
の
意
見
に
子
供
た
ち
は
賛
同
し
、
迎
え
が
来
る
か
ら
と
親
子
の
別
れ
の
時

が
訪
れ
る
。

為
義
が
こ
の
場
か
ら
去
る
よ
う
に
言
う
と
、
子
供
た
ち
は「
承
ル
」と
言
っ

て
先
に
見
送
ろ
う
と
す
る
。
だ
が
、
子
供
た
ち
に
と
っ
て
は「
恩
愛
ノ
道
ハ
不

二
力
及
一
、
思
切
レ
ヌ
事
」な
の
で
、
別
れ
を
受
け
入
れ
ら
れ
る
は
ず
も
な
い
。

子
供
た
ち
は「
今
生
一
生
ノ
契
ゾ
カ
シ
。
今
者
争
見
参
セ
ン
」と
言
い
、
親
子
の

契
り
は
現
世
の
み
の
も
の
な
の
で
、
こ
こ
で
別
れ
た
ら
二
度
と
会
え
な
い
と
悲

し
む
。
そ
こ
で
、
も
う
歩
き
始
め
て
い
た
為
義
に
向
か
っ
て
伝
え
た
い
こ
と
が

あ
る
か
ら
戻
っ
て
く
る
よ
う
に
頼
む
。
何
事
か
と
思
っ
た
為
義
は
引
き
返
し
、

子
供
た
ち
の
元
に
向
か
う
。
実
際
は
こ
れ
と
言
っ
て
話
す
こ
と
が
無
か
っ
た
が
、

子
供
た
ち
は
あ
ま
り
の
悲
し
さ
に
為
義
を
囲
ん
で
泣
き
縋
る
ほ
か
な
か
っ
た
。

語
り
手
は
こ
の
こ
と
を〈
理
〉と
認
め
て
い
る
。

⑧
の
場
面
で
は
、
な
ぜ
そ
の
行
動（
子
供
た
ち
が
為
義
に
縋
っ
て
泣
く
行
為
）

に「
理
」が
あ
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
更
に
詳
し
く
語
ら
れ
て
い
る
よ

う
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
が「
後
ニ
相
見
ル
ベ
キ
物
ナ
レ
共
、
指
当
ヌ
ル
別
ハ
悲

ゾ
カ
シ
。
是
ハ
只
今
ヲ
限
レ
リ
。
二
度
可
レ
合
別
ナ
ラ
ネ
バ
、
悲
共
云
モ
疎
也
」

と
い
う
箇
所
で
あ
る
。
ま
た
会
う
こ
と
が
で
き
る
別
れ
で
も
悲
し
い
の
に
、
今

回
は
今
生
の
別
れ
に
な
る
の
で
、
悲
し
い
と
言
葉
で
表
せ
る
も
の
で
は
な
い
、

と
い
う
内
容
で
あ
る
。「
～
モ
疎
也
」と
い
う
言
葉
遣
い
は「
言
う
ま
で
も
な
い
」

と
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
含
ま
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
⑧
の
場
面
に
お
け
る

「
悲
共
云
モ
疎
也
」は〈
理
〉と
ほ
ぼ
同
義
の
意
味
合
い
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る

と
考
え
ら
れ
る
。

こ
こ
ま
で
を
ま
と
め
る
と
、
⑧
の
場
面
に
お
い
て
語
り
手
が〈
理
〉と
認
め
て

い
る
の
は
、
為
義
の
子
供
た
ち
が
為
義
と
別
れ
る
こ
と
に
対
し
て
の
感
情
で
あ

る
。
そ
れ
は〈
理
〉の
他
に「
悲
共
云
モ
疎
也
」が
用
い
ら
れ
て
い
る
箇
所
に
お
い

て
も
一
貫
し
て
お
り
、
そ
の
内
容
に
揺
れ
は
無
い
と
み
ら
れ
る
。

⑧
の
場
面
の
後
も
、
為
義
と
子
供
た
ち
に
関
す
る
語
り
で
は「
悲
し
み
」が
強

調
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

判
官
宣
ケ
ル
ハ
、「
今
度
ノ
合
戦
ニ
、
老
ノ
骨
ヲ
折
ツ
ル
事
、
我
身
行
末

22



近
ケ
レ
バ
、
イ
ク
程
ノ
盛
ヘ
ヲ
ヤ
可
レ
思
ナ
レ
共
、
ワ
殿
原
ヲ
世
ニ
ア
ラ

セ
テ
見
ト
テ
、
カ
ヽ
ル
身
ニ
モ
成
ツ
ル
ゾ
。
火
中
水
ノ
底
ヘ
モ
手
ヲ
引
レ

テ
可
レ
行
身
ナ
レ
共
、
為
義
命
生
タ
ラ
バ
、
若
ワ
殿
原
ヲ
モ
助
ル
ヤ
ト
テ

顕
レ
行
ゾ
ヨ
。
我
命
バ
カ
リ
ヲ
扶
カ
ラ
ン
ト
ニ
ハ
無
ゾ
ト
ヨ
。
何
ナ
ラ
ン

岩
木
ノ
中
ニ
モ
身
ヲ
隠
シ
テ
、
我
身
ノ
行
末
ヲ
聞
ヨ
々
々
。
疾
々
帰
リ

上
レ
。
我
モ
下
ラ
ン
」ト
宣
ケ
レ
バ
、
子
共
思
切
テ「
承
」ト
テ
返
上
レ
バ
、

入
道
、
心
ヅ
ヨ
ク
ハ
宣
ケ
レ
共
、
思
ニ
不
レ
絶
テ
、「
頼
賢
ヨ
、
頼
仲
ヨ
。

可
レ
云
事
ア
リ
」ト
云
レ
ケ
レ
バ
、
子
共
呼
レ
テ
、
帰
リ
下
ル
。
互
ニ
可
レ

云
事
ハ
ナ
ケ
レ
共
、
セ
メ
テ
悲
サ
ニ
ヤ
、
カ
ク
ゾ
云
ワ
レ
ケ
ル
。

（
同
、
九
五
頁
）

⑧
の
場
面
で
は
子
供
た
ち
が
為
義
を
呼
び
戻
し
て
い
た
が
、
右
の
引
用
部
で

は
為
義
が
頼
賢
と
頼
仲
を
呼
ん
で
い
る
。
⑧
の
場
面
、
右
の
引
用
部
と
も
に
、

呼
び
戻
し
た
側
は
何
か
言
い
た
い
こ
と
が
あ
る
、
と
い
う
理
由
を
述
べ
て
い
る

が
実
際
は
無
い
。
そ
れ
は「
互
ニ
可
レ
云
事
ハ
ナ
ケ
レ
共
」と
い
う
言
葉
に
表
れ

て
い
る
。
別
れ
る
こ
と
に
対
し
て
、
子
供
た
ち
だ
け
で
は
な
く
為
義
も
名
残
惜

し
く
思
っ
て
い
る
こ
と
が
伝
わ
る
表
現
で
あ
る
。「
頼
賢
ヨ
、
頼
仲
ヨ
。
可
レ

云
事
ア
リ
」と
為
義
が
言
っ
た
理
由
は「
セ
メ
テ
悲
サ
ニ
ヤ
」と
語
り
手
に
よ
っ

て
推
量
さ
れ
て
い
る
。
特
に
話
さ
な
け
れ
ば
い
け
な
い
こ
と
が
あ
る
わ
け
で
も

な
い
の
に
、
あ
ま
り
の
悲
し
さ
か
ら
そ
う
発
言
し
た
、
と
い
う
点
も
親
子
で
共

通
し
て
い
る
。
こ
の
点
か
ら
も
、
為
義
と
子
供
た
ち
が
抱
く
悲
し
み
は
同
様
の

も
の
で
あ
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

こ
こ
ま
で
は「
悲
サ
」と
い
う
言
葉
が
み
ら
れ
た
が
、
右
の
引
用
部
の
続
き
の

箇
所
で
は〈
哀
〉が
用
い
ら
れ
て
い
る
。

〈
哀
〉
③
為
義
と
子
供
た
ち
の
別
れ

又
、
思
切
テ
下
レ
バ
、
子
共
呼
返
ス
。
子
共
返
上
バ
、
又
、
父
呼
返
ス
。

サ
テ
シ
モ
可
レ
有
事
ナ
ラ
ネ
バ
、
上
下
ヘ
別
行
、
子
共
ハ
其
ヨ
リ
思
々
ニ

落
ゾ
行
ク
。
溟
々
ト
シ
テ
行
路
前
後
ヲ
不
レ
知
。
漫
々
ト
シ
テ
漂
心
波
引

ヲ
不
レ
弁
。
白
楊
ノ
路
モ
何
ヲ
指
テ
カ
可
レ
尋
。
蒼
梧
ノ
煙
モ
靡
方
ヲ
不
レ

知
。
鳥
ニ
ア
ラ
ネ
共
、
四
鳥
ノ
別
ヲ
致
シ
、
魚
ニ
ア
ラ
ザ
レ
共
、
剣
魚
恨

ヲ
懐
ク
。
欄
干
ト
シ
テ
魂
飛
揚
ス
ト
見
ヘ
タ
リ
。
哀
レ
也
シ
父
子
ノ
別
也
。

二
人
三
人
モ
ツ
レ
ザ
リ
ケ
リ
。
大
原
、
静
原
、
鞍
馬
ノ
奥
、
貴
布
禰
様
ヘ

ゾ
別
行
。

（
下
巻「
為
義
降
参
ノ
事
」九
五
～
九
六
頁
）

哀
③
は
親
子
が
遂
に
別
れ
行
く
場
面
で
あ
る
。「
思
切
テ
下
レ
バ
、
子
共
呼

返
ス
。
子
共
返
上
バ
、
又
、
父
呼
返
ス
」か
ら
は
、
為
義
が
頼
賢
、
頼
仲
を
呼

ん
だ
後
も
お
互
い
に
呼
び
戻
す
こ
と
を
続
け
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
呼
び
戻

し
て
話
す
内
容
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
は
以
前
の
箇
所
か
ら
も
明
ら
か
で

あ
り
、
た
だ
互
い
に
別
れ
る
気
持
ち
に
な
れ
な
い
故
の
行
動
で
あ
る
こ
と
が
う

か
が
え
る
。
呼
び
戻
す
こ
と
を
何
度
も
繰
り
返
し
て
い
る
点
か
ら
、
お
互
い
が

何
も
言
う
こ
と
が
無
い
こ
と
を
理
解
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
を
知
り
な

が
ら
呼
ば
れ
て
戻
っ
て
く
る
の
は
、
親
子
だ
か
ら
、
と
い
う
理
由
の
み
で
説
明

が
で
き
る
こ
と
な
の
だ
ろ
う
。
一
連
の
場
面
の
本
文
か
ら
は
、
そ
れ
が
如
実
に

う
か
が
え
る
。

な
か
な
か
そ
の
場
を
離
れ
ら
れ
な
い
為
義
と
子
供
た
ち
だ
っ
た
が
、
い
つ
ま

で
も
そ
う
し
て
い
る
わ
け
に
も
い
か
ず
、
そ
れ
ぞ
れ
決
意
を
固
め
て
上
下
の
方

向
に
別
れ
行
く
こ
と
に
な
る
。
先
述
し
た
通
り
、
こ
れ
は
敗
戦
し
た
者
同
士
の

今
生
の
別
れ
で
あ
る
。
そ
の
た
め「
溟
々
ト
シ
テ
行
路
前
後
ヲ
不
レ
知
」と
い
う

語
り
に
な
っ
て
い
る
の
だ
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
実
際
に
為
義
は
罪
を
赦
さ
れ

ず
に
死
罪
と
な
る
。
為
朝
以
外
の
子
供
た
ち
も
そ
の
後
に
捕
縛
さ
れ
て
首
を
打
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た
れ
る
。
語
り
手
は
こ
の
こ
と
を
知
っ
た
上
で
親
子
の
別
れ
を
描
い
て
い
る
と

思
わ
れ
る
た
め
、
こ
の
場
面
に
お
い
て「
溟
々
ト
シ
テ
行
路
前
後
ヲ
不
レ
知
」と

述
べ
て
い
る
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
の
後
、
語
り
手
は
親
子
の
別
れ
を
中
国
の
故
事
に
擬
え
た
上
で「
哀
レ
也

シ
父
子
ノ
別
也
」と
評
し
、
親
子
が
そ
れ
ぞ
れ
の
方
面
へ
と
向
か
っ
て
い
く
こ

と
を
語
る
。〈
哀
〉③
の
後
は
為
義
が
出
頭
す
る
こ
と
を
告
げ
に
行
っ
た
雑
色
花

沢
と
義
朝
の
場
面
に
移
る
。
そ
の
た
め
、
親
子
の
別
れ
を
描
い
た
一
連
の
場
面

の
評
語
は「
哀
レ
也
シ
父
子
ノ
別
也
」と
い
う
部
分
に
な
る
。
つ
ま
り
、
為
義
と

子
供
た
ち
の
別
れ
は「
哀
れ
」な
も
の
だ
、
と
認
識
さ
れ
て
い
る
。

一
連
の
場
面
に
お
い
て
は「
悲
サ
」が
強
調
さ
れ
て
用
い
ら
れ
て
い
た
。
そ
の

た
め
、
親
子
の
別
れ
を
評
す
る
箇
所
に
な
っ
て〈
哀
〉と
語
ら
れ
る
こ
と
に
違
和

感
は
無
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
読
者
が
哀
れ
み
を
感
じ
る
と
思
わ
れ
る

場
面
に
お
い
て
、
登
場
人
物
の
心
情
を
語
り
手
が「
悲
サ
」と
語
っ
て
表
現
し
て

い
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
語
り
手
に
よ
る「
悲
サ
」の
積
み
重
ね
に
よ
っ
て
、

親
子
の
別
れ
を「
哀
れ
」と
読
者
は
感
じ
て
い
く
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

以
上
の
こ
と
を
踏
ま
え
て
⑧
に
お
け
る〈
理
〉を
み
て
み
る
と
、
第
二
節
に
お

い
て
扱
っ
た
、
崇
徳
院
に
関
す
る〈
理
〉の
⑤
⑥
と
似
た
用
法
で
、
⑧
の〈
理
〉が

用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
に
気
付
く
。
⑧
は
⑤
⑥
と
同

様
に「
哀
れ
」な
場
面
だ
と
認
識
で
き
る
よ
う
に
語
り
手
に
よ
っ
て
誘
導
さ
れ
て

い
く
。
⑤
⑥
の〈
理
〉は〈
哀
〉と
置
き
換
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
述
べ
た

が
、
⑧
の〈
理
〉は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
⑧
の〈
理
〉は「
ヤ
」が
下
接
す
る
た
め
、
⑤

⑥
と
同
じ
よ
う
に〈
理
〉と
す
ぐ
に
置
き
換
え
る
こ
と
は
難
し
い
も
の
の
、
仮
に

「
哀
ナ
ル
カ
ナ
」な
ど
と
い
う
よ
う
に
変
形
さ
せ
て
み
れ
ば
違
和
感
は
そ
れ
ほ
ど

無
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
⑧
の
場
面
に
お
い
て
は
為
義
の
子
供
た
ち
が
泣
き
縋

る
こ
と
を〈
理
〉（
も
っ
と
も
で
あ
る
）と
語
り
手
が
認
め
た
い
た
め
に
用
い
ら
れ

た
言
葉
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、〈
哀
〉と
置
き
換
え
て
も
違
和
感
が
無
い
場
面
で

あ
る
と
は
い
っ
て
も
、
前
提
と
し
て
子
供
た
ち
の
行
動
を
認
め
る
こ
と
が
語
り

手
の
意
識
に
あ
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
⑤
⑥
の〈
理
〉

に
も
い
え
る
こ
と
で
あ
る
。
だ
が
、
他
の〈
理
〉（
①
②
③
④
⑦
）と
比
較
す
る
と
、

⑤
⑥
⑧
の〈
理
〉は
語
り
手
の
同
情
や
共
感
を
示
す
意
味
合
い
が
強
く
な
っ
て
お

り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
箇
所
の
対
象
と
な
る
人
物
に
寄
り
添
お
う
と
す
る
語
り
手
の

意
識
が
色
濃
く
反
映
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

ま
た
、
⑧
の
場
面
の
語
り
に
お
い
て
注
目
し
た
い
の
が「
恩
愛
ノ
道
ハ
不
二

力
及
一
、
思
切
レ
ヌ
事
ナ
レ
バ
」と
い
う
表
現
で
あ
る
。
こ
れ
は
為
義
と
別
れ

る
よ
う
と
す
る
子
供
た
ち
が
親
子
で
あ
る
故
に
決
意
を
固
め
ら
れ
な
い
こ
と
を

示
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
そ
の
場
に
い
る
人
物
の
み
に
当
て
は
ま
る
言

葉
な
の
だ
ろ
う
か
。
為
義
の
子
供
た
ち
の
中
で
、
こ
の
場
に
い
な
い
の
が
義
朝

で
あ
る
。
③
⑦
の
考
察
で
も
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
義
朝
は
親
兄
弟
で
戦
う
こ

と
に
つ
い
て
積
極
的
に
な
り
き
れ
て
い
な
か
っ
た
。
特
に
、
⑦
に
お
い
て
義
朝

は「
父
ヲ
背
キ
、
親
類
ヲ
捨
、
兄
弟
ヲ
離
テ
、
御
方
ニ
参
リ
テ
、
命
ヲ
不
レ
惜

責
戦
。
勅
命
ニ
背
キ
難
ト
云
ヘ
共
、
父
ニ
向
テ
弓
ヲ
引
、
矢
ヲ
放
テ
バ
、
人
ニ

越
タ
ル
不
次
ノ
賞
ヲ
コ
ソ
蒙
候
ベ
キ
ニ
」と
口
に
し
て
お
り
、
親
兄
弟
と
実
際

に
戦
っ
た
と
し
て
も
、
お
互
い
が
敵
で
あ
る
と
割
り
切
る
こ
と
の
で
き
な
い
複

雑
な
胸
中
を
吐
露
し
て
い
る
。
⑧
の
場
面
の「
恩
愛
ノ
道
ハ
不
二
力
及
一
、
思
切

レ
ヌ
事
ナ
レ
バ
」は
あ
く
ま
で
も
為
義
と
そ
の
場
に
い
る
子
供
た
ち
に
つ
い
て

の
語
り
で
は
あ
る
が
、
為
義
が
父
で
あ
る
た
め
に
割
り
切
る
こ
と
が
で
き
な
い

の
は
こ
の
場
に
い
な
い
義
朝
で
あ
っ
て
も
同
じ
こ
と
な
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

五
、
『
保
元
物
語
』
に
お
け
る
〈
理
〉
の
用
法

こ
こ
ま
で
、
半
井
本
に
お
け
る〈
理
〉八
例
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
に
深
く
関

係
す
る
人
物
に
焦
点
を
当
て
て
考
察
を
行
っ
て
き
た
。〈
理
〉の
考
察
に
お
け
る
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論
点
を
ま
と
め
る
と
以
下
の
三
点
と
な
る
。

（
一
）〈
理
〉に
は「
も
っ
と
も
だ
」と
い
う
意
味
の
み
を
示
す
も
の
と
、「
哀
れ
」

の
感
情
を
前
提
に「
も
っ
と
も
だ
」と
述
べ
る
二
種
類
の
用
法
が
あ
る
。
二

種
類
目
の
用
法
の
場
合
、〈
理
〉は〈
哀
〉と
互
換
可
能
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

（
二
）『
保
元
物
語
』は
従
来
の
価
値
観
が
通
用
し
な
く
な
る
世
界
を
描
い
た
物

語
で
あ
る
。

（
三
）『
保
元
物
語
』で
は
、
崇
徳
院
と
鳥
羽
院（
後
白
河
院
）、
忠
実
・
頼
長
と

忠
通
、
為
義
と
義
朝
と
い
う
三
組
の
親
兄
弟
間
の
争
い
が
語
ら
れ
て
い
る
。

そ
の
上
で
、
な
ぜ
彼
ら
が
戦
う
こ
と
に
な
り
、
ど
の
よ
う
な
決
着
を
つ
け

る
の
か
、
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
語
り
手
の
解
釈
を
示
す
こ
と
が『
保
元

物
語
』で
は
重
要
事
項
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
。

本
節
で
は
、
考
察
の
ま
と
め
と
し
て（
一
）の〈
理
〉の
用
法
に
つ
い
て
論
じ
て

い
く
。
な
お
、（
二
）（
三
）は『
保
元
物
語
』全
体
に
関
わ
る
論
と
な
る
た
め
、
本

稿
で
は
割
愛
す
る
。

（
一
）の〈
理
〉の
用
法
に
つ
い
て
は
、〈
理
〉八
例
の
半
分
を
占
め
る
崇
徳
院
に

関
わ
る〈
理
〉を
例
に
し
て
本
稿
で
は
検
討
し
て
き
た
。
そ
の
結
果
、〈
理
〉の

用
法
は
大
き
く
分
け
て
二
つ
あ
る
、
と
い
う
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
一
つ
目
は
、

「
も
っ
と
も
だ
」と
い
う
意
味
の
み
を
示
す
も
の
、
二
つ
目
は「
哀
れ
」の
感
情
を

前
提
に「
も
っ
と
も
だ
」と
述
べ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
目
の
用
法
を
、
仮

に「〈
哀
〉に
近
い〈
理
〉」と
述
べ
る
こ
と
に
す
る
。

「
も
っ
と
も
だ
」と
い
う
意
味
の
み
を
指
す
と
思
わ
れ
る
、
崇
徳
院
に
関
す
る

〈
理
〉は
①
④
で
あ
る
。
①
は
崇
徳
院
が
恨
み
を
募
ら
せ
る
こ
と
、
④
は
惣
持
院

が
鎮
護
国
家
の
道
場
と
い
わ
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ〈
理
〉が
あ
る
、

と
述
べ
ら
れ
て
い
た
。
つ
ま
り
、
①
④
の〈
理
〉は「
も
っ
と
も
で
あ
る
」と
い
う

意
味
が
強
く
、
他
の
言
葉
に
置
き
換
え
る
こ
と
が
難
し
い
。

こ
れ
に
対
し
て
、〈
哀
〉に
近
い〈
理
〉の
⑤
⑥
は
、
崇
徳
院
が
心
身
と
も
に
衰

弱
し
て
い
く
様
子
に
対
し
て〈
理
〉が
あ
る
、
と
さ
れ
て
い
た
。
な
ぜ
そ
の
よ
う

な
状
態
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
か
、
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
⑤
で
は
頼
る
べ

き
人
も
い
な
い
こ
と
、
⑥
は
一
昼
夜
歩
き
通
し
て
、
水
し
か
口
に
し
て
い
な
い

こ
と
、
と
い
う
理
由
が
挙
げ
ら
れ
て
い
た
。
そ
の
た
め
、
崇
徳
院
が
衰
弱
す
る

の
も〈
理
〉で
あ
る
、
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
場
合
の〈
理
〉も
、
①
④
と
同

じ
よ
う
に「
も
っ
と
も
だ
」と
い
う
意
味
が
も
ち
ろ
ん
含
ま
れ
て
お
り
、
現
代
語

訳
す
る
場
合
も「
も
っ
と
も
だ
」と
す
る
の
が
妥
当
で
あ
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
⑤
⑥
の
場
面
に
お
い
て
崇
徳
院
が
置
か
れ
た
状
況
を
考
え
る

と
、〈
理
〉で
は
な
く〈
哀
〉を
用
い
て
も
意
味
が
通
じ
る
場
面
で
あ
る
よ
う
に
思

わ
れ
た
。
こ
れ
が
、
①
④
の〈
理
〉と
の
大
き
な
違
い
で
あ
る
。
⑤
⑥
の〈
哀
〉に

近
い〈
理
〉は
、
崇
徳
院
が
衰
弱
し
た
状
態
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を「
哀
れ
」な
も

の
だ
、
と
語
ろ
う
と
す
る
意
識
が
前
提
と
し
て
働
い
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
そ

の
上
で
、
崇
徳
院
が
そ
の
よ
う
な
様
子
を
み
せ
る
こ
と
を「
も
っ
と
も
で
あ
る
」

と
認
め
て
い
る
。

①
④
⑤
⑥
の〈
理
〉に
共
通
し
て
い
る
こ
と
は
、
語
り
手
が〈
理
〉が
あ
る
と
考

え
た
こ
と
に
対
し
て
、
知
的
、
論
理
的
に
考
え
を
述
べ
、
読
者
に
訴
え
て
い
る

こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
語
り
手
が
ど
の
よ
う
な
理
由
で〈
理
〉が
あ
る
、
と
考

え
た
の
か
、
と
い
う
こ
と
が
本
文
中
で
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
白
で
あ

る
）
注（

（
注

。
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
語
り
手
が〈
理
〉と
述
べ
た
こ
と
が『
保
元
物
語
』の

世
界
に
お
け
る〈
理
〉（
認
め
ら
れ
る
べ
き
も
の
）だ
と
い
う
考
え
が
読
者
に
生
ま

れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
た
め
、〈
理
〉が
二
種
類
の
用
法
に
分
か
れ
た
と
し
て

も
大
元
は「
も
っ
と
も
で
あ
る
」と
い
う
意
味
に
な
る
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

た
だ
し
、〈
理
〉の
二
種
類
の
用
法
を
分
け
る
の
は
、
語
り
手
が
論
理
と
感
情

の
ど
ち
ら
で〈
理
〉と
い
う
判
断
を
下
す
か
、
と
い
う
違
い
で
あ
る
。
具
体
的
に
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い
え
ば
、
①
④
は
論
理
的
に〈
理
〉と
さ
れ
る
理
由
を
述
べ
、
そ
れ
に〈
理
〉が
あ

る
、
と
論
理
的
に
判
断
し
て
い
る
。
①
は
崇
徳
院
が
恨
み
を
募
ら
せ
る
こ
と
に

対
し
て〈
理
〉が
あ
る
、
と
述
べ
て
い
る
た
め
、
語
り
手
が
崇
徳
院
に
寄
っ
た
立

場
で
物
事
を
語
っ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
と
、
崇
徳
院
が
恨
み
を
募
ら
せ
た
こ

と
や
そ
れ
に
至
る
経
緯
に
対
し
て
同
情
や
共
感
を
示
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ

る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の〈
理
〉を
め
ぐ
る
語
り
に
、「
哀
れ
」や
他
の
感
情

（
例
え
ば
、
崇
徳
院
を
そ
の
よ
う
な
立
場
に
追
い
込
ん
だ
美
福
門
院
や
代
わ
り

に
即
位
し
た
近
衛
院
、
後
白
河
院
に
対
す
る
怒
り
な
ど
）は
含
ま
れ
て
い
な
い
。

あ
く
ま
で
も
、
崇
徳
院
が
恨
み
を
募
ら
せ
た
こ
と
が「
も
っ
と
も
で
あ
る
」と
述

べ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
惣
持
院
が
鎮
護
国
家

の
道
場
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
た
④
の
場
面
も
同
様
で
あ
る
。

一
方
で〈
哀
〉に
近
い〈
理
〉の
⑤
⑥
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
こ
の
二
つ
の
場
面
は

ど
ち
ら
も
崇
徳
院
が
衰
弱
し
、
憔
悴
し
て
い
く
様
子
を
描
い
た
も
の
で
あ
る
。

そ
の
た
め
、
読
者
が
崇
徳
院
に
感
情
移
入
し
や
す
い
。
⑤
⑥
の
場
面
は
崇
徳
院

が「
哀
れ
」な
状
態
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を〈
哀
〉と
述
べ
ら
れ
て
い
な
く
て
も
、

読
者
は
語
り
か
ら
感
じ
取
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
語
り
の
誘
導
が
あ
っ
た
上
で
、
崇
徳
院
の
状
態
に〈
理
〉が
あ
る
、

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
り
、
語
り
手
と
読
者
が「
も
っ
と
も
で
あ
る
」と

い
う
感
覚
を
共
有
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
に
、「
も
っ
と
も
で
あ
る
」

と
い
う
こ
と
を
感
覚
で
理
解
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
か
ど
う
か
、
と
い
う

こ
と
が
、「
も
っ
と
も
だ
」と
い
う
意
味
の
み
を
指
す〈
理
〉（
①
④
）と〈
哀
〉に
近

い〈
理
〉（
⑤
⑥
）の
違
い
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、〈
哀
〉に
近
い

〈
理
〉は
論
理
的
に
考
え
、
感
情
を
も
っ
て〈
理
〉と
語
り
手
が
判
断
し
て
い
る
の

だ
と
考
え
ら
れ
る
。〈
哀
〉に
近
い〈
理
〉と
同
じ
用
法
で
用
い
ら
れ
て
い
る
用
例

は
、
為
義
と
子
供
た
ち
の
別
れ
を
描
い
た
⑧
が
、
崇
徳
院
に
関
す
る〈
理
〉以
外

に
該
当
す
る
例
で
あ
る
。

⑤
⑥
⑧
を
除
い
た
他
の〈
理
〉は「
も
っ
と
も
だ
」と
い
う
意
味
の
み
を
指
す

〈
理
〉で
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
唯
一
曖
昧
さ
を
残
す
の
が
⑦
で
あ
る
。
⑦
の

〈
理
〉は
、
義
朝
が
述
べ
た
理
由
を
聞
い
た
こ
と
に
よ
っ
て
忠
通
が「
も
っ
と
も

だ
」と
思
い
勲
功
を
変
え
た
、
と
い
う
内
容
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
こ
の
場
面

の
語
り
に「
も
っ
と
も
だ
」と
い
う
意
味
以
外
の
感
情
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
な

い
。
よ
っ
て
、
こ
の〈
理
〉は
①
②
③
④
と
同
じ
用
法
で
用
い
ら
れ
て
い
る
と
考

え
ら
れ
る
。

一
方
で
、
義
朝
に〈
理
〉が
あ
る
と
忠
通
が
感
じ
た
の
は
、
義
朝
が
論
理
的
に

自
ら
の
感
情
を
訴
え
、
そ
れ
が
忠
通
の
感
情
の
琴
線
に
触
れ
た
か
ら
で
あ
る
。

以
上
の
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
、
⑦
は「
も
っ
と
も
だ
」と
い
う
意
味
の
み
を
指
し

て
は
い
る
も
の
の
、
語
り
手
以
外
の
人
物
が
感
じ
た
義
朝
へ
の
別
の
感
情
が
土

台
と
な
っ
て
発
せ
ら
れ
た〈
理
〉で
あ
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
そ
の
た
め
、
⑦

は〈
理
〉の
二
種
類
の
用
法
の
中
間
に
位
置
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

こ
こ
ま
で
の
考
察
の
結
果
、〈
哀
〉に
近
い〈
理
〉は
、〈
哀
〉と
互
換
性
が
あ
る

こ
と
が
わ
か
っ
た
。
す
る
と
、〈
哀
〉に
近
い〈
理
〉が〈
哀
〉と
入
れ
替
え
る
こ
と

が
で
き
る
な
ら
ば
、〈
理
〉に
近
い〈
哀
〉が
存
在
し
た
場
合
に
、
そ
の〈
哀
〉は

〈
理
〉と
入
れ
替
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
、
と
い
う
疑
問
が
浮
か
ぶ
。

〈
理
〉と
似
た
用
法
の〈
哀
〉と
は
、
語
り
手
が〈
哀
〉と
語
っ
た
も
の
に
対
し
て

「
も
っ
と
も
だ
」と
認
め
る
意
識
が
前
提
に
あ
る〈
哀
〉で
あ
る
。『
保
元
物
語
』の

〈
哀
〉の
中
で
、
そ
の
意
識
が
最
も
表
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
の
が
、
崇
徳
院
に

対
す
る〈
哀
〉を
語
っ
た
⑧
で
あ
る
。
本
稿
で
は
⑧
の
検
討
を
例
に
、〈
哀
〉が

〈
理
〉と
互
換
可
能
か
、
と
い
う
観
点
か
ら〈
哀
〉の
用
法
に
つ
い
て
全
体
的
に
考

察
を
行
い
、
本
稿
に
お
け
る
結
論
と
し
た
い
。
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〈
哀
〉
⑧
崇
徳
院
の
火
葬

其
時
、
御
蔵
ト
思
シ
キ
物
立
タ
リ
ケ
レ
バ
、
其
ニ
申
ケ
ル
ハ
、「
我
ハ
都

ニ
サ
ブ
ラ
ヒ
テ
、
常
ニ
召
被
レ
仕
シ
伶
人
是
成
ト
申
者
ガ
、
今
ハ
法
師
ニ

成
テ
、
蓮
如
ト
申
也
。
爰
ニ
候
物
ヲ
進
セ
バ
ヤ
」ト
申
セ
バ
、
取
テ
進
セ

タ
リ
。
歌
ヲ
ゾ
読
テ
進
セ
タ
ル
。

ア
サ
ク
ラ
ヤ
木
ノ
マ
ロ
殿
ニ
入
ナ
ガ
ラ
君
ニ
知
レ
デ
帰
ル
カ
ナ
シ
サ

御
返
事
ヲ
給
テ
、
月
ノ
ア
カ
キ
ニ
拝
見
ス
レ
バ
、

ア
サ
ク
ラ
ヲ
只
イ
タ
ヅ
ラ
ニ
帰
ニ
モ
ツ
リ
ス
ル
海
士
ノ
ネ
コ
ソ
泣
ル

レ蓮
如
、
是
ヲ
顔
ニ
当
テ
テ
泣
々
京
ヘ
上
ニ
ケ
リ
。
八
年
ト
申
シ
長
寛
元

年
八
月
廿
六
日
、
御
歳
四
十
五
ト
申
シ
ニ
、
讃
岐
国
府
ニ
テ
御
隠
レ
ア
リ

ヌ
。
当
国
之
内
、
白
峰
ト
云
所
ニ
テ
、
薪
ニ
積
ミ
籠
奉
ル
。
煙
ハ
都
ノ
方

ヘ
ゾ
靡
キ
ヌ
ラ
ム
ト
ゾ
哀
レ
也
。

（
下
巻「
新
院
血
ヲ
以
テ
御
経
ノ
奥
ニ
御
誓
状
ノ
事
付
崩
御
ノ
事
」一
三
四
頁
）

⑧
は
、
は
蓮
如
と
の
歌
の
や
り
と
り
の
後
、
崇
徳
院
が
遂
に
崩
御
す
る
場
面

で
あ
る
。
火
葬
さ
れ
た
崇
徳
院
の
煙
は
思
い
の
強
さ
の
た
め
か
都
の
方
角
へ
靡

い
た
と
い
い
、
そ
の
様
子
に
対
し
て
語
り
手
は〈
哀
〉と
述
べ
て
い
る
。

こ
の
引
用
部
の
直
前
に
、
崇
徳
院
は
生
霊
と
し
て
怨
霊
化
し
て
い
る
。
そ
れ

は
望
郷
の
思
い
の
強
さ
と
、
長
い
年
月
を
か
け
て
写
経
し
た
五
部
大
乗
経
を
後

白
河
院
に
よ
っ
て
蔑
ろ
に
さ
れ
た
こ
と
が
原
因
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
崇
徳
院

が
火
葬
さ
れ
た
際
の
煙
が
都
の
方
へ
靡
い
た
ら
し
い
、
と
い
う
の
は
明
ら
か
に

崇
徳
院
の
思
い
を
表
し
て
お
り
、
そ
れ
を〈
哀
〉と
い
う
こ
と
に
は
語
り
手
の
同

情
や
共
感
の
意
味
が
含
ま
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

一
方
で
、
こ
の
場
面
に
至
る
背
景
を
踏
ま
え
て
考
え
て
み
れ
ば
、
崇
徳
院
が

火
葬
さ
れ
た
煙
が
都
の
方
へ
靡
く
の
も〈
理
〉と
い
う
考
え
方
も
可
能
で
あ
る
よ

う
に
思
わ
れ
る
。
現
に
、
崇
徳
院
は
生
霊
と
し
て
怨
霊
化
し
、
死
後
も
西
行
が

歌
を
詠
む
ま
で
そ
の
怨
霊
が
鎮
ま
る
こ
と
は
無
い
。
そ
の
た
め
、
崩
御
の
時
点

で
は
崇
徳
院
の
都
へ
の
思
い
は
ま
っ
た
く
落
ち
着
い
て
お
ら
ず
、
蓮
如
と
の
歌

の
や
り
と
り
を
み
て
も
そ
れ
は
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
都
の
方
角
へ
崇

徳
院
の
煙
が
靡
く
の
は
も
っ
と
も
な
こ
と
だ
、
と
い
う
解
釈
が
で
き
る
。

こ
の
こ
と
は「
煙
ハ
都
ノ
方
ヘ
ゾ
靡
キ
ヌ
ラ
ム
ト
ゾ
哀
レ
也
」と
い
う
文
章
を

み
た
読
者
も
感
じ
取
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
こ

の
場
合
の〈
哀
〉に
は〈
理
〉と
同
じ
よ
う
な
意
味
合
い
も
含
ま
れ
て
い
る
と
考
え

ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
は
崇
徳
院
が
敗
走
し
て
衰
弱
し
て
い
く
場
面
で
の

〈
理
〉⑤
⑥
と
逆
の
現
象
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、〈
哀
〉⑧
の〈
哀
〉も〈
理
〉と
互
換

可
能
な
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
実
際
に
入
れ
替
え
て
み
て
も
、「
煙
ハ
都
ノ
方

ヘ
ゾ
靡
キ
ヌ
ラ
ム
ト
ゾ
理
也
」と
な
る
の
で
、
文
法
的
な
問
題
や
違
和
感
は
無

い
。し

か
し
な
が
ら
、
こ
こ
で
問
題
に
な
る
の
は「
理
」と
い
う
言
葉
を
用
い
る
こ

と
で
語
り
手
と
対
象（
崇
徳
院
）の
間
で
生
じ
る
距
離
感
で
あ
る
。「
理
」と「
哀

れ
」、
そ
れ
ぞ
れ
の
言
葉
の
根
本
的
な
違
い
は
、
物
事
を
理
性
と
感
情
の
ど
ち

ら
で
捉
え
る
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
語
り
手
が〈
哀
〉と
評
し
た
場
合
に
、

た
と
え「
も
っ
と
も
だ
」と
い
う
考
え
の
元
で「
哀
れ
」と
い
う
感
慨
を
表
現
し
て

い
た
と
し
て
も
、「
も
っ
と
も
だ
」と
思
う
背
景
に
共
感
や
同
情
と
い
っ
た
感
情

的
な
面
が
あ
る
こ
と
は
切
り
離
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
つ
ま
り
、〈
哀
〉は
そ
の

判
断
を
下
す
こ
と
に
論
理
的
な
手
続
き
は
必
要
無
い
。
あ
く
ま
で
、
共
感
や
同

情
と
い
っ
た
感
情
が
原
動
力
と
な
っ
て
、
そ
れ
を
直
接
表
現
し
た
場
合
に〈
哀
〉

と
い
う
言
葉
が
み
え
て
く
る
か
ら
で
あ
る
。〈
哀
〉の
中
に「
も
っ
と
も
だ
」と
い

う
語
り
手
の
考
え
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
語
り
手
の
対
象
に
対
す

る
共
感
や
同
情
の
念
が
強
く
浮
き
出
て
い
る
た
め
だ
と
い
え
る
。
そ
の
た
め
、
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〈
哀
〉を
用
い
た
場
合
は
、
語
り
手
が
対
象
に
対
し
て
か
な
り
接
近
し
て
い
る
よ

う
に
考
え
ら
れ
る
。
よ
っ
て
、〈
哀
〉が
用
い
ら
れ
た
場
合
は
語
り
手
と
対
象
と

の
距
離
感
が
近
い
。

一
方
で〈
理
〉は
、
論
理
的
に
物
事
を
考
え
る
こ
と
が
必
要
に
な
る
言
葉
で
あ

る
。「
理
」と
い
う
言
葉
が
他
に「
有
為
ノ
理
」と
い
っ
た
用
い
ら
れ
方
を
し
て
い

る
よ
う
に
、
本
来「
理
」は
規
範
意
識
や
道
徳
と
い
っ
た
概
念
を
指
す
場
合
に
用

い
ら
れ
る
。
語
り
手
が
評
語
と
し
て〈
理
〉と
評
し
た
場
合
、
そ
れ
は
仮
に
世
間

一
般
の
共
通
認
識
と
は
違
っ
て
い
た
と
し
て
も
、
物
語
世
界
の
規
範
と
な
り
、

規
律
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
く
概
念
と
な
っ
て
い
く
。
そ
の
た
め
、〈
理
〉①
に
お

い
て
崇
徳
院
が
恨
み
を
募
ら
せ
る
と
い
う
、
あ
る
意
味
で
私
的
な
事
柄
を
、
語

り
手
が〈
理
〉と
評
し
た
こ
と
は『
保
元
物
語
』に
お
い
て
重
大
な
意
味
を
持
つ
と

い
え
る
。
語
り
手
が〈
理
〉と
評
す
、
と
い
う
こ
と
の
背
景
に
は
、
崇
徳
院
に
対

す
る
共
感
や
同
情
が
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
だ
が
、
そ
の
共
感
と
同
情

に
行
き
着
く
ま
で
に
は「
な
ぜ
崇
徳
院
の
恨
み
に『
理
』が
あ
る
の
か
」と
い
う
こ

と
に
対
す
る
、
語
り
手
の
論
理
的
な
思
考
が
必
要
な
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

〈
理
〉①
の
場
合
で
い
え
ば
、
崇
徳
院
が
恨
み
を
抱
く
過
程（
自
身
の
退
位
、

後
白
河
院
の
即
位
）が
語
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、〈
哀
〉と
互
換
可
能
だ
と
思
わ

れ
る〈
理
〉⑤
⑥
の
場
合
も
、
崇
徳
院
が
衰
弱
し
て
い
く
過
程
が
し
っ
か
り
と
描

写
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
に
、〈
理
〉は
論
理
的
な
思
考
過
程
が
あ
っ
た
上
で

用
い
ら
れ
る
言
葉
な
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
論
理
的
な
手
続
き
を
必
ず
し
も
必

要
と
せ
ず
、
感
情
の
み
で
用
い
る
こ
と
が
で
き
る〈
哀
〉と
は
、
こ
の
点
が
決
定

的
な
違
い
に
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て〈
理
〉は
、
論
理
的
な
思
考
過
程
を
要
す
る

た
め
に
語
り
手
と
対
象
と
の
間
に
距
離
感
が
生
じ
る
。
そ
の
た
め
、〈
理
〉と

〈
哀
〉で
距
離
感
が
近
い
と
考
え
ら
れ
る
の
は〈
哀
〉で
あ
る
。

こ
こ
ま
で
述
べ
て
き
た
こ
と
を
前
提
に
考
え
た
場
合
、〈
哀
〉⑧
は〈
理
〉と
互

換
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、〈
哀
〉⑧
は
崇
徳
院

に
最
も
寄
り
添
う
必
要
が
あ
る
場
面
で
用
い
ら
れ
た〈
哀
〉だ
と
考
え
ら
れ
る
か

ら
で
あ
る
。

⑧
の
場
面
が
あ
る
下
巻「
新
院
血
ヲ
以
テ
御
経
ノ
奥
ニ
御
誓
状
ノ
事
付
崩
御

ノ
事
」は
、
崇
徳
院
の
怨
霊
化
か
ら
鎮
魂
ま
で
を
描
い
た
章
段
で
あ
る
。『
保
元

物
語
』成
立
時
期
の
状
況
を
鑑
み
て
、『
保
元
物
語
』に
崇
徳
院
怨
霊
鎮
魂
の
目

的
が
あ
る
、
と
い
う
こ
と
は
諸
氏
に
よ
っ
て
既
に
指
摘
さ
れ
て
い
る

）
注注

（
注

。

『
保
元
物
語
』に
崇
徳
院
怨
霊
鎮
魂
の
目
的
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
構
成

と
語
り
に
表
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
考
え
ら
れ
る
。
半
井
本『
保
元
物

語
』は
最
初
に
崇
徳
院
の
恨
み（
乱
の
発
端
）を〈
理
〉と
し
て
語
り
出
す
。
そ
し

て
、
結
末
部
で
は
崇
徳
院
が
火
葬
さ
れ
た
煙
が
都
に
靡
く
こ
と
を〈
哀
〉と
し
て

い
る
。
半
井
本
に
お
い
て
全
体
の
最
後
に
置
か
れ
た
章
段
は
為
朝
が
鬼
島
に
渡

っ
て
最
期
を
遂
げ
る
話
で
あ
る
が
、
森
井
典
男
が「
為
朝
説
話
は
、
独
自
な
面

白
さ
を
持
っ
て
い
る
と
は
い
え
、
保
元
の
乱
か
ら
み
れ
ば
局
外
的
な
説
話
で
あ

り
）
注注

（
注

」と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
崇
徳
院
の
怨
霊
化
以
上
に
伝
説
性
が
強
く
、
保

元
の
乱
か
ら
も
か
な
り
時
を
隔
て
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
半
井

本『
保
元
物
語
』に
お
い
て
も
、
保
元
の
乱
の
顛
末
と
し
て
は
崇
徳
院
怨
霊
の
鎮

魂
を
も
っ
て
締
め
く
く
ら
れ
て
い
る
、
と
い
う
解
釈
が
妥
当
で
あ
る
と
思
わ
れ

る
。そ

う
だ
と
す
れ
ば『
保
元
物
語
』の
語
り
手
は
、
崇
徳
院
の
恨
み
か
ら
語
り
出

し
、
そ
れ
に
伴
っ
て
生
ま
れ
て
し
ま
っ
た
崇
徳
院
怨
霊
を
鎮
め
る
と
こ
ろ
で
終

わ
る
構
想
で
保
元
の
乱
を
語
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、『
保
元
物
語
』に
お
い
て
崇

徳
院
怨
霊
の
鎮
魂
は
語
ら
な
け
れ
ば
い
け
な
い
事
項
だ
っ
た
、
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
そ
の
た
め
、
既
に
生
霊
と
し
て
怨
霊
化
し
て
い
た
崇
徳
院
を
火
葬
し
た

際
の
煙
が
都
に
靡
い
て
い
っ
た
こ
と
を〈
哀
〉と
語
る
の
は
、
そ
こ
か
ら
描
か
れ

る
鎮
魂
の
場
面
に
繋
げ
て
い
く
た
め
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
よ
っ
て
、
崇
徳
院
怨

霊
を
鎮
魂
す
る
、
と
い
う「
語
り
」の
目
標
を
達
成
す
る
た
め
に
は
、
怨
霊
化
し
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た
崇
徳
院
に
語
り
手
が
接
近
し
、
寄
り
添
う
必
要
が
あ
る
。

金
刀
比
羅
本
に
お
け
る
⑧
は
以
下
の
よ
う
な「
語
り
」と
な
っ
て
い
る
。

其
後
、
九
ヶ
年
を
へ
て
、
御
年
四
十
六
と
申
し
長
寛
二
年
八
月
廿
六
日
、

終
に
隠
さ
せ
給
ひ
ぬ
。
軈
白
峯
と
云
所
に
渡
奉
る
。
さ
し
も
御
意
趣
深
か

り
し
故
に
や
、
焼
上
奉
烟
の
末
も
都
を
さ
し
て
靡
け
る
こ
そ
怖
け
れ

）
注注

（
注

。

（
下
巻「
新
院
御
経
沈
め
の
事
付
崩
御
の
事
」）

こ
の
よ
う
に
、
金
刀
比
羅
本
で
は〈
哀
〉で
は
な
く「
怖
け
れ
」と
な
っ
て
い
る
。

そ
の
た
め
、
金
刀
比
羅
本
は
崇
徳
院
怨
霊
を「
怖
れ
て
い
る
」立
場
か
ら
崇
徳
院

怨
霊
鎮
魂
を
語
っ
て
い
る
と
い
え
る
。
こ
の
点
と
比
較
す
る
と
、「
怖
け
れ
」で

は
な
く〈
哀
〉と
語
る
半
井
本
は
、
崇
徳
院
が
恐
怖
の
対
象
な
の
で
は
な
く
、
寄

り
添
う
べ
き
存
在
と
し
て
崇
徳
院
怨
霊
を
鎮
魂
し
よ
う
と
し
て
い
る
意
思
を
読

み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
た
め
、
半
井
本
に
お
け
る〈
哀
〉⑧
の
場
面
は
、

同
情
や
共
感
と
い
っ
た
語
り
手
の
意
思
を
、
情
感
を
も
っ
て
表
現
す
る
必
要
が

あ
る
。
そ
の
た
め
、〈
哀
〉と
結
ん
で
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

こ
の
点
は〈
哀
〉⑧
の
み
に
い
え
る
こ
と
で
は
な
い
。〈
哀
〉と
用
い
ら
れ
て
い

る
箇
所
は〈
哀
〉と
い
う
感
情
を
も
っ
て
語
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
理
由
が
あ
る

の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、〈
理
〉と〈
哀
〉は「
対

象
」に
対
し
て
同
情
や
共
感
を
示
す
こ
と
が
で
き
る
共
通
点
が
あ
る
。
そ
の
た

め
、〈
理
〉と
語
っ
て
い
る
箇
所
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
が「
哀
れ
」な
状
態
で
あ
る

こ
と
が「
も
っ
と
も
」で
あ
れ
ば
、〈
哀
〉と
置
き
換
え
る
こ
と
自
体
は
可
能
な
の

だ
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
対
象
に
対
し
て
寄
り
添
い
、
接
近
し
た
立
場
で

語
る
必
要
が
あ
る〈
哀
〉の
場
合
は
、
た
と
え「
も
っ
と
も
」な
状
況
で
あ
っ
て
も

〈
理
〉に
置
き
換
え
る
こ
と
は
で
き
ず
、〈
哀
〉と
語
る
必
要
が
あ
る
。
そ
う
し
な

け
れ
ば
、「
哀
れ
」と
い
う
語
り
手
の
感
慨
を
示
す
こ
と
が
で
き
ず
、
対
象
と
の

間
に
距
離
感
が
生
ま
れ
て
し
ま
う
た
め
で
あ
る
。
よ
っ
て
、〈
哀
〉は〈
理
〉と
置

き
換
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

『
保
元
物
語
』の「
語
り
」に
お
け
る〈
理
〉は
、
語
り
手
が
対
象
の
人
物
に
対
し

て
同
情
や
共
感
を
示
す
こ
と
が
で
き
る
重
要
な
言
葉
で
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ

る
。
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
語
り
手
が〈
理
〉と
語
っ
た
内
容
は
物
語

世
界
に
お
け
る「
理
」と
な
る
か
ら
で
あ
る
。
理
性
的
な
言
葉
で
あ
る〈
理
〉は
、

対
象
と
の
距
離
感
が
存
在
す
る
。
そ
の
た
め
、〈
哀
〉の
よ
う
に
直
接
的
な
感
慨

を
示
す
、
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
だ
が
、
距
離
感
が
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

〈
理
〉と
認
め
た
も
の
に
対
し
て「
正
当
性
」を
生
み
出
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ

る
。
対
象
の
人
物
に
対
し
て「
正
当
性
」を
付
与
す
る〈
理
〉、
接
近
し
た
位
置
か

ら
感
慨
を
示
す〈
哀
〉、
こ
の
二
つ
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
性
質
が
異
な
っ
て
は
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
ど
ち
ら
も「
語
り
手
」の
立
場
と
視
点
を
明
ら
か
に
し
、
自
ら

の
意
思
と
解
釈
を
示
す
重
要
な「
語
り
」な
の
で
あ
る
。

注１　
『
愚
管
抄
』巻
第
四
。
岡
見
正
雄
・
赤
松
俊
秀 

校
注『
日
本
古
典
文
学
大
系
86 

愚
管
抄
』（
岩
波
書

店
、
一
九
六
七
年
一
月
）（
二
〇
六
頁
）

２　

他
に
は
、
野
中
哲
照「『
保
元
物
語
』に
お
け
る
語
り
手
の〈
現
在
〉と
崇
徳
院
怨
霊
」（『
国
文
学
研

究
』一
〇
一
号
、
早
稲
田
大
学
国
文
学
会
、
一
九
九
〇
年
六
月
）、
村
上 

學「
半
井
本『
保
元
物
語
』に
関
す
る

一
考
察 

―
そ
の「
語
り
」と
本
文
の
形
成
に
関
し
て

―
」（『
国
語
と
国
文
学
』一
九
九
四
年
二
月
号
、

東
京
大
学
国
語
国
文
学
会
、
一
九
九
四
年
二
月
）等
が
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
。

３　

麻
生
美
子「『
保
元
物
語
』試
論 

―
為
朝
造
型
の
論
理
を
め
ぐ
っ
て

―
」（
日
本
文
学
研
究
資
料

刊
行
会 
編『
日
本
文
学
研
究
資
料
叢
書 

戦
記
文
学
』所
収
、
有
精
堂
、
一
九
七
四
年
九
月
）（
五
七
頁
）（
初
出『
軍
記
と
語

り
物
』七
号
、
軍
記
物
談
話
会
、
一
九
七
〇
年
四
月
）

４　

栃
木
孝
惟
・
日
下
力
・
益
田 

宗
・
久
保
田 

淳 

校
註『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
43　

保
元
物

語
・
平
治
物
語
・
承
久
記
』（
岩
波
書
店
、
一
九
九
二
年
七
月
）、「
保
元
物
語 

解
説
」、
第
二
節「
物
語
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の
構
想
・
物
語
の
内
容
」所
収
。（
五
六
五
頁
）

５　

相
良 

亨「
日
本
の『
理
』」（『
文
学
』五
五
号
、
岩
波
書
店
、
一
九
八
七
年
五
月
）（
八
〇
頁
・
下
段
）

６　

注
５
に
同
じ
。（
八
〇
頁
・
下
段
～
八
一
頁
・
上
段
）

７　
『
万
葉
集
』巻
第
五（
八
〇
〇
）。
詞
書
は「
神
亀
五
年
七
月
二
十
一
日
に
、
筑
前
国
守
山
上
憶

良
上
る
。
惑
へ
る
情
を
反
さ
し
む
る
歌
一
首
并
せ
て
序
」。
引
用
は
、
小
島
慶
之
・
木
下
正
俊
・

東
野
治
之 
校
注
・
訳『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
７ 

萬
葉
集
②
』（
小
学
館
、
一
九
九
五
年
四
月
）。

（
二
七
～
二
八
頁
）

８　

注
５
に
同
じ
。（
八
一
頁
・
上
段
）

９　

崇
徳
院
周
辺
の
人
物
で
い
え
ば
、「
白
河
→
堀
河
→
鳥
羽
→
崇
徳
」ま
で
は
親
子
で
皇
位
が
継

承
さ
れ
て
い
る
。「
崇
徳
→
近
衛
→
後
白
河
」は
兄
弟
間
で
の
継
承
で
あ
る
。「
後
白
河
→
二
条

→
六
条
」は
親
子
間
の
継
承
で
あ
り
、
幼
年
で
崩
御
し
た
六
条
院
の
次
は
後
白
河
院
の
子
供
で

あ
る
高
倉
院
に
移
る
。「
高
倉
→
安
徳
」も
親
子
間
継
承
で
、
安
徳
帝
と
在
位
期
間
が
重
複
し

て
い
る
後
鳥
羽
院
も
高
倉
院
の
子
で
あ
る
。
こ
こ
ま
で
を
ま
と
め
る
と
、
兄
弟
間
で
継
承
さ

れ
る
の
は
天
皇
が
幼
年
で
世
継
ぎ
が
い
な
い
ま
ま
崩
御
し
た
場
合
、
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。

そ
の
た
め
、
重
仁
親
王
と
い
う
崇
徳
院
の
息
子
が
存
在
し
な
が
ら
兄
弟
間
継
承
が
行
わ
れ
た

崇
徳
→
近
衛
→
後
白
河
は
直
近
の
例
を
考
え
れ
ば
異
例
だ
と
い
え
る
。
皇
室
の
系
図
に
つ
い

て
は
、
栃
木
孝
惟
・
日
下
力
・
益
田 

宗
・
久
保
田 

淳 

校
註『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
43　

保

元
物
語
・
平
治
物
語
・
承
久
記
』（
岩
波
書
店
、
一
九
九
二
年
七
月
）、
巻
末
資
料
系
図
１（
五
三
四
頁
） 

等
を
参
照
さ
れ
た
い
。

10　

栃
木
孝
惟
・
日
下
力
・
益
田 

宗
・
久
保
田 

淳 

校
註『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
43　

保
元
物

語
・
平
治
物
語
・
承
久
記
』（
岩
波
書
店
、
一
九
九
二
年
七
月
）。（
脚
注
三
三
、
三
四
）（
七
六
頁
）

11　

注
10
と
同
書
、「
通
例
は『
総（
摠
）持
院
』と
表
記
」。（
七
六
頁
・
脚
注
三
五
）本
稿
で
は『
保
元
物

語
』本
文
中
の
表
記
に
従
っ
た
。

12　

⑤
と
⑥
の
間
に
は「
家
弘
、
光
弘
、
習
ヌ
心
ニ
、
御
輿
ヲ『
カ
ナ
タ
コ
ナ
タ
ヘ
』ト
被
レ

仰
ケ

レ
バ
、
仰
ニ
随
テ
ゾ
仕
ル
。「
夜
ノ
程
ハ
仕
共
、
明
ナ
バ
。
何
ナ
ル
事
モ
ヤ
有
ン
ズ
ラ
ン
」ト
、

心
憂
共
ヲ
ロ
カ
也
」（
中
巻「
新
院
御
出
家
ノ
事
」七
八
頁
）と
い
う
本
文
が
あ
る
。

13　

原
水
民
樹「
凶
臣
頼
長
の
僭
上　

―
『
保
元
物
語
』の
一
立
場

―
」（『
徳
島
大
学
学
芸
紀
要（
人
文

科
学
）』三
二
巻
、
徳
島
大
学
教
育
学
部
、
一
九
八
二
年
一
一
月
）。（
七
頁
・
上
段
）

14　

注
13
に
同
じ
。（
七
頁
・
下
段
）

15　

佐
伯
真
一『
戦
場
の
精
神
史 

武
士
道
と
い
う
幻
影
』（
日
本
放
送
出
版
協
会
、
二
〇
〇
四
年
五
月
）、
第
二

章「
戦
場
の
フ
ェ
ア
・
プ
レ
イ
」、
第
一
節「
フ
ェ
ア
・
プ
レ
イ
と
合
戦
の
ル
ー
ル
」、「
名
乗
り

と
言
葉
戦
い
」。（
七
六
頁
）

16　
「
敵
ヲ
バ
、
八
郎
殿
ハ
、
郎
等
ヲ
以
射
セ
タ
リ
、
組
セ
タ
リ
、
戦
ヘ
共
、
能
敵
ト
名
乗
ラ
ヌ
限

ハ
、
矢
ヲ
惜
テ
射
ザ
リ
ケ
リ
」（
中
巻「
白
河
殿
攻
メ
落
ス
事
」六
〇
頁
）、「（
為
朝
）『
坂
東
ノ
者
ノ
習
、
親

死
、
子
死
共
、
カ
ヘ
リ
見
ズ
、
乗
超
々
々
戦
。
敵
ハ
多
シ
、
矢
ハ
少
シ
。
矢
種
射
尽
テ
ン

後
ハ
、
太
刀
打
ニ
成
ナ
ン
ニ
ハ
、
一
騎
ガ
百
騎
ニ
相
ト
云
共
、
叶
マ
ジ
。
門
被
レ
破
ナ
ン
ズ
。

他
所
ヨ
リ
ハ
破
ル
共
、
此
ヲ
バ
破
ラ
セ
ジ
ト
思
ナ
リ
。
大
将
軍
ノ
加
様
ニ
責
寄
テ
下
知
セ
ン

ニ
ハ
、
百
騎
ガ
一
騎
ニ
成
マ
デ
モ
兵
入
止
マ
ジ
。
サ
レ
バ
下
野
殿
ニ
、
矢
風
負
セ
申
サ
ン
ト

思
ハ
何
ニ
』」（
同
、
六
〇
頁
）

17　

崇
徳
院
と
後
白
河
院
に
つ
い
て
は
上
巻「
後
白
河
院
御
即
位
ノ
事
」、
頼
長
と
忠
通
に
つ
い
て

は「
新
院
御
謀
反
思
シ
召
シ
立
ツ
事
」に
お
い
て
そ
れ
ぞ
れ
語
ら
れ
て
い
る
。

18　

本
文
で
は「
左
馬
権
頭
」と
な
っ
て
い
る
。
だ
が
、
テ
キ
ス
ト
に「
文
本『
右
馬
権
頭
』。
彰
本

『
左
』を
見
せ
消
ち
、
南
都
本
に
よ
り『
右
』と
訂
す
。
兵
範
記『
右
馬
権
頭
』。（
後
略
）」（
脚
注
四
八
、

八
二
頁
）と
あ
る
た
め
、
義
朝
が
最
初
に
任
官
さ
れ
た
の
は「
右
馬
権
頭
」だ
と
解
釈
し
た
。

19　
「
左
馬
寮
は
右
馬
寮
と
と
も
に
官
馬
の
調
教
、
飼
育
、
馬
具
の
こ
と
な
ど
を
掌
る
。
左
馬
寮
の

長
官
が
左
馬
頭
。
左
馬
権
頭
は
左
馬
頭
の
次
位
。
正
官
を
補
佐
す
る
。
左
馬
助（
次
官
）の
上

位
」（
脚
注
四
八
、
八
二
頁
）。
な
お
、
注
18
で
述
べ
た
理
由
に
よ
り
、
本
稿
で
は
右
馬
寮
を
例
に
挙

げ
た
。

20　
「
令
制
で
諸
国
を
大
・
上
・
中
・
下
の
国
の
四
等
級
に
分
け
た
。
安
芸
国
は
上
国
、
播
磨
国
は

大
国
に
あ
た
る
」（
脚
注
四
七
、
八
二
頁
）

21　

①「
天
下
ノ
諸
人
モ
カ
ク
思
ケ
ル
所
ニ
、
ヲ
モ
ヒ
ノ
外
ナ
ル
美
福
門
院
ノ
御
計
デ
、
後
白
河

院
ノ
四
宮
ト
テ
ウ
チ
コ
メ
ラ
レ
テ
渡
ラ
セ
給
シ
ヲ
、
位
ニ
付
奉
セ
給
。
高
キ
モ
賤
モ
、
誠
ノ
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親
ナ
ラ
ヌ
御
隔
ニ
テ
、
女
院
角
被
二
思
食
一
ケ
ル
。
新
院
ト
ハ
一
ツ
御
腹
ニ
テ
ワ
タ
ラ
セ
給
シ

カ
ド
モ
、
女
院
モ
テ
ナ
シ
奉
リ
、
法
皇
ニ
モ
内
々
コ
シ
ラ
ヘ
申
サ
セ
給
ケ
ル
ト
ゾ
ウ
ケ
給
ル
」、

④「
サ
レ
バ
昔
シ
将
門
ガ
東
八
ケ
剋
ヲ
打
取
テ
、
都
ヘ
責
上
ル
ト
聞
シ
カ
バ
、
竜
顔
色
ヲ
失
、

人
臣
悉
騒
テ
、
諸
寺
諸
社
ニ
テ
是
ヲ
調
伏
セ
シ
カ
共
、
其
験
無
リ
シ
ニ
、
延
暦
寺
ノ
座
主
法

性
坊
尊
意
僧
正
宣
旨
ヲ
蒙
テ
、
講
堂
ニ
シ
テ
不
動
ヲ
安
置
シ
テ
、
鎮
護
国
家
ノ
法
ヲ
修
セ
ラ

レ
シ
ニ
、
将
門
弓
箭
ヲ
帯
シ
テ
炉
壇
ノ
炎
ノ
中
ニ
影
ハ
ル
ト
見
テ
、
無
レ
程
被
レ
打
キ
。
両
座

主
祈
念
答
テ
、
二
代
ヲ
護
奉
」、
⑤「（
崇
徳
院
）『
コ
ハ
悲
事
哉
。
立
宿
ベ
キ
方
モ
、
今
ハ
無
身

ト
成
ヌ
ル
事
ヨ
』ト
被
レ
仰
」、
⑥「
山
中
ニ
テ
水
ヲ
キ
コ
シ
食
ツ
ル
外
ハ
、
夜
部
ヨ
リ
今
マ
デ

何
ニ
モ
進
ネ
バ
」

22　

栃
木
孝
惟
が「
物
語
の
世
界
に
お
い
て
も
、
以
後
、
蓮
如
の
夢
を
介
し
て
崇
徳
院
怨
霊
の
発
動

と
跳
梁
が
示
唆
さ
れ
る
が
、
物
語
の
作
者
は
、
こ
の
崇
徳
院
怨
霊
の
活
動
を
鎮
め
る
も
の
と

し
て
、
こ
れ
も
歴
史
上
の
事
実
と
し
て
知
ら
れ
る
か
の
西
行
の
讃
岐
訪
問
の
は
な
し
を
置
い

た
。（
中
略
）物
語
の
作
者
は
、
こ
の
歌
の
詠
ま
れ
た
仁
安
三
年（
一
一
六
八
）（
仁
安
二
年
説
も

あ
り
）以
後
の
崇
徳
院
怨
霊
の
活
動
を
信
じ
る
都
の
事
情
に
は
目
を
つ
む
り
、
こ
の
西
行
の

詠
歌
を
も
っ
て「
怨
霊
モ
静
リ
給
フ
ラ
ン
ト
ゾ
聞
シ
」と
記
し
、
崇
徳
院
怨
霊
鎮
魂
の
成
立
を

も
っ
て
、
一
つ
の
閉
じ
目
と
す
る
の
で
あ
る
」と
述
べ
て
い
る
。（
栃
木
孝
惟
・
日
下
力
・
益
田 

宗
・

久
保
田 

淳 

校
註『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
43　

保
元
物
語
・
平
治
物
語
・
承
久
記
』（
岩
波
書
店
、
一
九
九
二
年
七
月
）、

「
保
元
物
語 

解
説
」、
第
二
節「
物
語
の
構
想
・
物
語
の
内
容
」）（
五
六
八
頁
）ま
た
、
野
中
哲
照「『
保
元
物
語
』

に
お
け
る
語
り
手
の〈
現
在
〉と
崇
徳
院
怨
霊
」（『
国
文
学
研
究
』一
〇
一
号
、
早
稲
田
大
学
国
文
学
会
、
一

九
九
〇
年
六
月
）に
お
い
て
も
、『
保
元
物
語
』に
お
け
る
崇
徳
院
怨
霊
鎮
魂
の
目
的
に
つ
い
て
全

体
的
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

23　

森
井
典
男「『
保
元
物
語
』の
形
成
と
発
展 

―
「
語
り
も
の
」の
形
成
に
関
す
る
一
試
論

―
」

（
日
本
文
学
研
究
資
料
刊
行
会 

編『
日
本
文
学
研
究
資
料
叢
書 

戦
記
文
学
』（
有
精
堂
、
一
九
七
四
年
九
月
）所
収
、
一
三

頁
）（
初
出『
國
文
論
叢
』８
号
、
神
戸
大
学
国
語
国
文
学
会
、
一
九
六
〇
年
五
月
）。
な
お
、
森
井
は「
為
朝
説
話

が
後
入
に
よ
っ
て
付
加
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
推
測
が
な
さ
れ
て
き
た
」（
一
二
頁
）と
い

う
点
に
も
触
れ
た
上
で
、
半
井
本
成
立
事
典
で
為
朝
説
話
は
既
に
存
在
し
、
金
刀
比
羅
本
に

お
い
て
構
想
上
の
理
由
か
ら
削
除
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
論
を
展
開
し
て
い
る
。

24　

永
積
安
明
・
島
田
勇
夫 

校
註『
日
本
古
典
文
学
大
系　

保
元
物
語
・
平
治
物
語
』（
岩
波
書
店
、
一

九
六
一
年
七
月
）（
一
八
一
頁
）

※
本
稿
に
お
け
る
人
物
の
表
記
は
、
そ
の
時
々
の
官
位
や
実
際
の
呼
称
に
関
わ
ら
ず
、
一
つ
の
呼

称
に
統
一
し
た
。
た
と
え
ば
、「
崇
徳
上
皇
」は
物
語
開
始
の
時
点
で
は
天
皇
で
あ
る
が
、
話
の

進
行
に
合
わ
せ
て
上
皇
に
な
る
た
め
、
呼
称
が
変
わ
る
。
ま
た
、
語
り
手
に
よ
っ
て「
新
院
」と

呼
ば
れ
た
り
す
る
な
ど
、
崇
徳
上
皇
を
指
す
言
葉
は
数
多
く
存
在
す
る
。
よ
っ
て
、
表
記
上
の

混
乱
を
避
け
る
た
め
に
、
ど
の
時
代
の
話
を
し
て
い
た
と
し
て
も「
崇
徳
院
」の
表
記
に
統
一
し

た
。
他
の
皇
族
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
り
、
原
則
と
し
て
院
号
で
表
記
し
た
。
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修
士
論
文
題
目
及
び
内
容
の
要
旨

『
保
元
物
語
』
の
研
究

　
　

―
半
井
本
の
「
語
り
」
に
お
け
る
〈
理
〉
と
〈
哀
〉
を
中
心
と
し
て

―

『
保
元
物
語
』は
、
保
元
元
年（
一
一
五
六
）に
起
き
た
保
元
の
乱
を
題
材
に
し

た
軍
記
物
語
で
あ
る
。『
愚
管
抄
』の
記
述
に
も
あ
る
よ
う
に
、
保
元
の
乱
は
日

本
が
武
士
社
会
へ
と
変
化
し
て
い
く
に
あ
た
っ
て
重
要
な
戦
乱
だ
っ
た
。
そ
の

よ
う
な
戦
い
を
描
い
た『
保
元
物
語
』は
、
後
に『
平
治
物
語
』『
平
家
物
語
』『
承

久
記
』と
合
わ
せ
て「
四
部
合
戦
状
」と
も
呼
ば
れ
て
お
り
、
文
学
史
的
に
み
て

も
価
値
の
あ
る
作
品
だ
と
い
え
る
。
本
稿
で
は『
保
元
物
語
』の「
語
り
」に
着
目

す
る
こ
と
で
、
こ
の
作
品
が
何
を
目
的
と
し
て
描
か
れ
た
も
の
な
の
か
、
と
い

う
意
図
を
考
察
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
。

『
保
元
物
語
』の「
語
り
」に
は
、
特
に
注
目
す
べ
き
言
葉
が
二
つ
存
在
す
る
。

そ
れ
は〈
理

こ
と
わ
り〉（
理
ナ
リ
）と〈
哀
あ
わ
れ
〉（
哀
ナ
リ
）で
あ
る
。
本
来
の
言
葉
の
意
味
で
い

え
ば
、「
理
」は
規
範
意
識
や
道
徳
を
指
し
、
決
し
て
揺
る
ぎ
よ
う
の
な
い
概
念

で
あ
る
。
反
対
に
、「
哀
れ
」は
発
言
者
が
他
者
に
向
け
た
哀
れ
み
の
感
情
を
表

し
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
理
性
的
な
言
葉
で
あ
る「
理
」と
感
情
を
表
す「
哀
れ
」

は
対
極
に
位
置
し
た
言
葉
の
よ
う
に
捉
え
ら
れ
る
。

『
保
元
物
語
』に
お
い
て〈
理
〉は
登
場
人
物
の
考
え
や
行
動
を「
も
っ
と
も
で

あ
る
」と
認
め
る
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
。
ま
た〈
哀
〉は
、
相
手
に
対
し

て
同
情
や
共
感
を
示
す
意
味
が
あ
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、

〈
理
〉と〈
哀
〉は
発
言
者
が
相
手
を
肯
定
す
る
意
が
あ
る
、
と
い
う
部
分
で
共
通

し
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
語
り
手
が
何
を
肯
定
す
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
は
、

『
保
元
物
語
』の「
語
り
」の
意
図
に
繋
が
っ
て
く
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。
よ
っ

阿　

部　

日
菜
子

て
、
本
稿
で
は『
保
元
物
語
』の「
語
り
」に
お
け
る〈
理
〉と〈
哀
〉を
中
心
に
考
察

を
行
っ
た
。
な
お
、
今
回
は『
保
元
物
語
』と
い
う
作
品
そ
の
も
の
の
意
図
を
探

る
こ
と
が
目
的
で
あ
る
た
め
、『
保
元
物
語
』の
諸
本
の
中
で
最
も
古
態
を
留
め

る
と
さ
れ
る
半
井
本
を
中
心
に
扱
っ
た
。
テ
キ
ス
ト
と
し
て
は
栃
木
孝
惟
・
日

下
力 

他 

校
註『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
43　

保
元
物
語
・
平
治
物
語
・
承
久

記
』（
岩
波
書
店
、
一
九
九
二
年
七
月
）を
使
用
し
た
。
以
下
、
引
用
し
た
本
文
と
そ
の

後
に
括
弧
で
示
し
た
頁
数
は
本
書
に
拠
る
。

第
一
章
で
は
、
本
稿
で
扱
う〈
理
〉と〈
哀
〉の
定
義
付
け
を
行
っ
た
後
に
、

『
保
元
物
語
』『
平
治
物
語
』『
平
家
物
語
』の〈
理
〉と〈
哀
〉の
比
較
検
討
を
行
っ
た
。

本
稿
で
扱
う〈
理
〉は「
有
為
ノ
理
」「
生
者
必
滅
ノ
理
」な
ど
、「
～
の
理
」と
い

っ
た
形
で
表
現
さ
れ
た「
理
」を
除
い
た
も
の
で
あ
る
。〈
哀
〉は
感
動
詞（
間
投

詞
）を
除
い
た
も
の
と
し
た
。
ど
ち
ら
も
、
除
外
し
た「
理
」「
哀
れ
」は
語
り
手

の
意
図
や
意
思
が
十
分
に
反
映
さ
れ
て
い
る
と
は
い
え
な
い
、
と
い
う
こ
と
が

理
由
で
あ
る
。

『
保
元
物
語
』に
お
け
る〈
理
〉の
特
徴
は
、「
も
っ
と
も
で
あ
る
」と
い
う
意
味

の
み
を
示
す〈
理
〉の
他
に
、「
哀
れ
」と
い
う
感
情
を
内
包
す
る〈
理
〉が
存
在
す

る
、
と
い
う
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
ま
た
、『
保
元
物
語
』の〈
理
〉は
物
語
の
重

要
な
局
面
に
お
け
る「
評
語
」と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
が
重
要

な
点
で
あ
る
。『
保
元
物
語
』の〈
哀
〉は
、
殆
ど
の
用
例
が
語
り
手
に
よ
っ
て
発
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せ
ら
れ
た
も
の
だ
っ
た
。
そ
の
た
め
、〈
哀
〉と
い
う
感
情
に
お
け
る
語
り
手
の

主
体
性
は
高
い
。

『
平
治
物
語
』の〈
理
〉は
、「
も
っ
と
も
で
あ
る
」と
認
め
た
も
の
の
内
容
が

「
直
前
の
行
動
や
言
動
」を
示
し
て
い
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
、『
平
治
物
語
』の

〈
理
〉は『
保
元
物
語
』の
よ
う
に
物
語
に
と
っ
て
重
要
な
局
面
を
結
ぶ
法
語
で
あ

る
と
は
い
え
な
い
。
ま
た
、『
平
治
物
語
』の〈
哀
〉は
、
語
り
手
が
登
場
人
物
の

心
情
を
描
写
し
て
い
る
際
に〈
哀
〉と
用
い
て
い
る
こ
と
が
特
徴
で
あ
る
。
語
り

手
が
自
ら
の
心
情
を〈
哀
〉と
述
べ
て
い
た『
保
元
物
語
』と
比
較
す
れ
ば
、『
平

治
物
語
』の〈
哀
〉は
語
り
手
自
身
の
心
情
と
は
い
え
な
い
。
こ
の
点
か
ら
い
え

ば
、『
平
治
物
語
』の
語
り
手
は
物
語
の
登
場
人
物
に
対
し
て
距
離
が
あ
る
こ
と

が
わ
か
っ
た
。

『
平
家
物
語
』の〈
理
〉は
、
全
体
の
用
例
数
と
比
較
す
れ
ば
、
評
語
と
し
て
用

い
ら
れ
た
例
が
少
な
い
、
と
い
う
こ
と
が
特
徴
で
あ
る
。『
平
家
物
語
』に
お
い

て
評
語
と
し
て
用
い
ら
れ
た〈
理
〉は『
平
治
物
語
』系
の〈
理
〉と
、〈
理
〉と〈
哀
〉

が
併
用
さ
れ
た〈
理
〉の
二
種
類
に
大
別
す
る
こ
と
が
で
き
た
。『
平
治
物
語
』系

の〈
理
〉と
は
、「
も
っ
と
も
で
あ
る
」と
い
う
意
味
の
み
を
示
し
、
認
め
た
内
容

が
物
語
全
体
に
関
わ
る
も
の
で
は
な
い〈
理
〉で
あ
る
。〈
理
〉と〈
哀
〉が
併
用
さ

れ
た〈
理
〉は
、「
理
と
お
ぼ
え
て
哀
れ
な
る
」と
い
う
よ
う
な
言
い
回
し
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
表
現
は『
保
元
物
語
』『
平
治
物
語
』に
は
み
ら
れ
な
か
っ
た
。
そ
の

た
め
、『
平
家
物
語
』の
大
き
な
特
徴
だ
と
い
え
る
だ
ろ
う
。「
理
と
お
ぼ
え
て

哀
れ
な
る
」は
、〈
哀
〉が〈
理
〉と
共
に
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
語

り
手
の
感
慨
が
強
く
浮
き
出
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。
ま

た
、
評
語
と
し
て
の〈
理
〉で
は
な
い
も
の
の
、「〈
理
〉を
ま
げ
る
」と
い
う
表
現

も『
平
家
物
語
』特
有
の
も
の
だ
と
い
う
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
こ
の
場
合
の〈
理
〉

は
す
べ
て
発
言
者
が
語
り
手
で
は
な
く
登
場
人
物
の
誰
か
で
あ
る
。
そ
し
て
、

発
言
者
が
発
す
る〈
理
〉は
そ
の
内
容
を
理
解
し
た
上
で
そ
れ
を
曲
げ
る
よ
う
に

要
求
し
て
い
る
こ
と
が
共
通
す
る
。
そ
の
た
め
、「〈
理
〉を
ま
げ
る
」の
場
合
、

「
理
」の
主
体
性
は
発
言
者
で
は
な
く
会
話
の
相
手
に
あ
る
と
い
う
こ
と
が
わ
か

っ
た
。

『
平
家
物
語
』の〈
哀
〉は
、
ま
ず
用
例
の
数
が
非
常
に
多
い
。
そ
れ
と
比
例
す

る
よ
う
に
、
用
例
の
種
類
も
多
岐
に
わ
た
っ
て
い
る
。
そ
の
中
で
も
、
代
表
的

な
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
は「
お
し
は
か
ら
れ
て（
思
ひ
や
ら
れ
て
）哀
れ
な
る
」

と
い
う
表
現
で
あ
る
。
こ
れ
は
語
り
手
が
相
手
の
心
情
を
推
量
す
る〈
哀
〉と
い

え
る
。
そ
の
た
め
、
こ
の
点
で
は『
平
治
物
語
』の〈
哀
〉と
似
た
用
い
ら
れ
方
を

し
て
い
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。
だ
が
、『
平
家
物
語
』で
は〈
哀
〉に「
お
し
は

か
ら
れ
て（
思
ひ
や
ら
れ
て
）」と
い
う
言
葉
が
付
随
し
て
い
る
た
め
、
語
り
手

が「
推
量
す
る
」と
い
う
、
あ
る
程
度
の
主
体
性
が
見
受
け
ら
れ
る
。『
平
治
物

語
』の〈
哀
〉は
語
り
手
が
登
場
人
物
の
心
情
を
代
弁
す
る
用
法
で
用
い
ら
れ
て

い
た
た
め
、
語
り
手
の
意
思
と
し
て「
哀
れ
」と
い
う
感
情
が
あ
る
か
ど
う
か
は

不
明
瞭
だ
っ
た
。
対
し
て
、『
平
家
物
語
』は「
お
し
は
か
ら
れ
て（
思
ひ
や
ら
れ

て
）」と
い
う
思
考
の
後
に〈
哀
〉と
結
ば
れ
て
い
る
の
で
、「
哀
」と
い
う
感
慨
は

語
り
手
の
も
の
だ
と
い
う
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
こ
の「
お
し
は
か
ら

れ
て（
思
ひ
や
ら
れ
て
）哀
れ
な
り
」と
い
う
言
い
回
し
は『
保
元
物
語
』や『
平
治

物
語
』に
は
み
ら
れ
な
い
。
以
上
の
点
が
、『
平
家
物
語
』に
お
け
る
相
手
を
推

量
す
る〈
哀
〉の
特
徴
で
あ
る
。

『
保
元
物
語
』の〈
理
〉と〈
哀
〉を『
平
治
物
語
』『
平
家
物
語
』と
比
較
し
た
結
果
、

『
保
元
物
語
』に
お
け
る〈
理
〉と〈
哀
〉は
他
の
作
品
と
比
べ
て
も
、
語
り
手
の
主

体
性
が
高
い
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
、『
保
元
物
語
』に
お
け
る〈
理
〉

と〈
哀
〉と
い
う
言
葉
が
語
り
手
の
意
思
や
考
え
を
十
分
に
反
映
し
て
い
る
も
の
、

と
い
う
こ
と
に
繋
が
っ
て
く
る
。
よ
っ
て
、『
保
元
物
語
』に
お
け
る〈
理
〉と

〈
哀
〉を
考
察
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
語
り
」の
目
指
し
た
意
図
や
目
的
が
明
ら

か
に
な
る
と
考
え
ら
れ
た
。
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第
二
章
で
は
、
半
井
本『
保
元
物
語
』と
他
の
諸
本
と
の
比
較
検
討
を
行
っ
た
。

ま
ず
、『
保
元
物
語
』に
お
い
て
最
も
重
要
な〈
理
〉だ
と
思
わ
れ
る
、
崇
徳
院
が

恨
み
を
募
ら
せ
る
場
面
の〈
理
〉を
例
に
考
察
を
行
っ
た
。
以
下
は
半
井
本
の
該

当
箇
所
で
あ
る
。

久
寿
二
年
七
月
廿
三
日
、
ハ
カ
ラ
ザ
ル
ニ
近
衛
院
カ
ク
レ
サ
セ
給
ヌ
。
御

歳
十
七
、
惜
カ
ル
ベ
キ
事
也
。
法
皇
・
女
院
ノ
御
歎
ナ
ノ
メ
ナ
ラ
ズ
、
申

モ
愚
ナ
リ
。
新
院
、
此
ヲ
リ
ヲ
ヱ
テ
、「
我
身
コ
ソ
位
ニ
不
レ
被
レ
付
ト
モ
、

重
仁
親
王
ハ
、
今
度
ハ
位
ニ
ハ
遁
ジ
物
ヲ
」ト
待
ウ
ケ
サ
セ
給
ケ
リ
。
天

下
ノ
諸
人
モ
カ
ク
思
ケ
ル
所
ニ
、
ヲ
モ
ヒ
ノ
外
ナ
ル
美
福
門
院
ノ
御
計
デ
、

後
白
河
院
ノ
四
宮
ト
テ
ウ
チ
コ
メ
ラ
レ
テ
渡
ラ
セ
給
シ
ヲ
、
位
ニ
付
奉
セ

給
。
高
キ
モ
賤
モ
、
誠
ノ
親
ナ
ラ
ヌ
御
隔
ニ
テ
、
女
院
角
被
二
思
食
一
ケ

ル
。
新
院
ト
ハ
一
ツ
御
腹
ニ
テ
ワ
タ
ラ
セ
給
シ
カ
ド
モ
、
女
院
モ
テ
ナ
シ

奉
リ
、
法
皇
ニ
モ
内
々
コ
シ
ラ
ヘ
申
サ
セ
給
ケ
ル
ト
ゾ
ウ
ケ
給
ル
。
是
ニ

ヨ
リ
、
新
院
御
恨
一
入
ゾ
マ
サ
ラ
セ
給
ゾ
理
ナ
ル
。

（
上
巻「
後
白
河
院
御
即
位
ノ
事
」六
頁
）

半
井
本
と〈
理
〉の
箇
所
が
一
致
し
て
い
る
の
は
古
活
字
本
だ
っ
た
。
古
活
字

本
は
こ
の
箇
所
の
他
に
、
美
福
門
院
に
関
す
る
場
面
で
も「
こ
と
は
り
」と
い
う

言
葉
を
用
い
て
い
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
諸
本
に
よ
っ
て「
何
を〈
理
〉と
す
る

の
か
」と
い
う
点
に
お
い
て
差
異
が
生
じ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
そ
の
た

め
、〈
理
〉と
い
う
言
葉
は
見
受
け
ら
れ
な
か
っ
た
も
の
の
、
鎌
倉
本
、
京
図
本
、

金
刀
比
羅
本
の
同
一
箇
所
を
確
認
し
、
検
討
を
行
っ
た
。
考
察
の
結
果
、
こ
の

場
面
に
お
い
て
諸
本
の
語
り
手
が
崇
徳
院
と
美
福
門
院
の
ど
ち
ら
に
寄
っ
た

「
語
り
」を
行
っ
て
い
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。

特
に
崇
徳
院
に
寄
っ
て
い
る
本
…
…
半
井
本

崇
徳
院
に
寄
っ
て
い
る
本
…
…
金
刀
比
羅
本

中
立
…
…
鎌
倉
本
、
古
活
字
本

美
福
門
院
に
寄
っ
て
い
る
本
…
…
京
図
本

金
刀
比
羅
本
と
京
図
本
の
本
文
は
似
通
っ
て
い
る
が
、
金
刀
比
羅
本
で
は
崇

徳
院
が
不
本
意
な
退
位
を
し
た
こ
と
が
明
確
に
語
ら
れ
て
い
る
点
、
次
の
天
皇

は
重
仁
だ
ろ
う
と
崇
徳
院
以
外
の
人
物
が
考
え
て
い
た
描
写
が
あ
る
点
な
ど
か

ら
、
金
刀
比
羅
本
の
語
り
手
は
崇
徳
院
に
寄
っ
た
立
場
を
と
っ
て
い
る
と
判
断

し
た
。
だ
が
、
金
刀
比
羅
本
は
崇
徳
院
が
近
衛
院
を
呪
詛
し
た
と
い
う
こ
と
に

も
触
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
す
べ
て
に
お
い
て
崇
徳
院
に
寄
っ
た
語
り
を
行

う
半
井
本
と
同
じ
性
格
で
あ
る
と
は
い
え
な
い
。
だ
が
、
古
態
を
留
め
る
と
考

え
ら
れ
て
い
る
半
井
本
が
こ
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、『
保
元

物
語
』と
い
う
作
品
そ
の
も
の
が
、
本
来
は
崇
徳
院
に
寄
っ
た
立
場
を
と
っ
て

い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

今
後
の
流
れ
と
し
て
、
崇
徳
院
は
乱
を
起
こ
し
敗
北
、
流
罪
の
後
に
怨
霊
化

す
る
。
そ
の
た
め
、
そ
も
そ
も
の
発
端
で
あ
る「
恨
み
」を
語
り
手
が〈
理
〉と
認

め
る
か
ど
う
か
は『
保
元
物
語
』が
崇
徳
院
を
ど
う
捉
え
る
か
、
果
て
は
怨
霊
鎮

魂
の
目
的
が
あ
る
の
か
、
と
い
う
点
に
繋
が
っ
て
く
る
。
そ
の
た
め
、
古
態
を

留
め
る
と
さ
れ
る
半
井
本
が
、
発
端
部
に
お
い
て
崇
徳
院
の
非
を
語
ら
ず
に
そ

の
恨
み
を
認
め
て
い
る
こ
と
に
は
大
き
な
意
味
が
あ
る
。
崇
徳
院
の
恨
み
を

〈
理
〉と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、『
保
元
物
語
』は
崇
徳
院
に
寄
り
添
う
姿
勢
を
示

し
、
作
品
を
通
し
て
崇
徳
院
怨
霊
鎮
魂
を
表
現
す
る
意
思
を
強
く
持
っ
て
い
る

の
だ
と
考
え
ら
れ
た
。

半
井
本
と
他
の
諸
本
の
大
き
な
違
い
は
、
崇
徳
院
が
近
衛
院
を
呪
詛
し
た
、
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と
い
う
描
写
が
一
切
無
い
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
半
井
本
の
崇
徳
院
は
不

本
意
な
退
位
を
強
い
ら
れ
た
挙
句
に
美
福
門
院
の
策
略
に
よ
っ
て
再
起
の
道
を

絶
た
れ
た
、
と
い
う
描
か
れ
方
に
な
っ
て
い
る
。

古
活
字
本
に
お
い
て
は
、
半
井
本
と
同
様
の
箇
所
で〈
理
〉と
結
ば
れ
て
い
る
。

だ
が
、
そ
れ
以
前
の
鳥
羽
院
と
美
福
門
院
の
嘆
き
を「
こ
と
は
り
」と
い
う
言
葉

で
語
り
、
崇
徳
院
の
呪
詛
に
つ
い
て
も
触
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
古
活
字
本

は
崇
徳
院
、
美
福
門
院
ど
ち
ら
か
の
視
点
に
寄
る
こ
と
は
せ
ず
に
、
中
立
の
立

場
で
あ
る
と
い
え
る
。
よ
っ
て
、
こ
の
場
面
に
お
け
る
古
活
字
本
の〈
理
〉は
、

半
井
本
に
お
け
る〈
理
〉の
よ
う
に
、
読
者
を
崇
徳
院
の
側
に
引
き
込
む
効
果
は

無
い
、
と
考
え
ら
れ
た
。

次
に
、
半
井
本
と〈
理
〉の
箇
所
が
一
致
し
て
い
る
箇
所
が
多
い
文
保
本
と
古

活
字
本
に
つ
い
て
の
考
察
を
行
っ
た
。
文
保
本
は
半
井
本
と
同
じ
く
第
一
類
に

属
す
る
テ
キ
ス
ト
で
あ
る
。
そ
の
た
め
か
、
本
文
の
異
同
も
そ
れ
ほ
ど
大
き
く

は
な
い
。
こ
れ
が
示
す
こ
と
は
、
第
一
類
の
テ
キ
ス
ト
に
お
い
て
は〈
理
〉が
共

通
し
た
意
識
で
用
い
ら
れ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
第
一
類
は『
保
元

物
語
』諸
本
の
中
で
も
古
態
を
留
め
て
い
る
と
さ
れ
て
い
る
の
で
、
半
井
本
・

文
保
本
が〈
理
〉を
同
様
に
用
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
派
生
し
て
い
く
他
の

諸
本
を
考
察
す
る
上
で
の
基
盤
と
な
っ
て
い
く
。
も
ち
ろ
ん
、
共
通
す
る
箇
所

の
多
い
部
分
も『
保
元
物
語
』と
い
う
作
品
全
体
に
通
じ
る「
理
」で
あ
る
と
い
え

る
。
だ
が
、
古
態
本
に
お
け
る「
理
」は
、
た
と
え
他
の
諸
本
に
お
い
て
消
滅
、

あ
る
い
は
違
う
表
現
に
置
き
換
え
ら
れ
て
い
た
と
し
て
も
、
本
来
の『
保
元
物

語
』に
お
け
る「
理
」が
何
か
、
と
い
う
こ
と
を
示
す
も
の
に
な
っ
て
い
る
の
で

は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
た
。

古
活
字
本
は
、
半
井
本
と
の
本
文
自
体
の
異
同
は
大
き
い
。
そ
う
で
あ
り
な

が
ら
、
半
井
本
と〈
理
〉の
箇
所
が
似
通
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
半
井
本
の

「
理
」意
識
を
古
活
字
本
が
受
け
継
い
で
い
る
、
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
と

思
わ
れ
る
。
半
井
本
と
古
活
字
本
の
相
似
に
つ
い
て
は
永
積
安
明
な
ど
、
様
々

な
研
究
に
お
い
て
既
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、〈
理
〉と
い
う
観
点
か
ら
み
て
も

そ
れ
が
う
か
が
え
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
ま
た
、
古
活
字
本
は
、
登
場
人
物
の

心
の
葛
藤
等
を
切
り
捨
て
て
語
る
傾
向
が
あ
る
こ
と
も
先
行
研
究
に
よ
っ
て
指

摘
さ
れ
て
い
る
。
古
活
字
本
が
そ
の
よ
う
な
性
格
だ
と
す
れ
ば
、
崇
徳
院
の
恨

み
を〈
理
〉と
述
べ
た
こ
と
は
と
て
も
重
要
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
な
ぜ
な

ら
、
こ
の〈
理
〉は
登
場
人
物（
こ
の
場
合
は
崇
徳
院
）の
気
持
ち
に
寄
り
添
い
、

共
感
を
示
し
て
い
る
、
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、「
人
間
の

多
様
な
描
写
を
切
り
捨
て
」る
傾
向
が
あ
る
古
活
字
本
に
と
っ
て
も
、
崇
徳
院

の
恨
み
を〈
理
〉と
認
め
る
こ
と
は
必
要
不
可
欠
な
手
続
き
だ
っ
た
の
だ
と
考
え

ら
れ
た
。

次
に
、〈
哀
〉に
つ
い
て
考
察
を
行
っ
た
。
半
井
本
の〈
哀
〉の
箇
所
と
諸
本
が

ど
の
程
度
一
致
し
て
い
る
か
を
調
べ
た
結
果
、
半
井
本
と〈
哀
〉が
同
一
の
箇
所

で
用
い
ら
れ
て
い
る
諸
本
は
少
な
い
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
こ
の
理
由
と
し
て
考

え
ら
れ
た
の
は
、「
哀
れ
」は
感
情
と
密
接
に
結
び
つ
い
た
言
葉
で
あ
る
、
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、〈
哀
〉は
個
人
的
な
感
情
と
し
て
表
現
さ
れ
て
い
る
。

語
り
手
が
同
じ『
保
元
物
語
』と
い
う
作
品
で
は
あ
る
が
、
違
う
テ
キ
ス
ト
で
あ

る
以
上
、「
語
り
」そ
れ
ぞ
れ
に
意
図
が
存
在
す
る
。
そ
の
た
め
、
一
つ
の
出
来

事
に
対
し
て「
哀
れ
」と
い
う
感
慨
を
示
す
場
面
に
お
い
て
、
必
ず
し
も
そ
の
感

情
が
完
全
に
一
致
す
る
と
は
限
ら
な
い
。
と
あ
る
出
来
事
や
対
象
と
な
る
人
物

に
対
し
て
、〈
哀
〉と
表
現
す
る
語
り
手
と
そ
れ
以
外
の
感
情
表
現
を
行
う
語
り

手
が
い
る
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
同
一
の
箇
所
を
諸
本
に
よ
っ
て
ど
の
よ
う
に

語
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
為
義
の
幼
い
子
供
た
ち
の
処
刑
に
係
る

場
面
を
取
り
上
げ
て
検
討
を
行
っ
た
。
以
下
は
半
井
本
の
本
文
で
あ
る
。

波
多
野
次
郎
承
テ
、
五
十
騎
計
ノ
勢
ニ
テ
、
六
条
堀
川
ノ
為
義
法
師
ガ
宿
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所
ニ
行
向
。
母
上
ハ
物
詣
シ
テ
無
リ
キ
。
当
腹
ニ
、
十
三
ニ
成
ル
乙
若
殿
、

十
一
ニ
成
ル
亀
若
殿
、
九
ニ
ナ
ル
鶴
若
殿
、
七
ニ
成
天
王
殿
ト
テ
四
人
有

ケ
ル
ヲ
、
波
多
野
次
郎
申
ケ
ル
ハ
、「
今
日
又
、
都
ニ
軍
ア
ル
ベ
シ
ト
テ
、

入
道
殿
ハ
船
岡
山
ニ
籠
ラ
セ
給
テ
候
ガ
、『
君
達
、
皆
具
シ
進
テ
参
』ト
候

ツ
ル
也
。
疾
々
御
輿
ニ
奉
ツ
レ
」ト
申
セ
バ
、
四
人
ノ
子
共
、
今
度
ノ
軍

ノ
後
ハ
イ
マ
ダ
父
ヲ
モ
見
ズ
、
出
家
ト
ハ
聞
ケ
共
、
替
レ
ル
姿
モ
見
ザ
リ

ケ
レ
バ
、
呼
ト
聞
ウ
レ
シ
サ
ニ
、
我
前
ニ
乗
ラ
ン
ト
、
輿
ノ
中
ヘ
争
イ
入

コ
ソ
無
懺
ナ
レ
。
道
ス
ガ
ラ
モ
、
音
々
口
々
ニ
、
輿
舁
共
ヲ
、「
遅
シ
ヤ

〳
〵
」ト
勧
メ
ケ
ル
コ
ソ
墓
ナ
ケ
レ
。
羊
ノ
歩
ノ
近
付
共
、
知
ラ
ザ
リ
ケ

ル
コ
ソ
哀
ナ
ル
。

（
下
巻「
義
朝
ノ
幼
少
ノ
弟
悉
ク
失
ハ
ル
ル
事
」一
〇
六
頁
）

右
の
引
用
部
は
、
義
朝
の
幼
少
の
弟
で
あ
る
乙
若
、
亀
若
、
鶴
若
、
天
王
が

波
多
野
義
通
に
よ
っ
て
処
刑
場
に
連
れ
出
さ
れ
る
場
面
で
あ
る
。
こ
の
場
面
で

は
、
波
多
野
の
発
言
を
訝
し
む
乙
若
の
描
写
が
あ
る
諸
本
も
あ
る
も
の
の
、
一

連
の
流
れ
は
概
ね
同
じ
で
あ
る
。
そ
し
て
、
半
井
本
と
同
じ
よ
う
に〈
哀
〉が
用

い
ら
れ
て
い
る
諸
本
は
京
図
本
、
金
刀
比
羅
本
、
古
活
字
本
で
あ
る
。
た
だ
し
、

こ
の
場
面
に
お
い
て
は
様
々
な
感
情
表
現
が
用
い
ら
れ
て
お
り
、
一
つ
の
事
柄

に
対
し
て
、
諸
本
毎
に〈
哀
〉で
は
な
い
言
葉
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
て
い
る
。
そ

の
た
め
、
ど
の
箇
所
を
ど
の
よ
う
な
感
情
表
現
を
も
っ
て
語
っ
て
い
る
の
か
を

確
認
し
た
後
、
そ
れ
ぞ
れ
の
感
情
が
ど
う
い
っ
た
意
味
な
の
か
、
と
い
う
こ
と

に
つ
い
て
検
討
を
行
っ
た
。
そ
の
結
果
、
ど
こ
で〈
哀
〉を
使
う
か
、
特
に
評
語

と
し
て
ど
の
よ
う
な
言
葉
を
用
い
る
か
、
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
各
諸
本
の

語
り
手
が
物
語
に
ど
う
い
う
ス
タ
ン
ス
で
い
る
の
か
、
と
い
う
点
が
大
き
く
関

係
し
て
く
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
ま
た
、
そ
れ
ぞ
れ
の
諸
本
の
語
り
手
が
何
を

重
要
視
し
て
い
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
の
違
い
が
あ
る
た
め
、〈
哀
〉の
位
置
は

諸
本
間
で
あ
ま
り
一
致
し
な
い
。
こ
れ
は
、
こ
の
場
面
だ
け
で
は
な
く
す
べ
て

の
例
に
お
い
て
当
て
は
ま
る
こ
と
で
あ
る
。

半
井
本
は
他
の
感
情
を
経
た
後
に〈
哀
〉が
用
い
ら
れ
て
い
る
た
め
、
そ
の
経

過
の
描
写
が
丁
寧
だ
と
感
じ
る
。
ま
た
、
一
連
の
場
面
を
総
括
す
る
言
葉
と
し

て〈
哀
〉を
選
ん
で
い
る
。
そ
の
た
め
、
半
井
本
の
語
り
手
に
と
っ
て〈
哀
〉は
評

語
と
し
て
場
面
を
ま
と
め
る
こ
と
の
で
き
る
言
葉（
感
情
）と
い
う
印
象
が
強
く

な
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。

第
三
章
か
ら
第
四
章
に
か
け
て
、
半
井
本『
保
元
物
語
』に
お
け
る〈
理
〉と

〈
哀
〉に
つ
い
て
、
具
体
的
な
検
討
を
行
っ
た
。

考
察
の
結
果
、〈
理
〉の
論
点
は
以
下
の
三
つ
と
な
っ
た
。

（
一
）〈
理
〉に
は「
も
っ
と
も
だ
」と
い
う
意
味
の
み
を
示
す
も
の
と
、「
哀
れ
」

の
感
情
を
前
提
に「
も
っ
と
も
だ
」と
述
べ
る
二
種
類
の
用
法
が
あ
る
。

二
種
類
目
の
用
法
の
場
合
、〈
理
〉は〈
哀
〉と
互
換
可
能
だ
と
考
え
ら
れ

る
。

（
二
）『
保
元
物
語
』は
従
来
ま
で
は
通
用
し
て
い
た
価
値
観
が
だ
ん
だ
ん
と
通

用
し
な
く
な
る
世
界
を
描
い
た
物
語
で
あ
る
。

（
三
）『
保
元
物
語
』で
は
、
崇
徳
院
と
鳥
羽
院（
後
白
河
院
）、
忠
実
・
頼
長
と

忠
通
、
為
義
と
義
朝
と
い
う
三
組
の
親
兄
弟
間
の
争
い
が
語
ら
れ
て
い

る
。
そ
の
上
で
、
な
ぜ
彼
ら
が
戦
う
こ
と
に
な
り
、
ど
の
よ
う
な
決
着

を
つ
け
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
語
り
手
の
解
釈
を
示
す
こ
と

が『
保
元
物
語
』で
は
重
要
事
項
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
。

（
一
）は
、〈
理
〉の
用
法
の
問
題
で
あ
る
。〈
理
〉の
用
法
は
二
種
類
に
分
け
る

こ
と
が
で
き
、
一
つ
目
は「
も
っ
と
も
だ
」と
い
う
意
味
の
み
を
示
す
も
の
、
二
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つ
目
は「
哀
れ
」の
感
情
を
前
提
に「
も
っ
と
も
だ
」と
述
べ
る
も
の
で
あ
る
。
こ

の
二
つ
目
の
用
法
を
、
仮
に「〈
哀
〉に
近
い〈
理
〉」と
述
べ
る
こ
と
に
す
る
。

「
も
っ
と
も
だ
」と
い
う
意
味
の
み
を
指
す
と
思
わ
れ
る
、〈
理
〉は「
も
っ
と

も
で
あ
る
」と
認
め
る
こ
と
が
目
的
と
な
っ
て
い
る「
語
り
」だ
と
思
わ
れ
る
。

そ
の
た
め
、「
哀
れ
」と
い
う
よ
う
な
他
の
感
情
を
認
め
る
こ
と
が
難
し
い
。

〈
哀
〉に
近
い〈
理
〉は
、
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
な
が
ら「
も
っ
と
も
だ
」と
い
う
意

味
が
含
ま
れ
て
お
り
、
現
代
語
訳
す
る
場
合
も「
も
っ
と
も
だ
」と
す
る
の
が
妥

当
で
あ
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
該
当
す
る
場
面
の
状
況
を
考
え
れ

ば
、〈
理
〉で
は
な
く〈
哀
〉を
用
い
て
も
意
味
が
通
じ
る
場
面
で
あ
る
よ
う
に
思

わ
れ
た
。
こ
れ
が
、「
も
っ
と
も
で
あ
る
」と
い
う
意
味
の
み
を
示
す〈
理
〉と
の

大
き
な
違
い
で
あ
る
。〈
哀
〉に
近
い〈
理
〉は
、
語
り
手
が
相
手
に
対
し
て「
哀

れ
」な
も
の
だ
、
と
語
ろ
う
と
す
る
意
識
が
前
提
と
し
て
働
い
て
い
る
と
思
わ

れ
る
。
そ
の
上
で
、
崇
徳
院
が
そ
の
よ
う
な
様
子
を
み
せ
る
こ
と
を「
も
っ
と

も
で
あ
る
」と
認
め
て
い
る
。

『
保
元
物
語
』の〈
理
〉に
共
通
し
て
い
る
こ
と
は
、
語
り
手
が〈
理
〉が
あ
る
と

考
え
た
こ
と
に
対
し
て
、
知
的
、
論
理
的
に
考
え
を
述
べ
、
読
者
に
訴
え
て
い

る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
語
り
手
が
ど
の
よ
う
な
理
由
で〈
理
〉が
あ
る
、
と

考
え
た
の
か
、
と
い
う
こ
と
が
本
文
中
で
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
白
で

あ
る
。
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
語
り
手
が〈
理
〉と
述
べ
た
こ
と
が『
保
元
物
語
』

の
世
界
に
お
け
る〈
理
〉（
認
め
ら
れ
る
べ
き
も
の
）だ
と
い
う
考
え
が
読
者
に
生

ま
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
た
め
、〈
理
〉が
二
種
類
の
用
法
に
分
か
れ
た
と
し

て
も
大
元
は「
も
っ
と
も
で
あ
る
」と
い
う
意
味
に
な
る
。

た
だ
し
、〈
理
〉の
二
種
類
の
用
法
を
分
け
る
の
は
、
語
り
手
が
論
理
と
感
情

の
ど
ち
ら
で〈
理
〉と
い
う
判
断
を
下
す
か
、
と
い
う
違
い
で
あ
る
。「
も
っ
と

も
で
あ
る
」と
い
う
意
味
の
み
を
示
す〈
理
〉も
、
相
手
を
肯
定
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
同
情
や
共
感
を
示
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の〈
理
〉を
め
ぐ
る
語

り
に
、〈
哀
〉や
他
の
感
情
は
含
ま
れ
て
い
な
い
。

一
方
で〈
哀
〉に
近
い〈
理
〉は
、「
も
っ
と
も
で
あ
る
」と
い
う
こ
と
を
感
覚

で
理
解
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
か
ど
う
か
、
が
重
要
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

「
語
り
」に
よ
っ
て
言
葉
で
示
さ
ず
と
も「
哀
れ
」な
場
面
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る

よ
う
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
、
こ
の
場
合
で
は
前
提
と
な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、

〈
哀
〉に
近
い〈
理
〉は
論
理
的
に
考
え
、
感
情
を
も
っ
て〈
理
〉と
語
り
手
が
判
断

し
て
い
る
の
だ
と
考
え
ら
れ
た
。

〈
哀
〉に
近
い〈
理
〉の
場
合
、「
理
ナ
リ
」と
語
ら
れ
て
い
る
部
分
を「
哀
ナ
リ
」

と
入
れ
替
え
て
み
て
も
意
味
が
通
じ
る
よ
う
に
思
わ
れ
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
、

〈
理
〉を
前
提
と
し
た〈
哀
〉で
も
同
様
の
こ
と
が
い
え
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
に

つ
い
て
も
検
討
を
行
っ
た
。

結
論
と
し
て
は
、
そ
れ
を
行
う
こ
と
は
不
可
能
だ
と
い
う
こ
と
が
わ
か
っ
た
。

問
題
と
な
る
の
は
、〈
理
〉と
入
れ
替
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
ま
れ
る
、
語
り
手

と
相
手
と
の「
距
離
感
」で
あ
る
。〈
哀
〉と
述
べ
る
こ
と
は
、
語
り
手
が
相
手
に

対
し
て
同
情
や
共
感
を
示
し
、
寄
り
添
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。〈
理
〉

の
場
合
も
、
相
手
を
肯
定
す
る
言
葉
で
あ
る
以
上
は
相
手
に
寄
り
添
っ
て
い
る

こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
だ
が
、〈
理
〉は
理
性
的
な
言
葉
で
あ
る
以
上
、
ど
う
し

て
も
相
手
と
の
間
に「
距
離
感
」が
生
じ
て
し
ま
う
。
そ
の
た
め
、〈
哀
〉と
用
い

ら
れ
て
い
る
箇
所
は〈
哀
〉と
い
う
感
情
を
も
っ
て
語
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
理

由
が
あ
る
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

〈
理
〉と〈
哀
〉は
共
に
対
象
に
対
し
て
同
情
や
共
感
を
示
す
こ
と
が
で
き
る
共

通
点
が
あ
る
。
そ
の
た
め
、〈
理
〉と
語
っ
て
い
る
箇
所
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
が

「
哀
れ
」な
状
態
で
あ
る
こ
と
が「
も
っ
と
も
」で
あ
れ
ば
、〈
哀
〉と
置
き
換
え
る

こ
と
は
可
能
な
の
だ
と
思
わ
れ
る
。

し
か
し
、
対
象
に
対
し
て
寄
り
添
い
、
接
近
し
た
立
場
で
語
る
必
要
が
あ
る

〈
哀
〉の
場
合
は
、
た
と
え「
も
っ
と
も
」な
状
況
で
あ
っ
て
も〈
哀
〉と
語
ら
な
け
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れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
う
し
な
け
れ
ば
、「
哀
れ
」と
い
う
語
り
手
の
感

慨
を
示
す
こ
と
が
で
き
ず
、
対
象
と
の
間
に
距
離
感
が
生
ま
れ
て
し
ま
う
た
め

で
あ
る
。
よ
っ
て
、〈
哀
〉は〈
理
〉と
置
き
換
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
考
え
ら

れ
た
。〈
哀
〉を
一
連
の
場
面
の
評
語
と
し
て
用
い
る
こ
と
が
多
い『
保
元
物
語
』

に
と
っ
て
、〈
哀
〉と
語
る
こ
と
は
、
物
語
に
本
来
は
介
入
で
き
な
い
語
り
手
を

対
象
の
人
物
に
接
近
さ
せ
る
手
段
な
の
で
あ
る
。

（
二
）は
、『
保
元
物
語
』が
従
来
の
価
値
観
が
通
用
し
な
く
な
る
世
の
中
を
描

い
た
物
語
な
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
作
品
で
は
、「
理
」

が
無
い
は
ず
の
も
の
に「
理
」が
あ
る
よ
う
に
、
様
々
な
場
面
で
語
ら
れ
て
い
く
。

こ
れ
は『
保
元
物
語
』と
い
う
作
品
の
世
界
観
を
も
示
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、

と
考
え
ら
れ
た
。
保
元
の
乱
の
発
端
は
、
本
来
行
わ
れ
る
は
ず
の
な
か
っ
た
退

位
や
即
位
の
た
め
に
崇
徳
院
が
恨
み
を
募
ら
せ
た
こ
と
に
あ
る
。
そ
の
た
め
、

「
理
」が
あ
る
は
ず
だ
と
解
釈
で
き
る
の
は
後
白
河
院
で
は
な
く
崇
徳
院
で
あ
る
。

し
か
し
、
崇
徳
院
は
敗
戦
し
て
讃
岐
へ
流
罪
と
な
る
。
ま
た
、
保
元
の
乱
は
親

子
や
兄
弟
同
士
の
戦
い
で
も
あ
っ
た
。
後
に
義
朝
が
語
る
よ
う
に
、
身
内
同
士

で
争
う
こ
と
は
本
来
な
ら
許
さ
れ
る
は
ず
の
こ
と
で
は
な
い
。
だ
が
、
保
元
の

乱
は
身
内
同
士
の
争
い
が
発
端
で
起
こ
っ
た
戦
で
あ
り
、
実
際
に
軍
事
行
動
を

起
こ
し
た
武
士
も
親
兄
弟
で
戦
う
こ
と
に
な
る
。
敗
戦
処
理
に
至
っ
て
は
、
平

氏
で
は
甥
が
叔
父
を
、
源
氏
で
は
子
が
父
親
を
斬
る
こ
と
に
な
る
。
保
元
の
乱

の
顛
末
を
踏
ま
え
れ
ば
、『
保
元
物
語
』は
従
来
の
価
値
観
が
覆
り
、
こ
れ
ま
で

に
通
用
し
な
か
っ
た
こ
と
が「
理
」に
な
っ
て
い
く
様
子
を
描
い
た
も
の
な
の
で

は
な
い
か
、
と
い
う
考
え
が
浮
か
び
上
が
る
。
そ
れ
は
、『
保
元
物
語
』の
最
後

の
文
に
お
い
て
も
如
実
に
う
か
が
え
る
。

保
元
ノ
乱
ニ
コ
ソ
、
親
ノ
頸
ヲ
切
ケ
ル
子
モ
有
ケ
レ
、
伯
父
ガ
頸
切
甥
モ

ア
レ
、
兄
ヲ
流
ス
弟
モ
ア
レ
、
思
ニ
身
ヲ
投
ル
女
性
モ
ア
レ
、
是
コ
ソ
日

本
ノ
不
思
議
也
シ
事
共
ナ
リ
。（

下
巻「
為
朝
鬼
島
ニ
渡
ル
事
幷

最
後
ノ
事
」一
四
二
頁
）

「
不
思
議
」と
い
う
言
葉
が
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
従
来
の
価
値
観
で
考
え
れ

ば
到
底
あ
り
え
な
い
こ
と
が
起
こ
っ
た
保
元
の
乱
を
描
く
、
と
い
う
こ
と
が

『
保
元
物
語
』の
根
底
を
貫
く
問
題
意
識
な
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

（
三
）は
親
子
関
係
の
問
題
で
、
こ
れ
は
保
元
の
乱
に
お
い
て
特
筆
す
べ
き
事

項
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。（
三
）の
考
察
は（
二
）と
も
関
連
し
て
お
り
、
保
元

の
乱
が
親
子
同
士
で
戦
っ
た
戦
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て『
保
元
物
語
』が
ど
う
解

釈
し
て
い
る
か
、
と
い
う
問
題
意
識
に
繋
が
っ
て
い
く
点
で
あ
る
と
考
え
ら
れ

た
。〈

理
〉の
考
察
に
お
い
て
浮
か
び
上
が
っ
た
論
点
は
、『
保
元
物
語
』全
体
の
問

題
意
識
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
事
柄
に
繋
が
る
も
の
だ
っ
た
。
対
し
て
、〈
哀
〉の

考
察
は
、〈
理
〉と
比
較
す
る
と
細
部
の
視
点
で
の
検
討
に
留
ま
る
も
の
が
多
か

っ
た
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
は〈
哀
〉が
感
情
に
由
来
す
る
言

葉
だ
っ
た
か
ら
、
と
い
う
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
よ
う
に
思
う
。「
理
」は
規
範
意

識
や
道
徳
を
表
す
言
葉
で
あ
り
、〈
理
〉と
な
っ
た
場
合
は
そ
の
概
念
が『
保
元

物
語
』中
で
は
是
と
し
て
扱
わ
れ
る
。
一
方
で〈
哀
〉は
感
情
語
で
あ
る
が
故
に
、

「
哀
れ
」と
思
う
範
囲
が「
理
」よ
り
も
狭
く
な
る
。
語
り
手
が〈
哀
〉と
述
べ
た
と

し
て
も
、
そ
れ
は
語
り
手
自
身
の
感
慨
で
あ
り
、
登
場
人
物
に
寄
り
添
い
、
共

感
し
、
接
近
す
る
た
め
の
言
葉
と
な
る
。〈
哀
〉と
述
べ
ら
れ
た
事
項
に
対
し
て
、

読
者
は「
哀
れ
」と
い
う
感
慨
を
共
に
抱
く
こ
と
に
な
る
が
、
そ
れ
は
語
り
手
の

誘
導
に
よ
る
も
の
で
し
か
な
い
。
そ
の
た
め
、〈
哀
〉は〈
理
〉の
よ
う
に
そ
れ
が

作
中
世
界
を
貫
く
共
通
し
た
意
識
と
は
な
ら
な
い
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。〈
哀
〉

の
考
察
が〈
理
〉よ
り
も
細
部
の
視
点
に
よ
る
も
の
と
な
り
、〈
哀
〉八
例
の
考
察

が
そ
れ
ぞ
れ
独
立
し
た
問
題
意
識
に
よ
る
論
と
な
っ
た
の
は
こ
の
点
に
由
来
す
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る
と
思
わ
れ
る
。
だ
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
更
な
る
検
討
が
必
要
で
あ
る
と

考
え
ら
れ
る
の
で
、
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

本
稿
の
結
論
部
で
は
、〈
理
〉〈
哀
〉の
検
討
の
中
で
行
っ
た
、
全
体
に
関
わ
る

論
を
手
掛
か
り
に
考
察
を
行
っ
た
。
こ
こ
で
は
、『
保
元
物
語
』が
肯
定
的
に
語

る
も
の
と
批
判
的
に
語
る
も
の
の
違
い
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。『
保
元
物
語
』は
、

登
場
人
物
が
私
的
な
感
情
を
抱
く
こ
と
自
体
は
批
判
せ
ず
、
む
し
ろ
そ
れ
に
正

当
性
が
あ
る
場
合
は〈
理
〉や〈
哀
〉を
用
い
る
こ
と
で
感
情
を
肯
定
し
て
い
る
こ

と
が
わ
か
っ
た
。

し
か
し
、
登
場
人
物
が
感
情
の
ま
ま
に
人
心
を
無
視
し
た
行
動
を
と
っ
た
場

合
、
語
り
手
は
批
判
的
な
態
度
で
そ
れ
を
語
る
。
そ
の
た
め
、『
保
元
物
語
』の

語
り
手
は
何
を
肯
定
し
て
何
を
批
判
的
に
語
る
か
、
と
い
う
こ
と
が
明
確
な
の

だ
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
特
定
の
人
物
に
肩
入
れ
し
て
、
そ
の
人
物
を
盲
目

的
に
良
く
語
る
こ
と
も
し
な
い
。『
保
元
物
語
』全
体
を
み
れ
ば
、
作
品
そ
の
も

の
に
怨
霊
鎮
魂
の
目
的
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
崇
徳
院
を
、
語
り
手
は
同
情
的
に

語
っ
て
い
る
。
だ
が
、
そ
れ
で
も
批
判
す
べ
き
点
に
つ
い
て
は
明
確
に
批
判
し

て
い
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
特
定
の
人
物
を
悪
役
に
す
る
こ
と
も
な
い
。
つ
ま

り
、
ど
の
人
物
に
も
認
め
ら
れ
る
べ
き「
理
」が
あ
る
よ
う
に
、『
保
元
物
語
』で

は
語
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
か
ら
み
て
、『
保
元
物
語
』の
語
り
手
は
何

を
肯
定
し
、
何
を
否
定
す
る
の
か
、
と
い
う
線
引
き
が
明
確
で
あ
る
、
と
い
う

こ
と
が
わ
か
っ
た
。

既
に
先
行
研
究
で
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
作
品
全
体
を
通
し
て
の
語

り
手
の
視
点
が
敗
者
で
あ
る
崇
徳
院
方
に
寄
っ
て
い
る
こ
と
に
疑
う
余
地
は
無

い
。
だ
が
、
語
り
手
は
勝
敗
等
の
属
性
だ
け
を
注
視
し
て
一
方
を
贔
屓
す
る
よ

う
に
語
っ
て
は
い
な
い
、
と
い
う
点
に
は
注
意
が
必
要
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
語

り
手
は
、
あ
く
ま
で
も「
敗
者（
弱
者
）」に
寄
っ
た
側
か
ら
登
場
人
物
を
公
平
に

み
て
、
物
語
を
語
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

肯
定
的
に
語
る
も
の
と
そ
う
で
な
い
も
の
が
明
確
で
あ
る
、
と
い
う
点
で
、

語
り
手
は
秩
序
的
に
物
語
を
語
っ
て
は
い
る
。
だ
が
、『
保
元
物
語
』が
描
き
出

し
て
い
る
の
は
極
め
て
無
秩
序
な
、
従
来
の
価
値
観
が
次
々
と
捻
じ
曲
げ
ら
れ

て
い
く
世
界
観
で
あ
る
。
崇
徳
院
の
不
本
意
な
退
位
、
若
い
天
皇
の
崩
御
、
後

白
河
院
の
予
想
外
の
即
位
等
、「
乱
世
」に
繋
が
る
出
来
事
を
次
々
に
語
り
、
天

皇
家
と
摂
関
家
の
内
部
で
の
対
立
が
露
見
し
て
い
く
。
合
戦
場
面
で
は
親
族
同

士
の
敵
対
が
描
か
れ
、
戦
後
処
理
で
は
子
が
親
を
罰
し
、
幼
い
子
供
た
ち
が
処

刑
さ
れ
て
い
く
。
遂
に
は
流
刑
地
で
崇
徳
院
が
怨
霊
と
化
し
、
都
に
影
響
を
及

ぼ
す
。
西
行
の
鎮
魂
譚
を
も
っ
て
世
の
中
の
乱
れ
は
終
息
し
て
い
く
も
の
の
、

『
保
元
物
語
』全
体
を
貫
い
て
い
る
の
は
無
秩
序
且
つ
不
条
理
な
世
界
観
で
あ
る
。

こ
れ
は
保
元
の
乱
に
対
す
る
語
り
手
の
解
釈
が
投
影
さ
れ
て
い
る
た
め
だ
と
考

え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
中
立
的
な
語
り
手
の
語
り
が
あ
る
か
ら
こ
そ
浮

き
彫
り
に
な
っ
て
い
く
も
の
で
あ
る
。
こ
の
点
が
、『
保
元
物
語
』の
文
学
的
な

価
値
だ
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

保
元
の
乱
は
、
そ
の
後
の
日
本
が
武
士
の
世
に
な
っ
て
い
く
に
あ
た
っ
て
重

要
な
戦
乱
だ
っ
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
従
来
で
は
肯
定
さ
れ
て
い
た
価
値
観
が

保
元
の
乱
を
起
点
と
し
て
だ
ん
だ
ん
と
崩
壊
し
、
新
た
な
価
値
観
が
生
ま
れ
、

そ
れ
が
一
般
的
な
規
範
意
識
と
な
っ
て
い
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。『
保
元

物
語
』の
語
り
手
は
こ
の
こ
と
を
よ
く
理
解
し
て
い
た
か
ら
こ
そ
、
こ
の
作
品

を
従
来
の
価
値
観
が
通
用
し
な
く
な
る
、
無
秩
序
な
世
界
観
の
元
で
描
き
出
し

た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
崩
れ
去
っ
た
こ
れ
ま
で
の
価
値
観
を
、
新
た
な
時

代
の
中
に
あ
っ
て
も
認
め
る
べ
き
も
の
と
し
て『
保
元
物
語
』の
語
り
手
は〈
理
〉

と
語
る
。
そ
し
て
、
従
来
の
価
値
観
に
取
り
残
さ
れ
、
犠
牲
に
な
っ
た
人
々
に

対
し
て〈
哀
〉と
い
う
視
線
で
共
感
し
、
寄
り
添
う
。『
保
元
物
語
』に
と
っ
て

〈
理
〉と〈
哀
〉は
、「
保
元
の
乱
」と
い
う
歴
史
の
転
換
期
に
お
い
て
、
通
用
し
な
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く
な
っ
て
し
ま
っ
た
従
来
の
価
値
観
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
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修
士
論
文
題
目
及
び
内
容
の
要
旨

江
戸
川
乱
歩
の
研
究

　
　

―
乱
歩
美
学
を
め
ぐ
っ
て

―

中
島
河
太
郎
氏
の
研
究
を
は
じ
め
と
し
、
江
戸
川
乱
歩
の
研
究
は
現
在
様
々

な
ア
プ
ロ
ー
チ
に
よ
り
幅
広
く
研
究
さ
れ
て
い
る
。
乱
歩
の
初
期
作
品
の
多
く

は
探
偵
小
説
で
あ
る
。
そ
の
た
め
探
偵
小
説
と
し
て
、
作
品
論
ま
た
は
ト
リ
ッ

ク
に
つ
い
て
の
考
察
が
記
さ
れ
た
研
究
が
必
然
的
に
大
多
数
を
占
め
、
ま
た
、

心
理
学
的
考
察
も
昭
和
初
期
か
ら
行
わ
れ
て
お
り
、
昭
和
終
わ
り
か
ら
都
市
小

説
と
し
て
扱
っ
た
評
論
が
現
れ
る
。
他
に
は
乱
歩
と
ピ
グ
マ
リ
オ
ン
コ
ン
プ
レ

ッ
ク
ス
に
つ
い
て
の
考
察
、
乱
歩
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
に
つ
い
て
の
考
察
、
同
性
愛

に
関
連
付
け
た
考
察
な
ど
も
見
受
け
ら
れ
る
。
乱
歩
は
有
名
な
作
家
の
枠
組
み

に
入
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
研
究
資
料
が
少
な
い
。
純
文
学
に
比
べ
乱
歩
に
つ
い

て
は
研
究
す
る
人
も
少
な
く
、
時
期
も
浅
い
た
め
ま
だ
ま
だ
見
解
が
広
が
る
こ

と
が
見
込
ま
れ
る
。
特
に
乱
歩
の
文
学
の
本
質
に
つ
い
て
、
乱
歩
の
芸
術
性
に

つ
い
て
主
に
取
り
扱
う
研
究
は
ま
だ
少
な
い
と
思
わ
れ
る
。
で
は
、
乱
歩
文
学

の
本
質
と
は
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
と
考
え
て
み
る
と
、
正
統

派
の
探
偵
小
説
よ
り
も
比
重
を
置
か
な
く
て
は
い
け
な
い
の
が
変
格
的
な
要
素

で
あ
る
。
変
格
も
の
の
小
説
は
読
み
手
を
驚
か
せ
る
、
作
品
内
に
イ
ン
パ
ク
ト

を
持
た
せ
る
た
め
に
残
虐
的
な
表
現
を
取
り
入
れ
る
の
は
も
ち
ろ
ん
で
あ
る
。

し
か
し
、
乱
歩
の
場
合
幼
少
期
の
影
響
や
彼
自
身
の
嗜
好
も
関
係
し
て
く
る
た

め
た
だ
売
る
た
め
に
、
作
品
を
面
白
く
す
る
た
め
に
残
虐
性
を
取
り
入
れ
た
た

と
は
考
え
に
く
い
。
だ
か
ら
こ
そ
彼
の
文
学
的
本
質
は
変
格
も
の
に
あ
る
と
考

え
る
。
論
理
や
法
が
近
代
化
し
て
い
き
、
人
々
は
社
会
的
に
、
道
徳
的
を
気
に

鈴　

木　

伶　

奈

か
け
、
人
と
し
て
ど
う
あ
る
べ
き
か
を
常
に
考
え
な
く
て
は
い
け
な
い
時
代
に

な
っ
た
。
そ
う
で
あ
る
べ
き
と
い
う
縛
り
か
ら
非
道
徳
的
な
こ
と
を
行
動
に
起

こ
す
の
は
も
ち
ろ
ん
、
想
像
す
る
こ
と
に
す
ら
罪
悪
感
や
嫌
悪
感
を
持
つ
人
も

少
な
く
な
い
だ
ろ
う
。
乱
歩
が
述
べ
た「
芸
術
は
タ
ブ
ー
」と
い
う
言
葉
は
そ
の

残
虐
表
現
に
は
人
間
の
真
実
が
隠
さ
れ
て
お
り
、
そ
こ
に
本
質
が
あ
る
。「
恐

怖
」こ
そ「
美
」と
い
う
意
味
は
人
間
の
本
来
持
っ
て
い
る
残
虐
性
や
非
道
徳
性

を
肯
定
し
て
創
造
の
中
で
自
由
な
思
想
を
持
つ
こ
と
は
悪
い
こ
と
で
は
な
い
と

考
え
る
。
人
間
の
非
道
徳
性
、
恐
怖
こ
そ
が
芸
術
面
で
美
し
い
の
で
あ
る
。
今

回
論
じ
る
に
あ
た
り
乱
歩
作
品
に
は
人
間
の
反
道
徳
な
部
分
こ
そ
新
の
姿
で
あ

り
、
そ
の
姿
を
肯
定
す
る
人
間
解
放
こ
そ
乱
歩
文
学
の
本
質
だ
と
考
え
る
。
乱

歩
作
品
に
お
け
る
残
虐
や
非
道
に
は
主
に
不
具
者
と
精
神
異
常
者
に
よ
っ
て
行

わ
れ
て
お
り
、
彼
ら
が
非
道
を
起
こ
す
こ
と
に
よ
り
得
ら
れ
る
も
の
は
何
か
着

目
し
、
破
壊
に
よ
る
彼
ら
の
人
間
解
放
に
つ
い
て
論
じ
て
い
く
。
そ
こ
で『
盲

獣
』、『
孤
島
の
鬼
』、『
一
寸
法
師
』、『
蟲
』の
四
作
品
を
取
り
上
げ
論
じ
る
。

第
一
章　
『
盲
獣
』を
め
ぐ
っ
て

第
一
節　

盲
者
の
美
学
と
残
虐
性

本
章
で
は
作
品
内
の
盲
人
の
残
虐
的
芸
術
性
に
触
れ
、
さ
ら
に
不
具
者
を
悪

者
と
し
て
登
場
さ
せ
る
意
図
を
差
別
問
題
に
触
れ
考
え
て
行
く
。
第
一
節
で
は

作
品
内
に
登
場
す
る「
触
覚
芸
術
論
」に
触
れ
、
本
作
品
の
美
学
に
つ
い
て
論
じ
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る
。第

二
節　
『
盲
獣
』に
お
け
る
サ
デ
ィ
ズ
ム
と
マ
ゾ
ヒ
ズ
ム

第
二
節
で
は
盲
獣
の
悪
魔
的
・
残
虐
的
な
部
分
で
も
特
に
特
徴
的
な
サ
デ
ィ

ズ
ム
と
マ
ゾ
ヒ
ズ
ム
に
つ
い
て
変
態
心
理
・
性
犯
罪
心
理
等
引
用
し
な
が
ら
考

察
し
て
い
く
。
ま
た
、
そ
の
際
、
実
際
の
事
例
も
引
用
す
る
。

最
終
的
に
盲
人
は
蘭
子
の
体
に
飽
き
た
と
い
う
理
由
だ
け
で
蘭
子
を
殺
し
て

し
ま
う
の
だ
。
盲
人
は
蘭
子
に
対
し
愛
情
で
は
な
く
、
た
だ
一
方
的
な
性
と
触

覚
欲
求
の
解
放
を
行
っ
た
だ
け
と
思
わ
れ
る
。
第
三
節
で
は
蘭
子
以
外
の
場
面

で
の
残
虐
描
写
を
踏
ま
え
、
触
覚
芸
術
と
残
虐
性
に
よ
る
盲
人
の
救
い
に
つ
い

て
述
べ
る
。

第
三
節　
『
盲
獣
』に
お
け
る
盲
人
の
救
い

第
三
節
で
は『
盲
獣
』の
性
欲
求
以
外
の
残
虐
性
に
触
れ
、
触
覚
芸
術
と
の
関

わ
り
を
示
し
な
が
ら
盲
人
に
お
け
る
救
い
に
つ
い
て
考
え
て
い
き
た
い
。
第
二

節
で
性
的
な
行
い
は
確
か
に
見
受
け
ら
れ
る
が
盲
人
は
性
に
よ
っ
て
自
分
を
解

放
し
た
の
で
は
な
く
、
別
の
や
り
方
で
人
間
解
放
を
し
た
。
そ
の
開
放
の
集
大

成
が「
視
覚
触
覚
芸
術
論
」で
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

乱
歩
の
文
学
作
品
は
読
者
の
共
有
、
共
感
、
と
い
う
疑
似
体
験
が
あ
り
、
残

虐
さ
が
人
間
解
放
の
美
意
識
と
昇
華
し
て
い
る
。　
　

第
二
章　
『
孤
島
の
鬼
』を
め
ぐ
っ
て

第
一
節　
『
孤
島
の
鬼
』に
お
け
る
身
体
の
美
学

『
孤
島
の
鬼
』に
は
特
に
い
び
つ
な
身
体
や
不
具
者
が
多
く
登
場
し
最
後
は
健

常
者
に
な
っ
た
り
、
死
を
遂
げ
た
り
す
る
。
ま
た
主
人
公
の
親
友
に
同
性
愛
者

が
登
場
し
、
最
後
は
死
を
遂
げ
る
。『
孤
島
の
鬼
』は
社
会
で
生
き
る
上
で
様
々

な
障
害
を
か
か
え
た
人
物
が
多
く
登
場
す
る
。
今
回
は
不
具
者
以
外
に
も
双
生

児
や
同
性
愛
者
の
諸
戸
に
も
触
れ
な
が
ら
各
自
の
救
い
に
つ
い
て
考
え
て
い
き

た
い
。
第
一
節
で
は『
孤
島
の
鬼
』に
お
け
る
身
体
の
美
学
に
つ
い
て
論
じ
る
。

ま
ず
は
じ
め
に
乱
歩
自
身『
孤
島
の
鬼
』に
つ
い
て
こ
の
よ
う
に
述
べ
る
。

作
品
内
で
人
間
の
身
体
は
本
来
様
々
な
姿
が
あ
っ
て
い
い
は
ず
な
の
に
世
間

は
そ
れ
を
認
め
ず
健
常
者
、
普
通
の
身
体
で
生
活
す
る
人
間
こ
そ
が
す
べ
て
で

あ
る
と
無
意
識
に
認
識
し
て
い
る
。
だ
か
ら
通
常
と
違
う
異
化
さ
れ
た
身
体
を

見
る
と
嫌
悪
を
示
す
の
で
あ
ろ
う
。『
盲
獣
』で
取
り
上
げ
た
蘭
子
の
冒
頭
で
盲

人
に
対
す
る
目
も
同
様
で
あ
ろ
う
。
ま
た
田
口
律
夫
氏
の
最
後
の
一
文「
穴
蔵

か
ら
救
い
出
さ
れ
た
少
女
は
、
も
う〈
半
ぶ
ん
の
わ
た
し
〉を
切
除
さ
せ
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
こ
の
世
の『
幸
福
』を
獲
得
し
た
が
、
そ
れ
は
、
こ
の
世
の
シ
ス
テ

ム
に
組
み
込
ま
れ
て
平
準
化
し
た
生（
性
）を
生
き
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
こ
と

を
テ
ク
ス
ト
は
告
げ
て
い
る
。」と
い
う
点
に
つ
い
て
双
生
児
の
少
女
は
健
常
者

と
な
る
こ
と
で
救
い
と
な
っ
て
い
る
。

第
二
節　
『
孤
島
の
鬼
』に
お
け
る
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
に
つ
い
て

第
二
節
で
は
丈
五
郎
が
こ
の
醜
悪
な
犯
罪
を
起
こ
す
要
因
と
な
っ
た
コ
ン
プ

レ
ッ
ク
ス
に
つ
い
て
考
え
る
。
第
一
節
の
差
別
化
さ
れ
る
身
体
に
つ
い
て
述
べ

る
上
で
、
人
は
ど
う
し
て
も
自
分
と
違
う
も
の
を
見
る
と
怪
訝
な
気
持
ち
に
な

る
、
と
述
べ
た
。
そ
し
て
そ
れ
が
不
具
者
た
ち
の
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
に
な
り
健

常
者
に
憎
悪
を
抱
い
て
し
ま
う
。
丈
五
郎
の
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
の
原
因
と
な
っ

た
の
は
生
ま
れ
て
か
ら
の
環
境
に
原
因
が
あ
る
。
丈
五
郎
に
と
っ
て
か
た
わ
者

の
製
造
は
非
人
間（
異
化
さ
れ
た
身
体
）は
抑
圧
さ
れ
た
社
会
に
お
け
る
人
間
解

放
を
意
味
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

第
三
節　

そ
れ
ぞ
れ
の
救
い

第
一
節
か
ら
第
二
節
と
丈
五
郎
や
双
生
児
と
い
っ
た
不
具
者
た
ち
を
登
場
さ

せ
作
品
内
に「
亀
裂
」を
起
こ
し
そ
れ
は
彼
ら
の
人
間
解
放
を
意
味
す
る
と
述
べ

て
き
た
。
そ
し
て
諸
戸
自
身
も
ゲ
イ
セ
ク
シ
ャ
ル
と
い
う
一
般
で
は
受
け
入
れ

が
た
い
思
考
の
持
っ
て
い
る
中
で
彼
ら
の
救
い
は
何
か
を
考
え
て
い
き
た
い
。
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『
孤
島
の
鬼
』は
一
般
人
の「
私
」以
外
そ
れ
ぞ
れ
救
い
の
形
が
あ
る
と
考
え
ら
れ

る
。
以
下
田
口
氏
の
論
を
引
用
す
る
。
諸
戸
と
丈
五
郎
は
死
が
救
済
で
あ
っ
た
。

ま
た
、
双
生
児
の
片
割
れ
の
少
女
は
私
と
の
結
婚
が
救
済
で
あ
っ
た
。「
健
全
」

を
手
に
入
れ
ら
れ
な
い
上
記
二
人
に
は
こ
の
世
界
は
生
き
づ
ら
く
、
逆
に
双
生

児
の
片
割
れ
の
少
女
は
無
理
や
り
双
生
児
に
さ
れ
た
だ
け
で
、
そ
れ
際
取
り
除

け
ば
健
常
な
人
間
で
あ
る
た
め
こ
の
よ
う
な
結
末
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
し
て
不
具
者
た
ち
が
多
く
活
躍
す
る
こ
と
で
そ
れ
ぞ
れ
の
人
間
解
放
が
見
ら

れ
る
。

第
三
章　
『
一
寸
法
師
』を
め
ぐ
っ
て

第
一
節　
『
一
寸
法
師
』の
美
学

作
品
の
舞
台
浅
草
の
背
景
と
共
に
、
一
寸
法
師
に
一
人
二
役
、
な
り
す
ま
し

と
い
う
描
写
を
持
た
せ
て
い
る
が
、『
孤
島
の
鬼
』で
も
論
じ
た
健
常
者
と
世
界

の
関
わ
り
を
反
映
さ
せ
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
そ
ん
な
一
寸
法
師
に
と
っ
て

の
救
い
と
は
何
か
提
起
す
る
。

第
二
節　

怪
人
に
つ
い
て

乱
歩
作
品
に
登
場
す
る
怪
人
に
つ
い
て
考
え
、
そ
れ
は『
一
寸
法
師
』は
作
品

内
で
登
場
す
る
健
常
者
に
は
煙
た
が
ら
れ
て
い
る
が
、
小
人
症
の
彼
が
悪
事
を

働
く
こ
と
で
自
分
で
も
こ
の
よ
う
な
派
手
な
悪
事
が
で
き
る
と
い
う
大
衆
に
対

す
る
知
ら
し
め
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
こ
の
悪
事
が
社
会
の
抑
圧
に

対
す
る
反
抗
で
あ
っ
た
。

一
寸
法
師
に
一
人
二
役
、
な
り
す
ま
し
と
い
う
描
写
を
持
た
せ
て
い
る
が
、

『
孤
島
の
鬼
』で
も
論
じ
た
健
常
者
と
世
界
の
関
わ
り
を
反
映
さ
せ
る
も
の
と
な

っ
て
い
る
。
そ
ん
な
一
寸
法
師
に
と
っ
て
の
救
い
と
は
何
か
考
え
る
。

第
三
節　

怪
人
・
一
寸
法
師
に
と
っ
て
の
救
い

一
寸
法
師
の
悪
事
を
取
り
上
げ
彼
が
死
ぬ
こ
と
に
よ
り
身
の
回
り
で
起
こ
っ

た
謎
が
解
け
大
団
円
と
な
る
わ
け
だ
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
罪
を
償
う
た
め

の
死
と
は
考
え
な
い
。『
盲
獣
』の「
視
覚
触
覚
論
」に
も
通
ず
る
が
、
悪
事
を
反

省
し
償
い
の
た
め
に
死
ぬ
の
で
は
な
く
、
周
囲
に
自
分
の
能
力
を
し
ら
し
め
、

そ
れ
を
認
知
さ
れ
た
が
こ
の
社
会
で
は
生
き
に
く
い「
異
化
の
身
体
」で
あ
る
か

ら
死
ぬ
と
い
っ
た
考
え
で
あ
る
。
よ
っ
て
一
寸
法
師
も
死
を
も
っ
て
救
済
を
獲

た
の
で
あ
る
。

第
四
章　
『
蟲
』を
め
ぐ
っ
て

第
一
節　

笑
い
に
つ
い
て

第
三
章
ま
で
身
体
的
問
題
を
抱
え
た
人
物
に
つ
い
て
の
美
学
と
解
放
に
つ
い

て
述
べ
て
き
た
。
第
四
章
で
は
精
神
的
問
題
を
抱
え
た
人
物
が
登
場
す
る
作
品

に
つ
い
て
見
て
い
き
た
い
と
考
え
る
。
今
回
は『
蟲
』を
取
り
上
げ
る
。
征
木
に

と
っ
て
芙
蓉
を
所
有
し
一
体
化
す
る
こ
と
が
欲
求
で
あ
り
、
二
人
と
も
に
死
ぬ

こ
と
が
解
放
だ
っ
た
と
考
え
る
。
ま
た
、「
征
木
の
犯
罪
に
は
、
復
讐
や
嫉
妬

と
い
う
枠
は
与
え
ら
れ
て
い
な
い
」と
い
う
点
に
関
し
て
は
第
三
章
の
怪
人
に

つ
い
て
述
べ
た
さ
い「
法
や
常
識
か
ら
大
き
く
逸
脱
し
な
が
ら
も
、
自
分
の
美

学
に
自
身
と
誇
り
を
も
っ
て
堂
々
と
目
的
を
遂
行
す
る
者
」と
い
う
引
用
文
に

共
通
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
と
考
え
る
。

第
二
節　
『
蟲
』に
お
け
る
人
形
愛
に
つ
い
て

第
二
節
で
は
人
形
愛
に
つ
い
て
取
り
上
げ
る
。『
蟲
』に
お
け
る
人
形
愛
は

作
品
自
体
の
猟
奇
性
を
あ
ら
わ
に
し
、
征
木
の「
別
の
世
界
へ
放
り
出
さ
れ
た
、

た
っ
た
一
匹
の
、
孤
独
な
陰
獣
」の
愛
情
を
求
め
た
答
え
＝
人
間
解
放
で
あ
る
。

第
三
節　
『
蟲
』に
お
け
る
救
い

第
三
節
で
は
他
の
フ
ェ
テ
ィ
シ
ズ
ム
を
と
り
あ
げ
な
が
ら
、
総
合
的
に
征
木

に
と
っ
て
の
救
い
に
つ
い
て
論
じ
て
い
き
た
い
。
本
文
で
は
征
木
が
幼
少
か
ら

求
め
て
た
愛
へ
の
執
着
が
見
ら
れ
る
。
優
し
す
ぎ
る
か
ら
こ
そ
人
の
目
を
気
に
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し
て
社
会
に
な
じ
め
な
か
っ
た
征
木
、
恋
焦
が
れ
た
人
に
笑
わ
れ
傷
つ
き
そ
の

死
体
で
さ
え
も
愛
し
続
け
る
征
木
に
と
っ
て
二
人
で
の
死
は
永
遠
を
と
も
に
す

る
こ
と
に
見
ら
れ
る
。
彼
に
と
っ
て
の
救
い
は
恋
焦
が
れ
た
人
と
の
死
に
よ
り

社
会
に
適
合
し
な
い
自
分
の
解
放
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

お
わ
り
に

本
論
で
は『
盲
獣
』『
孤
島
の
鬼
』『
一
寸
法
師
』を
通
し
不
具
者
た
ち
の
社
会
解

放
、
そ
し
て
最
後
に『
蟲
』で
精
神
異
常
者
の
社
会
解
放
に
つ
い
て
見
て
き
た
。

不
具
者
が
活
躍
す
る
上
記
三
作
品
で
は
差
別
意
識
な
ど
に
も
触
れ
な
が
ら
不
具

者
の
人
間
解
放
に
つ
い
て
述
べ
た
。
第
一
章
で
も
述
べ
た
よ
う
に
当
時
は
差
別

意
識
と
い
う
も
の
が
な
く
、
我
々
が
生
き
る
時
代
の
道
徳
観
や
倫
理
観
と
は
違

う
社
会
で
あ
る
。
し
か
し
、
普
通
と
違
う
と
い
う
だ
け
で
差
別
さ
れ
て
し
ま
う

中
、
乱
歩
は
文
学
に
怪
人
と
し
て
不
具
者
を
登
場
さ
せ
大
活
躍
さ
せ
た
の
だ
。

そ
し
て
そ
の
不
具
者
た
ち
は
そ
れ
ぞ
れ
自
分
の
欲
求
の
解
放
を
行
い
最
後
は
死

に
よ
る
救
済
が
行
わ
れ
る
。
第
一
章
で
取
り
上
げ
た『
盲
獣
』で
は「
触
覚
芸
術

論
」と
い
う
論
文
が
彫
刻
の
作
品
と
と
も
に
社
会
に
残
さ
れ
盲
人
は
評
価
を
得

る
。
第
二
章
の『
孤
島
の
鬼
』で
は
世
界
中
の
人
間
を
か
た
わ
者
に
し
よ
う
と
た

く
ら
む
せ
む
し
男
が
実
際
に
か
た
わ
者
を
意
図
的
に
作
る
と
い
う
恐
ろ
し
い
こ

と
を
成
し
遂
げ
る
。
第
三
章
の『
一
寸
法
師
』で
は
一
寸
法
師
が
切
断
さ
れ
た
死

体
を
運
ん
だ
り
、
別
の
人
間
に
な
り
す
ま
し
、
疑
い
を
逃
れ
た
り
、
恋
焦
が
れ

た
人
と
接
触
し
た
り
、
最
後
に
は
町
を
舞
い
逃
走
劇
を
繰
り
広
げ
る
。
第
四
章

の『
蟲
』で
は
普
段
は
人
と
関
わ
ら
な
い
物
静
か
な
精
神
異
常
者
の
主
人
公
が
好

き
な
女
に
笑
わ
れ
た
の
を
き
っ
か
け
に
そ
の
女
を
殺
し
、
腐
り
ゆ
く
死
体
と
と

も
に
過
ご
し
共
に
死
を
と
げ
た
。
こ
れ
ら
四
作
品
に
共
通
す
る
こ
と
は
、
普
通

で
は
な
い
人
た
ち
が
想
像
も
で
き
な
い
よ
う
な
こ
と
を
成
し
遂
げ
る
こ
と
だ
。

そ
れ
が
大
い
に
悪
だ
と
し
て
も
彼
ら
に
と
っ
て
立
派
な
人
間
解
放
な
の
だ
。

は
じ
め
に
の
項
で「
恐
怖
」こ
そ「
美
」と
い
う
意
味
は
人
間
の
本
来
持
っ
て
い

る
残
虐
性
や
非
道
徳
性
を
肯
定
し
て
創
造
の
中
で
自
由
な
思
想
を
持
つ
こ
と
は

悪
い
こ
と
で
は
な
い
と
考
え
る
と
述
べ
た
。
そ
の
た
め
本
論
で
は
多
く
の
残
虐

的
描
写
や
猟
奇
的
描
写
に
つ
い
て
取
り
上
げ
た
。
ま
た
様
々
な
嗜
好
や
コ
ン
プ

レ
ッ
ク
ス
か
ら
引
き
起
こ
さ
れ
る
犯
罪
に
つ
い
て
も
触
れ
た
。
サ
デ
ィ
ズ
ム
や

マ
ゾ
ヒ
ズ
ム
、
ネ
ク
ロ
フ
ィ
リ
ア
な
ど
の
変
態
性
欲
心
理
や
人
形
愛
や
見
世
物

小
屋
と
い
っ
た
も
の
に
も
触
れ
た
。
そ
こ
で
多
く
の
残
虐
描
写
・
猟
奇
描
写
に

意
味
が
あ
る
と
結
び
付
け
ら
れ
た
こ
と
を
喜
ば
し
く
思
う
。

私
自
身
が
行
っ
た
研
究
は
探
偵
小
説
を
焦
点
に
あ
て
た
研
究
で
は
な
い
た
め

本
格
的
な
研
究
で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
江
戸
川
乱
歩
の
文
学
の

本
質
に
ふ
れ
る
研
究
の
中
で
も
エ
ロ
グ
ロ
や
不
具
者
に
焦
点
を
当
て
た
研
究
は

あ
ま
り
な
か
っ
た
の
で
、
非
常
に
苦
労
は
し
た
が
新
し
い
視
点
で
乱
歩
文
学
を

読
み
進
め
る
こ
と
が
で
き
た
。
こ
こ
で
江
戸
川
乱
歩
の
一
文
を
引
用
す
る
。

私
が
自
分
を
語
る
場
合
は
、
探
偵
小
説
書
き
と
し
て
の
自
分
を
語
る
外

な
い
。
面
白
く
も
お
か
し
く
も
な
い
こ
と
し
か
書
か
な
い
。

自
分
の
書
く
も
の
は
一
向
面
白
く
な
い
。
書
く
ま
で
一
寸
意
気
込
ん
で

い
て
も
、
出
来
上
が
っ
て
し
ま
う
と
大
抵
へ
ど
が
出
る
。
そ
れ
を
活
字
に

し
て
貰
う
の
だ
か
ら
少
し
あ
つ
か
ま
し
い
が
、
半
分
は
食
う
為
だ
か
ら
浅

間
し
い
訳
だ
。
殊
に
長
編
小
説
と
な
る
と
悲
惨
だ
。
大
抵
は
い
い
加
減
の

荒
筋
し
か
出
来
て
い
な
い
内
に
や
む
を
獲
ず
第
一
回
を
書
き
は
じ
め
る
。

今
い
う
通
り
出
来
上
が
る
と
へ
ど
の
出
る
た
ち
だ
か
ら
、
次
ぎ
の
月
に
第

二
回
を
書
く
時
に
第
一
回
を
読
み
返
す
と
筆
を
と
る
気
に
も
な
ら
な
い
。

そ
こ
を
無
理
を
し
て
書
い
て
し
ま
う
と
、
今
度
は
第
三
回
目
は
二
倍
の
い

や
さ
だ
。
回
数
を
重
ね
る
に
従
っ
て
、
も
う
も
う
死
ん
で
し
ま
い
た
く
な

る
。
長
編
は
書
き
上
げ
て
し
ま
っ
て
か
ら
で
な
け
れ
ば
発
表
す
る
も
の
で
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な
い
と
つ
く
づ
く
思
っ
て
い
る
。
こ
ん
な
こ
と
を
白
状
す
る
と
読
者
が
へ

る
か
も
知
れ
な
い
が
、
本
当
だ
か
ら
仕
方
が
な
い
。

右
の
如
く
い
や
だ
い
や
だ
と
い
う
も
の
の
、
や
っ
ぱ
り
小
説
好
き
に
生

れ
つ
い
た
悲
し
さ
に
は
、
後
悔
し
て
も
、
し
て
も
、
こ
り
ず
に
書
く
。
少

な
く
と
も
書
き
た
い
気
だ
け
は
あ
る
。
私
は
こ
の
世
に
何
の
意
義
も
価
値

も
認
め
な
い
よ
う
な
男
だ
が
、
芸
術
だ
け
に
は
魅
力
を
感
ず
る
。
よ
い
芸

術
を
見
た
り
聞
い
た
り
す
る
こ
と
は
可
な
り
貪
慾
だ
。
又
出
来
れ
ば
自
分

で
も
い
い
小
説
が
書
き
た
い
。
私
の
抱
い
て
る「
夢
」を
思
う
存
分
語
り
た

い
。
そ
れ
だ
け
が
願
い
の
男
だ
。
馬
鹿
に
精
力
が
な
い
。
普
通
の
人
の
十

分
の
一
位
し
か
な
い
。
だ
か
ら
書
き
た
い
気
持
が
あ
っ
て
も
ま
る
で
書
か

な
い
も
同
じ
様
な
月
々
を
送
っ
て
い
る
。
た
ま
に
書
け
ば
金
が
ほ
し
く
て

無
理
に
引
受
け
た
ご
ま
か
し
物
が
多
い
。
こ
れ
で
は
不
愉
快
で
仕
様
が
な

い
。
せ
め
て
一
年
も
収
入
が
な
く
て
差
仕
え
な
い
様
な
算
段
が
し
た
い
。

ど
ん
な
に
生
活
を
切
り
つ
め
て
も
い
い
。
そ
し
て
ゆ
っ
く
り
筆
を
執
っ
て
、

す
ば
ら
し
い
長
編
小
説
が
書
き
た
い
。
こ
れ
が
日
本
の
長
篇
探
偵
小
説
だ

と
い
う
様
な
も
の
が
書
き
た
い
。
驚
い
た
こ
と
に
は
、
私
は
ま
だ
探
偵
小

説
に
未
練
が
あ
る
の
だ
。
今
ぼ
つ
ぼ
つ
そ
の
下
ご
し
ら
え
を
し
て
い
る
。

然
し
こ
ん
な
こ
と
は
、
小
説
で
も
書
こ
う
と
い
う
者
は
誰
で
も
考
え
て
い

る
事
か
も
し
れ
な
い
。
珍
し
く
も
な
い
愚
痴
話
で
恐
縮
で
す
。

（
昭
和
二
年
）（「
私
の
抱
く
夢
」『
悪
人
志
願
』よ
り
引
用
）

乱
歩
は
長
編
の
探
偵
小
説
を
書
き
た
い
と
い
う
意
欲
は
あ
っ
た
が
、「
自
分

の
書
く
も
の
は
一
向
に
お
も
し
ろ
く
な
い
」と
卑
下
し
て
い
る
。
こ
の
随
筆
の

中
で「
私
は
こ
の
世
に
何
の
意
義
も
価
値
も
認
め
な
い
よ
う
な
男
だ
が
、
芸
術

だ
け
に
は
魅
力
を
感
ず
る
。
よ
い
芸
術
を
見
た
り
聞
い
た
り
す
る
こ
と
は
可
な

り
貪
慾
だ
」と
書
き
残
し
て
い
る
。
こ
の
点
に
関
し
私
は
や
は
り
乱
歩
文
学
の

本
質
は
乱
歩
が
好
ん
だ
芸
術
性
に
あ
る
と
考
え
る
の
だ
。
売
文
主
義
と
い
わ
れ

た
残
虐
・
猟
奇
作
品
で
は
あ
る
が
乱
歩
自
身
が
書
い
た「
残
虐
の
郷
愁
」で
語
る

乱
歩
の
無
残
絵
な
ど
の
芸
術
観
の
影
響
が
表
れ
て
い
る
と
考
え
る
。

今
後
の
課
題
と
し
て
よ
り
論
を
深
め
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
で
あ
る
が
、
そ
の

た
め
に
、
変
態
性
欲
の
実
例
を
挙
げ
る
だ
け
で
は
な
く
、
そ
れ
以
上
の
精
神
や

心
理
学
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
や
当
時
の
時
代
背
景
な
ど
や
社
会
問
題
な
ど
都
市

論
を
よ
り
調
べ
ら
れ
た
ら
論
が
深
ま
っ
た
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
よ
り
多
く
の
作

品
の
悪
人
や
怪
人
た
ち
を
取
り
上
げ
調
べ
る
こ
と
に
よ
っ
て
乱
歩
の
文
学
の
本

質
に
よ
り
近
づ
け
る
と
考
え
た
。
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フバランスを保った生活ができるのではないだろうか。

年中行事は、歴史を学び得る場、文化伝承の場、心理的な場、価値観の共有の場、季節を感じる場、

食を楽しむ場、家族団欒を楽しみ絆を深める場、地域とつながる場であろう。時と共に移り行く年中

行事を共に学び楽しみながら日本の伝統ある行事や風習を大切に継承していくべきである。

本研究は、幼少期に体験した年中行事を多く経験した子どもが青少年期の心の健康度に関わるかを

検討した。今回の研究では扱わなかった親の年中行事に対する価値観や経済力による差、また精神的

健康度について。また、年中行事を伝統的に実施している母親の育児不安との関係性を含めて研究を

行うことで、家族関係をより広く捉えることが可能になるだろう。今後は、今回得られた知見をさら

に深めていくために、こうしたほかの要因にも着目し、様々な視点で検討したい。

（22）



結果

尺度間の関連では年間行事と家族機能の関連について、幼児期の頃年間行事を多く体験している者

ほど家族凝集性、家族適応性が高く家族機能が適切に働く傾向にある。家族機能が適切に働くと、青

年期の心の安定（アタッチメント）に関わりがあることが示された。

次に、各尺度の標準得点に基づいてクラスタ分析（SPSSによるQuick Cluster）を行うこととし、３

クラスタによる分類を採用した。第１クラスタは年間行事を多く経験しており、現在の家族凝集性は

あるが適応性が平均並み（103名の集団の平均の意味をさす）で、安定（アタッチメント）が低く、回避

とアンビバレントは高い。第２クラスタは年間行事の体験が少なく、それに伴い現在の家族凝集性と

家族適応性および３つの愛着パターンがすべて低い。第３クラスタは年間行事を多く経験しており、

現在の家族凝集性と家族適応性とも高く、安定（アタッチメント）が高く回避とアンビバレントは高い

ことが示された。

第３クラスタと比較して第１クラスタ、第２クラスタはGHQの得点が高い。第２クラスタは、想

定通りで回避的、アンビバレントの者は、精神健康度も低い。

第３クラスタと第１クラスタの比較では、年間行事を多く行う家庭は、凝集性自体はあると認識さ

れる傾向にあるが、必ずしも適応性が伴うとは言えず第１クラスタの場合のように適応性が高く認識

されていなければ、愛着の形成に問題があり精神的健康度も低い傾向が示された。

最後に、GHQ得点にどのような相違がみられるかを比較検討するために、３クラスタを独立変

数、家族機能および内的作業モデルの各尺度の得点を従属変数とした分散分析を行った。その結果、

GHQ得点、アタッチメントいずれにおいても有意差が認められた。

考察

本研究では、年中行事に着目し伝統的に実施している家庭は、家族機能が高く、その結果として子

どものアタッチメントが安定し、精神的な健康度が高いことを仮説として検討を行った。

子どもの頃の家族構成と年中行事の経験数について、子どもの頃、核家族、三世代家族のどちらで

あっても年中行事の経験数の多さに相関は見られなかった。三世代家族であるから年中行事等の知識

や経験が伝達される機会が多く、年中行事を伝統的に行っているとは限らないことが示された。年中

行事を多く経験している家族は、核家族、三世代家族それぞれで、母親でなくても母性の役割を担い

家族と関わり合っているのではないかと考察する。

家族凝集性について、年中行事は、食事場面は子どもの発達段階に関わらず、家族の凝集性が他の

生活場面と比較して比較的高いこと、生理的欲求の充足と親子の二者関係を同時に強く感じられる場

であると述べている（伊東　2005）。年中行事を行うことは、食に関わる機会が沢山あり自然と食卓

を囲む機会が増えるだろう。本研究でも、年間行事を行う家庭ほど家族の凝集性が高い結果が得られた。

クラスタ分析について、第１クラスタは年中行事を多く経験しており、現在の家族凝集性はあるが

適応性が平均並み（103名の集団の平均の意味をさす）で、安定型（アタッチメント）が低く、回避型と

アンビバレント型は高い。第２クラスタは年中行事の体験が少なく、それに伴い現在の家族凝集性と

家族適応性および３つの愛着パターンがすべて低い。第３クラスタは年中行事を多く経験しており、

現在の家族凝集性と家族適応性とも高く、安定型（アタッチメント）が高く回避型とアンビバレント型

（20）

は高いことが示された。

第３クラスタと比較して第１クラスタ、第２クラスタはGHQの得点が高い。第２クラスタは、回

避型、アンビバレント型で、精神健康度も低く、第２クラスタと第３クラスタ間の差は想定された。

クラスタ分析の解釈について、第２クラスタは年中行事の体験が少ないことで自然と家族との触れ

合う機会が乏しく愛着が育まれないまま成長し、現在精神的健康度が低い傾向にあることが示された。

第３クラスタは、年中行事の体験が多く自然と家族と触れ合う機会が十分にあり愛着が育まれたこと

で現在も精神的健康度が高い状態であるという傾向が示されたと考える。

第３クラスタと第１クラスタの比較では、家族凝集性はあるが、家族適応性が伴わなければ家族に

状況的危機や発達的危機があった場合に家族とのかかわり方に偏りがあると回避型やアンビバレント

型である傾向が示された。子どもは個人の意思に反して強制的に行事へ参加している、また家族内の

役割関係が偏っていると家族の機能がうまく働かず、精神的健康度が低く不安定であると考えられる。

また、柏木（2006）は、親は常に子との結合・愛着関係だけに自足していない。子との分離を望み子

の存在や養育に不満や戸惑いを感じる。そんな側面もあると述べているように、子は親の不満や戸惑

いを受け取り互いに信頼関係が結べない可能性も影響していると考えられる。

また、年中行事を多く行う家庭は、凝集性自体はあると認識される傾向にあるが、必ずしも適応性

が伴うとは言えず第１クラスタの場合のように適応性が高く認識されていなければ、愛着の形成に問

題があり精神的健康度も低い傾向にあることが示唆された。

家族として凝集性があっても、家族に状況的危機や発達的危機があった場合に家族とのかかわり方

に偏りがあると回避型やアンビバレント型である傾向が示された。個人の意思に反して強制的に行事

へ参加している、逆に家族内の役割関係等の勢力が偏っていると家族の機能が働かず、精神的に不安

定になるといえるだろう。

精神的健康度について、先行研究で家族行事を行うことは、共通の体験や話題を生む機会となり、

家族の健康性が高まることが指摘されている（杉渓　1989）。幼児期に家族で年中行事を通し共通の

体験や話題を生む機会が沢山あることで、家族凝集性が高く精神健康度も高い傾向にあるという結果

が得られた。このことから、この仮説はおおよそ支持された。

これらの結果から、年間行事を伝統的に行っているかで、精神的健康度と愛着のパターンだけでな

く家庭の養育状態を図ることができると推測できるのではないか。

愛着パターンが回避型、アンビバレント型であった者、また家族適応性が低く認識される者の場合、

子どもの頃に家族機能がうまく働かず愛着が育まれていなかった可能性が高いといえるだろう。

愛着パターンが安定型（アタッチメント）であった者は、家族機能が働き愛着が育まれる家庭環境で

あったと考えられる。例えば、デベローの親の子育て行動４つの象限とウィニコットの「ほどよい母親」

に関連するのではないだろうか。つまり、デベローのそれぞれ４つの象限の養育態度が最適な水準に

とどまっている。そして、ウィニコットの「ほど良い母親」であるほど子どもは自分の居場所ができ安

心して過ごす環境が生まれる。それにより、家族適応性が高く認識され子どもの精神的な健康度につ

ながると考察する。

今、「家」「家庭」の求心力が低下で家庭機能が外に分散・拡散し年中行事が喪失しつつある中で、年

中行事を通して家族の価値観の共有と家族理解につながるという意識を相互にもつことでワークライ

（21）



結果

尺度間の関連では年間行事と家族機能の関連について、幼児期の頃年間行事を多く体験している者

ほど家族凝集性、家族適応性が高く家族機能が適切に働く傾向にある。家族機能が適切に働くと、青

年期の心の安定（アタッチメント）に関わりがあることが示された。

次に、各尺度の標準得点に基づいてクラスタ分析（SPSSによるQuick Cluster）を行うこととし、３

クラスタによる分類を採用した。第１クラスタは年間行事を多く経験しており、現在の家族凝集性は

あるが適応性が平均並み（103名の集団の平均の意味をさす）で、安定（アタッチメント）が低く、回避

とアンビバレントは高い。第２クラスタは年間行事の体験が少なく、それに伴い現在の家族凝集性と

家族適応性および３つの愛着パターンがすべて低い。第３クラスタは年間行事を多く経験しており、

現在の家族凝集性と家族適応性とも高く、安定（アタッチメント）が高く回避とアンビバレントは高い

ことが示された。

第３クラスタと比較して第１クラスタ、第２クラスタはGHQの得点が高い。第２クラスタは、想

定通りで回避的、アンビバレントの者は、精神健康度も低い。

第３クラスタと第１クラスタの比較では、年間行事を多く行う家庭は、凝集性自体はあると認識さ

れる傾向にあるが、必ずしも適応性が伴うとは言えず第１クラスタの場合のように適応性が高く認識

されていなければ、愛着の形成に問題があり精神的健康度も低い傾向が示された。

最後に、GHQ得点にどのような相違がみられるかを比較検討するために、３クラスタを独立変

数、家族機能および内的作業モデルの各尺度の得点を従属変数とした分散分析を行った。その結果、

GHQ得点、アタッチメントいずれにおいても有意差が認められた。

考察

本研究では、年中行事に着目し伝統的に実施している家庭は、家族機能が高く、その結果として子

どものアタッチメントが安定し、精神的な健康度が高いことを仮説として検討を行った。

子どもの頃の家族構成と年中行事の経験数について、子どもの頃、核家族、三世代家族のどちらで

あっても年中行事の経験数の多さに相関は見られなかった。三世代家族であるから年中行事等の知識

や経験が伝達される機会が多く、年中行事を伝統的に行っているとは限らないことが示された。年中

行事を多く経験している家族は、核家族、三世代家族それぞれで、母親でなくても母性の役割を担い

家族と関わり合っているのではないかと考察する。

家族凝集性について、年中行事は、食事場面は子どもの発達段階に関わらず、家族の凝集性が他の

生活場面と比較して比較的高いこと、生理的欲求の充足と親子の二者関係を同時に強く感じられる場

であると述べている（伊東　2005）。年中行事を行うことは、食に関わる機会が沢山あり自然と食卓

を囲む機会が増えるだろう。本研究でも、年間行事を行う家庭ほど家族の凝集性が高い結果が得られた。

クラスタ分析について、第１クラスタは年中行事を多く経験しており、現在の家族凝集性はあるが

適応性が平均並み（103名の集団の平均の意味をさす）で、安定型（アタッチメント）が低く、回避型と

アンビバレント型は高い。第２クラスタは年中行事の体験が少なく、それに伴い現在の家族凝集性と

家族適応性および３つの愛着パターンがすべて低い。第３クラスタは年中行事を多く経験しており、

現在の家族凝集性と家族適応性とも高く、安定型（アタッチメント）が高く回避型とアンビバレント型

（20）



はじめに

近年、児童虐待や育児放棄といった問題が顕在化してきている。児童虐待の相談件数の増加は著し

く社会情勢を反映する大きな問題となっている。

これまで様々な実態調査や事例検証を通して、虐待に至るおそれのある要因（リスク要因）が抽出さ

れている。

児童虐待が起こる背景には様々な要因があるが、「子ども虐待対応の手引き」（厚生労働省）では、主

に次の３つのリスク要因に分類しており、さまざまな要因が複雑に絡み合うことで起こるとされてい

る。児童虐待の要因は大きく分けて、保護者側のリスク、子ども側のリスク、養育環境側のリスクの

３つに分けられる。

今回、それらの中で、妊娠、出産、育児を通して発生するもの、保護者自身の性格や、精神疾患等

の心身の不健康から発生するものとされる保護者側のリスクに着目する。保護者側のリスクは家庭環

境の影響が大きい。そして、家庭環境の中で心理学的に大事なのは家族機能であると考える。

家族行事を行うことは、共通の体験や話題を生む機会となり、家族の健康性が高まることが指摘さ

れている（杉渓　1989）。また、食事場面は子どもの発達段階に関わらず、家族の凝集性が他の生活

場面と比較して比較的高いこと、生理的欲求の充足と親子の二者関係を同時に強く感じられる場であ

る（伊東　2005）と述べている。

これらの先行研究に基づき、家族機能がよく働いているかを知るため、その過程において年間行事

を大事にしているかということを一つの指標として調査したいと考えた。

本研究では、年間行事と家族機能に関する調査を大学生対象に行う。幼稚園・保育所～小学生の頃

家庭で年中行事を大事にすることで、家族機能と子どもの心の健康に与える影響について明らかにす

る。

方法

調査対象者は、宮城学院女子大学生約100名。以下の尺度を記載した質問紙調査を行った。

（１）年間行事質問紙（予備調査より作成）

（２）家族機能測定尺度（家族の凝集性、適応性を査定する）

（３）内的作業モデル尺度（アタッチメントのタイプを査定する）

（４）GHQ精神健康調査票（心の健康の程度を査定する。GHQ12を使用、実施）

年中行事を伝統的に実施している家族は、家族機能が高く、その結果として子どものアタッチメン

トが安定し、心の健康度が高いことを検証する。

修士論文題目及び内容の要旨

家庭における年間行事のあり方が
家族機能と子どもの心の健康に与える影響

伊藤　珠保

（19）



ンタビュー調査を中心に述べた。このインタビュー調査は日本国内の漢字教育の現状および問題点を

洗い出すことを目的にし、二人の日中両国で受けた漢字教育、及び日本語学校での漢字教育について

尋ねた。調査の協力者のAさんは現在某日本語学校に在籍している20代前半の男性で、調査を行った

時点まで初級クラスで漢字授業を受けていた。Bさんは日本語学校で初級、中級、上級クラスを経て、

現在はある大学に在籍している女性である。文字化された二人のインタビュー内容を分析すると、二

人の日本語学校が違っているが、ベトナム人やネパール人と一緒に漢字授業を受けたこと、または初

級段階の漢字授業に対して、二人も「遅い」との評価がしていること、そして、漢字語彙を指導する際

に、日常生活との連結が必要だと考えていること、この三つの共通点がある。

共通点以外に、Aさんのインタビューから漢字の字形指導について、中国語を母語とする日本語学

習者が字体の違いに気づくことができないので、学習者に日本の公的な場合で、字体・字形の差の大

きい文字に対する許容度が低いということを説明しないままで、学習者に字形を厳しく求めると、反

発を招く恐れがあるとのことを示唆している。またBさんのインタビューからは、中国語を母語とす

る日本語学習者と他言語を母語とする日本語学習者が中・上級段階の漢字授業で共存できる指導案に

一定な理解を得られた。

最終章である第六章では、本稿のまとめと今後の課題を述べている。本稿では日中両国における日

本語の漢字教育の現状や中国を母語とする日本語学習者の意識がある程度明らかにされ、今後の中国

語母語の話者に対する現場の漢字教育に対して、参考になると思う。しかし、筆者自身の日本語能力

の不足により、得られたデータの整理と分析の能力がまだ乏しく、データが充分に活用されておらず、

第三章のアンケート調査のデータをさらに分析する必要がある上で、中国国内の日本語学習者の漢字

に対する意識と学習歴の関連性を掘り出せていない。そして、第四章の半構造インタビューの内容か

ら中国語を母語とする日本語学習者と他言語を母語とする日本語学習者が中・上級段階の漢字授業で

共存できる指導案に一定な理解を得られたが、その共存できる原因と要素を十分に言及できていない。

今後の課題として取り組んでいきたい。
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困難点を述べながら、中国語を母語とする日本語学習者向けの適切な漢字指導を行わなければならな

いことを述べた。第二節では本研究の目的と研究方法を述べた。

第二章では、これまでの中国語母語話者を対象とした日本語の漢字教育に関する先行研究をまとめ

て、概観している。1960年代から現在まで、十年ごとに一段階として、五段階に分けられる。第一

段階の1960年代には、中国系の学生に対する漢字教育には注意が必要であるという認識も芽生えた。

第二段階の1970年代には文化庁の「中国語を対応する漢語」（1979）が出版され、後の日中の語彙の対

照研究に大きな影響をもたらした。第三段階の1980年代には対照研究だけでなく、これらの留学生

の漢字と漢字語彙の例を収集して、分析した論文も出てきた。1990年代は第四段階として、日中漢

字の対照研究以外に、認知心理学においての研究、誤用分析及び漢字指導を論じる研究が行われるよ

うになった。最後の第五段階の2000年以降の漢字教育は過去の研究の結果を継承しながら、各方面

でさらに深く掘り下げており、数少ない意識調査も行われていた。　

これらの先行研究の概観から見ると、漢字への認知プロセスにおいて、他言語を母語とする日本語

学習者が漢字の音韻情報に偏っているのと異なり、中国語を母語とする日本語学習者がつい漢字の視

覚情報に依存してしまいがちであることを明らかにしている。また、中国語を母語とする日本語学習

者の漢字の習得における問題点を字形、読み、意味と用法ごとに分類し、明らかにしている。字形の

面であれば、中国語を母語とする日本語学習者が母語の干渉を受けやすく、字体の違いに敏感に認識

できない。読みの面というと、清濁音、長短音、および促音が中国語を母語とする日本語学習者にと

って難易度が高い。意味と用法の面なら、母語の干渉により、自他動詞の違いや日中の両言語におけ

る書き方は同じだが、意味の一部が重複かずれかあるものを習得するのは難しい。最後に漢字指導に

ついて、中国語を母語とする日本語学習者に向ける有効な漢字教材が開発されていないことも指摘さ

れている。

第三章では、中国国内における漢字教育の現状と学習者の漢字と漢字指導に対する意識を検証して

把握するとともに、今後、中国語母語の話者に対する日本語の漢字の指導に役立たせることを目的に

し、中国国内の日本に留学した経験がない学習者に行ったアンケート調査を中心に述べている。今回

の調査はオンラインで（Google フォーム）の形式を使用した。回収された有効な調査票は187人分に

なっている。この187人の回答から見ると、中国国内ではどの日本語学習機関では漢字授業がほぼ開

設されていない現状が明らかとなった。もう一つの現状は学習者たちが別の日本語の授業に先生から

漢字の説明を受けていることである。この二つの現状から、「中国国内では日本語の漢字指導は先生

に委ねられている」ことが推測できる。また、学習者の日本語の漢字に対する意識は、簡単か難しい

かはっきり判断できないようになっている。この意識状態が漢字指導の必要性を示唆していると言え

よう。最後に、学習者が感じる難点と自分が注意を払いやすい面の食い違いも明らかされた。回答に

よって、中国語を母語とする学習者が最も日本語の漢字に困難を感じていたのは文の意味を読み取れ

なかった時であるが、一方で、彼らが最も注意を払っている対象は字形が特別なものである。そのた

め、中国語を母語とする日本語学習者に漢字指導をする際、漢字の日本語としての意味・用法、およ

び読みに対しての習得は学習者の母語知識に任せられなく、明確に指導する必要性があると言えるだ

ろう。

第四章では、日本で漢字授業を受けた中国語を母語とする二人の日本語学習者に対しての半構造イ
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とは想像以上に困難である。こうした情報の提供も高校留学生支援においては必要なことである。

日本人生徒との相互的な交流が留学生・日本人生徒双方に良い影響を及ぼしているということも特

筆しておくべきだろう。しかし、これはあくまで「相互的」でなくてはならない。一方的な交流は却っ

て逆効果になり、日本人生徒と留学生の間に不和を生じさせる危険性がある。例えばCが実際に行な

ったような言語交換等、双方がwin-winになるような交流の在り方を支援側は改めて考える必要があ

る。

高校留学生は留学生活の中で実に様々な経験を得て、様々な葛藤や悩みを抱える。Bの葛藤もCの

葛藤も、留学しなければもしかしたら感じることもなかったかもしれない。しかし、そうした葛藤と

克服が彼女たちを大きく成長させたのも事実だ。留学の有用性は「言語習得」や「異文化体験」だけでな

く、こうした「自己の成長」という点においても認められるのではないか。異文化接触や他者との交流

により未来を担うグローバルな視点を持った青少年の育成を行うことが、「留学事業」の大義と言え、

特に高校留学生に関わる全ての教員はこれを踏まえて高校留学生の支援に関わるべきであると述べた。

【引用文献】
河村茂雄（2000）『心のライフライン—気づかなかった自分を発見する』誠信書房

竹山典子（2008）「在日外国人生徒への心理的支援のあり方―高校への適応を果たした事例からの考察―」　異文化教育学会『異

文化間教育』27　アカデミア出版

（14）

論文要旨

独立行政法人日本学生支援機構（JASSO）の調査によると、日本国内の中国人留学生数は2018年が

10万7160人で、2019年には11万4950人に達した。また、国際交流基金の「2018年度海外日本語教

育機関調査　速報値」の結果によれば、中国大陸の日本語学習者数は10,004,625人になっていた。こ

のように、海外においても、日本国内においても、中国人の日本語学習者は高い割合を占め、日本語

教育において重要な位置を占めていると言えよう。確かに、漢字の国の中国人にとって、漢字を多く

使用する日本語は親しみがあり、母語の漢字の知識を直接活用することができる。漢字の習得におい

て、一見、中国語を母語とする日本語学習者は、非漢字圏より有利な点があるが、実は問題点と困難

な点が数多く存在している。そのため、中国語を母語とする日本語学習者向けの適切な漢字指導を行

わなければならないのである。

この認識は、近年すでに日本国内の教育現場で広まっており、初・中級段階の中国語母語とする日

本語学習者に対しても、他の学習者と同じように、漢字教育が行われているが、漢字圏と非漢字圏の

学習者が混在する初級クラスでは、漢字圏の学習者は漢字の授業への参加率が低く、漢字に対する学

習意欲が低いという事例もあった。一方、中国国内の日本語教育現場における漢字の学習は依然とし

て学習者自身に任されており、漢字の教材さえない。

中国語母語話者の日本語学習者を対象とした漢字教育に関する先行研究は、中国語母語話者によく

見られる漢字学習の問題点を分類してまとめている。そして、それらの問題点が出てくる原因を、認

知心理や母語干渉などの面から解釈している。また、これらの問題点を解決できるようにするため、

対照研究も多く行われている。ところが、体系的に漢字問題対策・漢字指導方法を講じてきた研究は、

数が少ない。先行研究の大部分は、日中漢字の対照研究、または指導者の観察によるもので、学習者

の日本語漢字に対する認識、彼らの漢字学習のニーズなどについてはあまり触れていないと言える。

そのため、筆者はアンケート調査とインタビュー調査の方法を使用して、日中両国の日本語漢字教

育の現状をさらに把握した上で、中国語を母語とする日本語学習者の日本語の漢字と漢字教育に対す

る考え方を聞くことによって、彼らの日本語の漢字に対する意識を捉えるようにしたいと考えた。そ

の結果が今後中国語を母語とする日本語学習者に対する漢字の教育方法や対策に役立てられることも

期待している。

なお、本稿は五章によって構成されている。まず、第一章の序章では、第一節において筆者が学習

者の母語と中国の国情を配慮して、「漢字圏学習者」ではなく、「中国語母語話者」を研究対象とした理

由を述べた。続いて、中国語を母語とする学習者が日本語の漢字を習得する際に起きやすい問題点と

修士論文題目及び内容の要旨

中国語母語話者のための日本語漢字教育
―学習者に対する意識調査から―

羅　　　丹
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とは想像以上に困難である。こうした情報の提供も高校留学生支援においては必要なことである。

日本人生徒との相互的な交流が留学生・日本人生徒双方に良い影響を及ぼしているということも特

筆しておくべきだろう。しかし、これはあくまで「相互的」でなくてはならない。一方的な交流は却っ

て逆効果になり、日本人生徒と留学生の間に不和を生じさせる危険性がある。例えばCが実際に行な

ったような言語交換等、双方がwin-winになるような交流の在り方を支援側は改めて考える必要があ

る。

高校留学生は留学生活の中で実に様々な経験を得て、様々な葛藤や悩みを抱える。Bの葛藤もCの

葛藤も、留学しなければもしかしたら感じることもなかったかもしれない。しかし、そうした葛藤と

克服が彼女たちを大きく成長させたのも事実だ。留学の有用性は「言語習得」や「異文化体験」だけでな

く、こうした「自己の成長」という点においても認められるのではないか。異文化接触や他者との交流

により未来を担うグローバルな視点を持った青少年の育成を行うことが、「留学事業」の大義と言え、

特に高校留学生に関わる全ての教員はこれを踏まえて高校留学生の支援に関わるべきであると述べた。

【引用文献】
河村茂雄（2000）『心のライフライン—気づかなかった自分を発見する』誠信書房

竹山典子（2008）「在日外国人生徒への心理的支援のあり方―高校への適応を果たした事例からの考察―」　異文化教育学会『異

文化間教育』27　アカデミア出版
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からこそ生じたのではないだろうか。前章にも記した通り、BとCは母国エストニアと日本で二回、

高校１年生を経験している。来日時はBが16歳、Cが17歳と日本人のクラスメイトより１歳年上であ

る。更に、エストニアでは18歳から成人としているため、二学年時の彼女たちは母国で成人として

扱われる年齢だった。しかし、日本では「高校生」であり「未成年」であり、日本で初めて生活する「留

学生」だ。彼女たちは「被保護者」なのである。国では成人と見做され、日本では未成年と位置付けら

れる「高校留学生」という複雑な立場の差異が、「閉塞感」を生じさせた。

「閉塞感」が解消されたのは、単にスケジュールがそれほど過密では無くなったということだけでな

く、「新しい留学生の存在」によりある程度BとCの自主性を重んじられるようになったことも多いに

影響しているのではないかと推測できる。「好きにして、みたいな。まあ、よかった」というBの言葉

から、「被保護者」として行動が制限されていたのが、学校や寮が「自分のことは自分たちで」という方

針に変化してからそれが緩和されたことが示唆できる。これにより、Bの中で学校と自分の距離が適

正なものへと近づき、「閉塞感」がなくなっていったということが言えるだろう。

また、BやCの語りの中では、留学生活で彼女たちが実に多くの人と交流してきたことが分かった。

そして同時に、その多くの人々との関わりがBとCの支えになっていたことも伺え、彼女たちにとっ

て「他者との交流」が以下に重要なことか示唆された。

インタビューでは教師、寮母、クラスメイト、寮生、学外のコミュニティで出会った人々、と様々

な人物が挙げられたが、その中でも特にホストファミリーとの交流はBとCに良い影響を与えたと言

えるだろう。

ホストファミリーは基本的に学校関係者（在校生の家庭）に依頼をしているため、学校と全く無縁と

いうわけではないが、常に学校の敷地内で生活している彼女たちにとって、唯一の「外」での「居場所」

と言っても過言ではない。先述した「閉塞感」の最中であっても、ホストファミリーの家では解放され

る。彼女たち、特に留学生活に息苦しさを感じていたBにとっては大切な息抜きの場になった。また、

血の繋がりのない赤の他人であるホストマザーが自分を心配して優しい言葉を掛けてくれたことは、

学校の外にも「自分を気にかけてくれる存在」がいるということに気づかせ、Bの留学の孤独感を和ら

げやと言っても過言ではない。学校外の様々な経験を与えてくれるホストファミリーの存在は、長期

滞在型の高校留学生にとって長い留学生活における「拠り所」であり、時にはメンタルヘルスケアとし

ての役割を果たす、重要な「第三のコミュニティ」であると考察できる

また、留学生にとって日本人生徒の存在も非常に重要な存在と言えるだろう。Cの語りからは、C

とクラスメイトで同じ寮に住むJの間で相互的な言語学習が行われていることが示唆された。英語の

先生に依頼されたことから、Jと一緒に英語の勉強をすることになったCであったが、これによりJの

英語力が上がるだけでなく、Cに「日本語能力が上がった」という実感を齎した。語りの中では「Jも英

語上手になってくれて、私は嬉しかった」という発言があったが、ここからCにとって自分の存在がJ

の英語力向上の一助になっていることは大きな喜びであったことが伺える。一方的ではなくあくまで

相互的な学習は、日本語の勉強を楽しくさせ、Cの学習へのモチベーションを向上させた。

こうした留学生と日本人生徒の関わりは両者に良い影響を及ぼし、また、そうした交流が留学生受

け入れの「真の目的」であるだろう。

三つ目の「留学生活が与える人間的成長」はCの吐露した「劣等感」と、Bの語った「母国との決別」か

（12）

ら示唆された。

Cの場合、彼女の抱えるBや他の生徒に対する「劣等感」が幸福度を低下させており、語りの中でも

この「劣等感」への言及が最も多かった。Cの日本語能力の劣等感は前節でも触れたように、Bという

自分より日本語のレベルが高い留学生と授業を受けることにより、留学前から感じていた日本語能力

が見事的中し、自信を喪失してしまったことから始まったと言える。

インタビューでは最初の頃は「劣等感」からBのことを「気にしてた」というCであったが、留学生活

の中で仲を深めていくうちに、Bの人となりが分かり、「気になるけど、いい」と考えられるようにな

ったという。Cの抱える「劣等感」はこれから先、留学生活が終わるまで解消されないかもしれない。

しかし、インタビューの中でCなりにこの「劣等感」となんとか折り合いをつけようという姿勢が伺え、

改めて彼女の精神面の成長を感じることができた。

一方、Bも留学生活の中である問題を抱えていた。母国や母国のコミュニティとの齟齬である。一

年目の夏休み、帰国したCは母国に違和感をもち、「合わない」と感じるようになったという。Bは夏

休みの間、母国で友人に会えなかったこと、留学で前向きになった自分と母国の雰囲気の間に感じる

ギャップ、これらにより母国から拒絶されたと感じた。この「疎外感」こそが彼女と母国を隔てる切欠

となったことは容易に想像できる。母国、或いは母国のコミュニティから「爪弾き」にされた経験は、

Bの心に深く残り、又「母国に帰らない」という進路の決定にも多大な影響を及ぼした。インタビュー

調査の中で語った「私はエストニアに居たら役に立たない」という思いも、母国のコミュニティでは「誰

も自分に興味ない」という気持ちから生じた発言であることが考えられる。

しかしながら、Bは「いまはエストニアと仲直りした」と述べ、母国との「仲直り」を宣言している。

2年目の夏休みに帰国した際、友人たちが優しく受け入れてくれ「疎外感」が軽減したのだ。だが、母

国に対する違和感は依然残った。先述したとおりBは日本の大学に進学することを決め、「エストニ

アには帰らない」としている。これは自分の存在価値を日本とエストニアで比べた時、日本にいた方

が自分の存在価値が高まると判断したことによる。

また、Bは留学してからの自分を非常に好意的に捉えており、日本に来て「幸せになった」「日本に

いた方が幸せになる」と語っている。留学が彼女に自信と「新しい居場所」を齎したと言えるだろう。

最終章である第四章では第三章を踏まえて総合的考察を行った。彼女たちの語りからは、高校留学

生は「留学生」として二つの文化の狭間にいる存在であるが、同時に「大人」と「子供」の過渡期にいる青

年であるという複雑な立場にあるということが改めて伺え、学校は「未成年」を保護するという責任を

果たすと共に、「大人」としての留学生の自立心・自主性を尊重する必要があると言える。

また、閉塞感の原因として、長期滞在の留学生のコミュニティが学校だけになりがちであることも

挙げられ、メンタルヘルスという意味でも、また言語実践の場という意味でも、学校や寮以外の「第

三のコミュニティ」を提供することが重要だと考察した。「居場所」を一つに限定させないで、逃げ道

を作ることは円滑な留学生活に繋がる。例えばA高校のように、長期滞在の留学生に対してもホーム

ステイ体験をさせることは非常に有効的な手段といえる。また、ボランティアや文化交流のイベント

の情報を提供することも考えられるだろう。留学生にとって日本は異国である。異国で情報を得るこ
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からこそ生じたのではないだろうか。前章にも記した通り、BとCは母国エストニアと日本で二回、

高校１年生を経験している。来日時はBが16歳、Cが17歳と日本人のクラスメイトより１歳年上であ

る。更に、エストニアでは18歳から成人としているため、二学年時の彼女たちは母国で成人として

扱われる年齢だった。しかし、日本では「高校生」であり「未成年」であり、日本で初めて生活する「留

学生」だ。彼女たちは「被保護者」なのである。国では成人と見做され、日本では未成年と位置付けら

れる「高校留学生」という複雑な立場の差異が、「閉塞感」を生じさせた。

「閉塞感」が解消されたのは、単にスケジュールがそれほど過密では無くなったということだけでな

く、「新しい留学生の存在」によりある程度BとCの自主性を重んじられるようになったことも多いに
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だろうが、「高校留学生」の受け入れに関しては、上で述べたように「学校経営のため」という面が強い

のではないだろうか。

日本を取り巻く「グローバル化」という現象は、今や教育現場にまで波及している。これを好機と捉

えるか、それとも危機と捉えるかは意見が分かれる所であるが、ともあれ、一度起きた波を止めるこ

とはできない。留学が日本にやってくる留学生たちにも、彼らを受け入れる学校にも、双方にとって

良いものとなるように早急に「高校留学生」支援のベースを整える必要がある。

第二章ではA高校における日本語教育実践について触れている。インタビュー調査を行う上で調査

対象者である高校留学生が、来日してから調査時までどのような環境で日本語教育支援を受けていた

か、そのバックグラウンドを明らかにする必要があると感じたからである。また、本章では授業内容

や使用教材、時間割等の情報だけでなく、筆者が実践の中で課題に感じたことも記している。

第三章はインタビュー調査の結果と分析を記したものである。留学生側の対象者はA高校で受け入

れた２名のエストニア人正規留学生（女子）BとCで、いずれも高校２年生である。彼女たちは高校１

年生の４月に来日したが、母国でも日本語を学習していたので、日本語歴はBが２年半、Cが２年で

ある。レベルは両者ともJLPT（日本語能力試験）のN3を合格しているが、その中でも少なからず差

が存在しており、現段階ではBの方がCよりも日本語能力が高い。

彼女たちには、河村（2000）「ライフライン」を使用したインタビュー調査を行った。「ライフライン」

とは１枚の紙に「自分が生きてきた道筋を、自分が感じた幸福度の高低によって一本の線でつないだ

もの」である。 （p.6）「比較的容易に書ける自分史」として主にカウンセリングなどで用いられること

を想定された手法であるが、「何があったかよりも、それをどのように捉えているかを重視し、現在

の自分に対する理解を深めていこう」という目的のもとに作成されたということもあり（p.4-5）、自分

を可視化するという点において非常に有効で、かつその特性から「語り」の軸としての作用を期待でき

ると考えた。

また、高校に通う「在日外国人生徒」を対象に「ライフライン」をインタビュー調査の一環として使用

した先行研究に竹山（2008）がある。竹山（2008）では、「在日外国人生徒」の適応過程を「ライフライ

ン」を用いて「正の変化」「負の変化」という形で示した。竹山は「ライフライン」を「自分の感情を中心に

書かれるため、人が自分を確立していく過程、つまり、自分の歴史に一貫性を持たせ、所属集団や社

会との関係の中の自分の位置を客観的に理解する上で役立つ」と評価している。このような観点から、

「ライフライン」はアイデンティティ構築の過程にある高校生を対象としたインタビュー調査の手法と

して適していると考え、採用した。

分析を通して、⑴閉塞感がもたらす幸福度の低下、⑵他者との交流、⑶留学生活が与えた人間的成

長の三つが重要な事象であることが示唆された。

「閉塞感がもたらす幸福度の低下」はインタビューの中で、Bは「ケージの中にいる感じ」と留学生活

に閉塞感を抱いていたことを語ったことから表出され、彼女の語りから、教科の授業が開始し、時間

割や環境が大きく変化したこと、またカリキュラムの都合で休みが少なくなってしまったことによる

「過密なスケジュール」と、「学校生活と私生活が全て学校内で完結していること」の二点がこの閉塞感

の要因であることが示唆された。

この「閉塞感がもたらす幸福度の低下」という事象は、彼女たちが「高校留学生」という立場であった
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的研究であれば、彼女たちの「声」を、今度は「語り」としてより深いところから汲み上げることができ

る。故に、アンケート調査等の量的な調査では埋もれ、見えなくなってしまうような新しい見解が得

られると考えた。

また、この他に、インタビュー調査の信頼性、妥当性を高めるため、フィールドノーツとして筆者

が記録してきた授業日誌（ジャーナル）、参与観察の中で印象的なエピソードを記録したものを併せて

用いる。

本稿は全部で五章構成となっている。第一章には「日本における高校留学生の概況」として、先行研

究や実際のデータを踏まえ、「高校留学生」の現状を記した。「高校留学生」の定義と分類もここで示し

ておく。第二章は調査の前置きとして、「A高校における高校留学生受け入れの実態」の詳細を書き記

した。その後に、「長期滞在型高校留学生」に対するインタビュー調査の結果と分析（第三章）、が続き、

最後に総合的考察の中で、「高校留学生」支援の提言や今後の課題について述べた（第四章）。第一章に

は「日本における高校留学生の概況」として、先行研究や実際のデータを踏まえ、「高校留学生」の現状

を記した。「高校留学生」の定義と分類もここで示した。

第一章では日本における高校留学生の増加について述べた。昨年から「外国人労働者」に関する一連

の諸問題が、ニュースなどのマスメディアで取り上げられている。少子化が進む近年、働き手の不足

が懸念されており、これを解消するために、技能実習生等といった外国人が重要視されているのだ。

平成30年12月には「出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律」が成立し、

公布された。今、日本は本当の意味での「グローバル化」を迫られている。これから、今まで以上の「外

国人労働者」が日本にやってくるだろう。「生活者としての外国人」は勿論のこと、彼らに伴って日本

に来た「外国人児童生徒」も急速に増加していくことが予想される。行政、そして日本語教育の現場は、

これらの喫緊の問題に早急に対応しなければならないだろう。

人口の増加が見込まれているのは上記だけではない。「外国人留学生」もその一つである。独立行政

法人日本学生支援機構（以下JASSO）の調査によると、平成29年度５月１日時点で日本国内の外国人

留学生数は267,042人に上るという。昨年度の調査と比較すると27,755人も多く、割合では約12パ

ーセント増加したことになる。「生活者としての外国人」や「外国人児童生徒」と同じように、「外国人

留学生」もまた、「新たな人材」という点で将来の日本にとって重要な存在である。日本が働き口とし

て「選ばれる国」となる為に、「外国人留学生」への支援も慎重に行っていくべきだろう。

その中でも、特に増加が著しいのは「日本の高等学校が受け入れる外国人留学生」（以下「高校留学

生」）である。文部科学省初等中等教育局国際教育課の調査「平成27年度高等学校等における国際交流

等の状況について」によれば、三か月以上滞在する高校留学生の数は延べ2,147人だという。平成25

年度と比べると、その数は約29パーセントも増加している。なぜここに来て「高校留学生」の受け入

れが増加したのか。要因は幾つか考えられるが、これも恐らく少子化が深く関わっているだろう。少

子化によって日本国内の子どもが減少したことにより、教育業界では学校同士の競争が激化している

という。より多くの入学者を獲得するためには周囲の学校との差別化を図らなければならない。その

差別化の手段として、「高校留学生」の受け入れを行う学校が増えたのではないだろうか。他にも、日

本のカルチャー・サブカルチャー人気の高まりや日本での就業に対する期待感等、様々な要因がある
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論文要旨

本研究は、宮城県の私立高等学校（A高校）に通う正規留学生（以下「長期滞在型高校留学生」）を対象

としたものである。

筆者は、A高校の日本語科の非常勤講師である。2018年4月、大学院進学と共に着任し、今日まで

「日本語教育を研究する大学院生」として、「高校の非常勤講師」として、「日本語教師」として、そして

一人の人間として、非常に近いところで高校留学生と関わってきた。プログラムや協会の派遣ではな

く、高校の三年間を全て日本で過ごす「長期滞在高校留学生」は、日本語教育や留学生教育の分野の中

でも非常に稀有な存在である。そうした特殊な背景を持つ彼女たちを相手に、学部を卒業したばかり

の筆者が日本語教育の現場を持つことができたのは、幸いであった。

非常勤講師として彼女たち「長期滞在型高校留学生」に携わる中で、まず驚いたのは「高校留学生」の

認知度の低さであった。先述の通り、「高校留学生」は稀有な存在である。ショートステイの留学生で
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修士論文題目及び内容の要旨

長期滞在型の高校留学生に対する支援と日本語教育

大友　茉那
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視点１：学習者の学びが成立するように心がけているか

視点２：学習者の多様性に対応しているか

視点３：適切な学習環境を提供できているか

視点４：学習者が主体的/積極的に学ぶ機会を提供できているか

視点５：学習者にとって意味のある内容や中身になっているか

視点６：学習者に自己選択・自己決定の機会を与えているか

視点７：時間枠を設けて活動させているか

視点８：ふり返りやフィードバックの時間を設けているか

視点９：「見通し」を与えているか

また、横溝は横溝・山田（2019：283）で教師が陥ってはいけない「教師のＳＯＳ状態」について述

べている。「教師のＳＯＳ状態」とは、中嶋（2011：86-89）で中嶋が述べた「しゃべりたがる（Ｓ）」「教

えたがる（Ｏ）」「仕切りたがる（Ｓ）」というものである。横溝はこの「教師のＳＯＳ状態」は教師にとっ

ては自然な状態であるからこそ、自問自答することによってアクティブ・ラーニングを引き出す授業

を目指すのに効果的だとしている。以上のように学習者がどのように学ぶかを考えることは教師が授

業を改善するきっかけになるのである。

5-2．学習者と教師の変容

アクティブ・ラーニングを引き出す授業を行うことによって学習者や教師はどのように変容するの

であろうか。学習者の変容を横溝・山田（2019：287-290）では、（１）日本語能力、（２）学習意欲、

（３）自己調整学習能力の観点から述べている。（１）に関しては言わずもがな、様々な分野で報告され

ている。（２）（３）は主体的な学習の主要素であるが、（２）学習意欲について横溝は「学ぶことについ

ての積極性が生じない授業はアクティブ・ラーニングを引き出す授業ではない」と述べていることか

ら、アクティブ・ラーニングには学習者の意欲が前提となることがわかる。（３）については、上記の

5-2．で挙げた視点３、４、６、８、９が自己調整学習能力を伸ばす視点だと述べている。

また、アクティブ・ラーニングを引き出す授業を目指した授業改善を試み続けることは「自分が持

っている「どう教えるか」についての考えを、自分の教育現場の実際に応じて捉え直し、それを実践し、

その結果を観察し内省して、より良き授業を目指すことが出来る能力」が向上する（p.293）と述べて

おり、さらに、その能力に長けた教師のモデルが「自己研修型教師（Self-directed Teacher）」と「内省

的実践家（Reflective Practitioner）」であるとしている。「自己研修型教師」と「内省的実践家」について

は岡崎・岡崎（1997）において以下のように述べられている。

［自己研修型教師］

（１）他の人が作成したシラバスや教授法を鵜呑みにし、そのまま適用していくような受け身的な存

在ではなく、自分自身で自分の学習者に合った教材や教室活動を創造していく能動的な存在であ

る。

（２）教師各自がこれまでの教授法や教材の持つ可能性を批判的に捉え直し、これまで無意識に作り

（6）

上げてきた自分の言語教育観やそれに基づいた教授法やテクニックの問題点を、学習者との関わ

りの中で見直していくという作業を自らに課す。

（３）考え、実行に移し、結果を考察し、改善していくという過程全体を担う。（p.15-16）

［内省的実践家］

（１）自分（や他の教師）のクラスで繰り広げられる教授・学習過程を十分理解するために、自分（や

他の教師）の教授過程を観察し、振り返る中で教授・学習過程の重要な諸点を発見していく教師

（２）教師の〈既に獲得している経験や技術を尊重し〉、その上で、〈各人なりの意味の構築〉を行い、

〈教師としての成長の主体を教師自身におき〉、〈自律的な教師研修〉を行うことを通じて教室内で

起きている事態について自分自身で観察し、考え、意思決定を行っていく教師（p.24-26）

以上のように述べられている通り、アクティブ・ラーニングを目指す授業は、学習者の変容を期待

するだけのものではなく、アクティブ・ラーニングを目指した授業実践や改善、考察は教師の成長を

促すためのものであるといえる。

６．今後の課題

高校留学生がクラスの教科学習に参加するにあたり、教師からの一方向的な授業や、定期試験で成

績や能力を判断される状況への疑問から日本語の授業改善や、高校留学生が目指す能力について考察

し、授業でアクティブ・ラーニング型授業を取り入れることを検討するための材料として本稿を位置

付けたい。今後は、学習者が能動的に学ぶことを意識した授業実践を行い、成長し続ける教師となる

べく実践で終わらず考察や改善に取り組んでいきたい。
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出版
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業で「自律的な学習者」を育てるために－中嶋塾で学んだ教師たちの軌跡－』p.86-89,中島塾記録集編集委員会

縫部善憲（2007）「「日本語教育」の研究の動向と展望」『日本語教育』第30巻第1号p.69-78,日本語教育学会
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生涯にわたって学び続ける力、主体的に考える力を持った人材は、学生からみて受動的な教育の

場では育成することができない。従来のような知識の伝達・注入を中心とした授業から、教員と学

生が意思疎通を図りつつ、一緒になって切磋琢磨し、相互に刺激を与えながら知的に成長する場を

創り、学生が主体的に問題を発見し解を見いだしていく能動的学修（アクティブ・ラーニング）への

転換が必要である。すなわち個々の学生の認知的、倫理的、社会的能力を引き出し、それを鍛える

ディスカッションやディベートといった双方向の講義、演習、実験や実技等を中心とした授業への

転換によって学生の主体的な学修を促す質の高い学士課程教育を進めることが求められる。（p.9）

加えて、「アクティブ・ラーニング」とは、「教員による一方向的な講義形式の教育とは異なり、学

習者の能動的な学習への参加を取り入れた教授・学習法の総称」と説明されている。その後、学習指

導要領では「アクティブ・ラーニング」という用語から「主体的・対話的で深い学び」という用語が使用

されるようになった。

また、溝上（2014：7）では以下のように述べている。

一方向的な知識伝達型講義を聴くという（受動的）学習を乗り越える意味での、あらゆる能動的な

学習のこと。能動的な学習には、書く・話す・発表する等の活動への関与を、そこに生じる認知プ

ロセスの外化を伴う。

横溝・山田（2019：4）では、溝上の定義が日本国内でよく引用される理由をまとめている。

・「アクティブ・ラーニング」かどうかの基準として機能しやすい。

（条件1）書く・話す・発表する等の活動を学習者が行っていること

（条件2）その時に頭の中で起こっている情報処理プロセス（記憶・論理的思考・推論など）を、学

習者が頭の外に出してみること（発話・メモ・文章・図式化・ジェスチャーなどによる）

・あらゆる能動的な学習という広い定義であることにより、「ちょっとした工夫で、授業がアクテ

ィブにできる」というメッセージが、実践者である教師に伝わりやすい。

しかし、横溝・山田（2019）では、「一方向的な知識伝達型講義」自体が日本語教育の現場では少な

いため、溝上の定義は日本語教育にはなじまないのではないかとし、脳の働きに注目した立場でアク

ティブ・ラーニングを捉え、以下のように定義している。

・脳が活発に働くことで生まれる、あらゆる学習の総称。

・その実現をめざすことが、授業改善のきっかけとなり、教師としての成長につながる。

上記の通り、「主体的な学習」や「アクティブ・ラーニング」といった知見は、成人学習者や大学の留

学生を対象として端を発したものであった。そのため、尾関（2013）では、JSL児童生徒は成人学習者

とは異なる部分が多いと述べ、特に子どもたちの言語能力は未だ発達の途上ある点、自らの意思で来

（4）

日し日本語を学習することを意図的に選択していない点を挙げている。つまり、「主体的に学ぶ」こと

ができるかの条件は、ある程度言語能力が確立していること、自らの意思で日本語を学習しているこ

とだと考えると、高校留学生は、JSL児童生徒のように教科学習を行う必要のある学習者という点は

共通するが、「主体的な学び」が行える学習者としては、大学の留学生や成人学習者と共通するといえ

るということである。

4-3．学習指導要領と「アクティブ・ラーニング」

文部科学省の「平成28年12月21日中央教育審議会」の「幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び特

別支援学校の学習指導要領等の改善及び必要な方策等について（答申）」では以下のように述べられて

いる。

　

（３）「主体的・対話的で深い学び」の実現（「アクティブ・ラーニング」の視点）

〇　第三は、子供たちが、学習内容を人生や社会の在り方と結び付けて深く理解し、これからの時

代に求められる資質・能力を身に付け、生涯にわたって能動的に学び続けたりすることができる

ようにするため、子供たちが「どのように学ぶか」という学びの質を重視していく改善を図ってい

くことでる。

〇　学びの質を高めていくには、第７章において述べる「主体的・対話的で深い学び」の実現に向け

て、日々の授業を改善していくための視点を共有し、授業改善に向けた取組を活性化していくこ

とが重要である。

〇　これが「アクティブ・ラーニング」の視点からの授業改善であるが、形式的に対話型を取り入れ

た授業や特定の指導の型を目指した技術の改善にとどまるものではなく、子供たちそれぞれの興

味や関心を基に、一人一人の個性に応じた多様で質の高い学びを引き出すことをいとするもので

あり、さらに、それを通してどのような資質・能力を育むかという観点から、学習の在り方その

ものの問い直しを目指すものである。

上記の内容を受け、「新しい学習指導要領の考え方―中央教育審議会における議論から改訂そして

実施へ―」の「３．どのように学ぶか―主体的・対話的で深い学び（アクティブ・ラーニングの視点か

らの授業改善）―」では、「主体的な学び」は「学ぶことに興味や関心を持ち、自己のキャリア形成の方

向性と関連付けながら、見通しを持って粘り強く取り組み、自己の学習活動を振り返って次につなげ

る」ことであるとまとめている。

　

５．日本語教育におけるアクティブ・ラーニングの導入で期待されること

5-1．「アクティブ・ラーニング」を実現するための視点

４章で「主体的な学習」「アクティブ・ラーニング」の示すところを見てきたが、左記の用語が何を示

すかと同時に述べられているのが、どう「実現」するかという授業改善の視点である。横溝・山田（2019：

50‐52）では、「アクティブ・ラーニングを実現するための視点」を以下のように挙げている。
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加えて、「アクティブ・ラーニング」とは、「教員による一方向的な講義形式の教育とは異なり、学

習者の能動的な学習への参加を取り入れた教授・学習法の総称」と説明されている。その後、学習指
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横溝・山田（2019：4）では、溝上の定義が日本国内でよく引用される理由をまとめている。

・「アクティブ・ラーニング」かどうかの基準として機能しやすい。

（条件1）書く・話す・発表する等の活動を学習者が行っていること
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・あらゆる能動的な学習という広い定義であることにより、「ちょっとした工夫で、授業がアクテ

ィブにできる」というメッセージが、実践者である教師に伝わりやすい。
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・脳が活発に働くことで生まれる、あらゆる学習の総称。

・その実現をめざすことが、授業改善のきっかけとなり、教師としての成長につながる。

上記の通り、「主体的な学習」や「アクティブ・ラーニング」といった知見は、成人学習者や大学の留
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とは異なる部分が多いと述べ、特に子どもたちの言語能力は未だ発達の途上ある点、自らの意思で来
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発達及び進路に応じて、高度な普通教育及び専門教育を施す」とされている。また、第30条第2項には、

「前項の場合においては、生涯にわたり学習する基盤が培われるよう、基礎的な知識及び技能を習得

させるとともに、これらを活用して課題を解決するために必要な思考力、判断力、表現力その他の能

力をはぐくみ、主体的に学習に取り組む態度を養うことに、特に意を用いなければならない。」と規定

しているように、留学生であっても高等学校で日本人生徒と同様に3年間を過ごす以上、日常会話能

力の獲得を目標にし、授業に参加することで徐々に必要な日本語を獲得していくことだけで満足する

のではなく、生涯学び続けるための基礎となる課題解決能力や高度思考力を養う教育を行う必要があ

るのではないだろうか。本稿では、その一つの方法として、アクティブ・ラーニングという視点から

高校留学生のための日本語の授業を検討する。

２．高校留学生とはどのような存在か

国内の日本語教育の現状を把握するため、文化庁では昭和42年以来毎年「日本語教育実態調査」を

行っているが、国内における日本語教育実施機関・施設等の分類は「大学等機関」「地方公共団体・教

育委員会」「国際交流協会」「法務省告示機関・任意団体等」で大別され、筆者が関わる私立高校に留学

する高校留学生は平成29年度調査では全体の0.4％の学校法人に分類される。筆者が関わるような高

校留学生の割合はまだまだ少なく、日本語学習者としての認知度も低いため、高校留学生の実態や特

性は明らかにされていない。村野（2001：21）では、筆者の関わる高校留学生とは多少異なるものの、

異文化体験を目的として日本の家庭で家族の一員として生活をともにし、日本の高校に通いながら1

年間日本に滞在する高校留学生について調査研究を行い、特性について以下のようにまとめている。

１）高校留学生は来日直後から日本の受け入れ家庭と高校を中心に生活し、言語と非言語によるコ

ミュニケーションを日常的に行いながら言語を学習する。

２）高校留学生は自らの意思で留学したもので、日本について学び、日本語を学習することに対し

て高い動機づけを持っている。

３）高校留学生は約11か月滞在するが、この間の日本語能力の伸びは大きく、2月までに日常生活

のほとんどの場面で機能することができるようになる。

４）高校留学生は受け入れ高校で日本語の個人指導を受ける場合もあるが、その指導は体系的とは

いえない。そのため留学生が自分で計画して、学習を進めていく必要がある。

５）高校留学生はまだ成長の過程であり、社会的にも未熟である。

筆者が日本語指導を行っている高校留学生は、高校3年間を日本の高校で過ごし、留学生と日本人

生徒が一緒に生活する寮に入寮するという点で、村野（2001）で対象としている留学生とは生活環境

が多少異なる。しかし、２）～５）の4点は筆者が日本語指導を行う高校留学生の特性と共通する。

村野（2001）が挙げている高校留学生の特性は、親の都合で来日し、日本語教育を受けることになる

JSL児童生徒を念頭とした従来の年少者日本語学習者が抱える特性とは異なっている。例えば、JSL

児童生徒は日本での生活を望まないまま保護者の都合で来日し、日本語教育に前向きでないという特

性が挙げられるが、筆者の教育現場では日本に興味を持ち、日本語を学びたいという強い動機を持っ
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ているため向上心が強く、日本語指導を行いやすいという特性がある。

３．高校留学生に対する日本語学習の問題とは

村野（2001：23）では、日本語学習者としての高校留学生の問題を2点挙げており、ひとつは日本

語学習へ強い動機を持った学習者であるという特性を持つからこそどのような教材を用いて、どのよ

うな方法で行うことが適切であるか、現実の制約の中で留学生はどのような方法で学習すれば効果を

あげることができるかという問題である。この問題は、先に指摘した親の都合で来日するJSL児童生

徒の問題とは異なる。もうひとつは、言語習得の個人差の問題である。村野が挙げる2点は、筆者の

現場でも共通する問題である。年少者日本語教育では、母語が確立していないために日本語教育が困

難であったり母語自体も中途半端になってしまったりという点が挙げられるが、高校留学生は年少者

と比較すると母語がある程度確立し、さらに英語などの第2、第3言語を習得している場合も多く、

日本人生徒に比べ複言語を使用し日本での学習に活かすことができる。村野が一つ目の問題として挙

げ、２章でも述べた通り、学習への動機を強く持っているからこそ、何をどのように教えるかという

問題は大変重要な課題である。そこで、本研究では、高校留学生の抱える日本語学習の問題として挙

げられる言語習得の個人差を埋め、さらに学習効果が期待できる指導内容を考える。また、それに加

え、生徒の特性を考慮することができる学習としてアクティブ・ラーニングという点から学習内容を

検討する。

４．「主体的な学び」と「アクティブ・ラーニング」

4-1．「主体的な学び」

４章では、「主体的な学び」、「アクティブ・ラーニング」の定義を先行研究から明らかにする。尾関

（2013：28）では、子どもたちを一人の主体と捉え、主体的な学びを創っていくとはどういうことか、

「学習者の捉え方」、「学習の捉え方」、「教師・支援者の役割の捉え方」の三つの視点から、①子どもた

ちを能動的な学び手として捉えること、②学習を子どもと周囲の他者や関係性の中で育まれるものと

して捉えること、③教師や支援者は子どもたちが主体的な学びを育んでいくための学びを創っていく

役割を担うことが重要であると述べている。また、尾関（2013：29-30）では、主体的な学びの研究

背景についてもまとめている。日本語を母語としない成人日本語学習者に対する主体的な学びとは、

「学習者自身の問題意識」や「学習者自身の視点」という、学習者自身の学びへの関わり方が重要視され

ていると述べる。一方、日本の大学で学ぶ留学生には、学習者自らが現代社会における問題を捉え、

自らの関心と結びつけて問題を設定していくこと、そしてその問題に対して自ら探求していくことが

目指されている。学習者自身が学びを創り出していく力を育んでいくことが主体的な学習と捉えられ

ているとし、上記の共通点は「学習者自身が「学びを見出し、学びを創り、学びに参加する」という学

習全般に関わっていくことが目指されている」と述べている。

4-2．「アクティブ・ラーニング」

「アクティブ・ラーニング」という言葉が使われるようになったきっかけは、2012年8月28日の中

央教育審議会の答申で以下のように述べられたことである。
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発達及び進路に応じて、高度な普通教育及び専門教育を施す」とされている。また、第30条第2項には、
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１）高校留学生は来日直後から日本の受け入れ家庭と高校を中心に生活し、言語と非言語によるコ

ミュニケーションを日常的に行いながら言語を学習する。

２）高校留学生は自らの意思で留学したもので、日本について学び、日本語を学習することに対し

て高い動機づけを持っている。

３）高校留学生は約11か月滞在するが、この間の日本語能力の伸びは大きく、2月までに日常生活

のほとんどの場面で機能することができるようになる。

４）高校留学生は受け入れ高校で日本語の個人指導を受ける場合もあるが、その指導は体系的とは

いえない。そのため留学生が自分で計画して、学習を進めていく必要がある。

５）高校留学生はまだ成長の過程であり、社会的にも未熟である。

筆者が日本語指導を行っている高校留学生は、高校3年間を日本の高校で過ごし、留学生と日本人

生徒が一緒に生活する寮に入寮するという点で、村野（2001）で対象としている留学生とは生活環境

が多少異なる。しかし、２）～５）の4点は筆者が日本語指導を行う高校留学生の特性と共通する。

村野（2001）が挙げている高校留学生の特性は、親の都合で来日し、日本語教育を受けることになる

JSL児童生徒を念頭とした従来の年少者日本語学習者が抱える特性とは異なっている。例えば、JSL

児童生徒は日本での生活を望まないまま保護者の都合で来日し、日本語教育に前向きでないという特

性が挙げられるが、筆者の教育現場では日本に興味を持ち、日本語を学びたいという強い動機を持っ
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なぜ高校留学生にアクティブ・ラーニングが必要なのか

〈研究ノート〉

１．はじめに

筆者は、日本の大学に進学することを目的とし、日本国内の高等学校で3年間を過ごす高校留学生

に日本語指導を行ってきた。日本国内の日本語学習者として研究されてきた対象の多くは、会社員や

大学などの高等教育機関の学習者、技能実習生や看護師介護福祉士候補者、または日本での生活者

や小中学校に通う日本語を母語としない児童生徒（以下「JSL児童生徒」）である。筆者が関わってきた

ような高校留学生に対する研究は、前述した学習者に比べると少ない。縫部（2007）では、学会誌『日

本語教育』の審査論文（「研究論文」、「調査報告」、「実践報告」）と「口頭発表」に分けて、2002年から

2006年までの5年間の傾向と特徴を範疇と分野に分けて数量的に分析した。その結果、留学生やJSL

児童生徒に対する研究が少ないことを明らかにしている。日本語教育の研究動向を見ても、留学生や

JSL児童生徒に対する研究は少なく、高校留学生に対する研究はさらに少ないと言える。しかし、文

部科学省の行っている「平成29年度高等学校等における国際交流等の状況について」という調査の「高

等学校等における外国人留学生（3 か月以上）の受入れについて」の項目を見ると、平成29年度に受け

入れた高校留学生の数は延べ2,621人で、平成23年度調査での1,283人から倍以上の数になっている。

筆者にとって現在の勤務校は2校目であるが受け入れの状況は似通っており、学校側から日本語授

業への要求は「日本語での教科学習に参加できる日本語能力の獲得」というもので、内容は文法や漢字

の授業が指示されカリキュラムは組まれていなかった。このことから、学校側から見ると留学生にと

って最も重要なことは日本語の授業を聞いて理解できる日本語能力の獲得であることがわかるが、指

示された内容が初級文法や漢字の授業ということは、日常会話能力の獲得程度で日本人生徒と同様の

日本語での教科学習に参加できると考えていることがわかる。日常会話が日本語で成立すれば支障な

く授業に参加したり問題なく留学生活が送れたりすると考えていることがわかる。しかし、日常会話

が成立するだけでは日本語での授業に満足に参加することはできない。縫部（2007：73-74）では「年

少者日本語教育」での教育課題の一つとして、「教科学習の支援のための日本語教育が必要とされてい

るが、日本語教育と教科教育の連携が求められている。」と述べ、さらに「帰国・入国児童生徒が習得

すべきものは、教科内容を構成する世界の知識（world knowledge）、日本語能力（language ability）、

コンテクストから内容を理解するためのメタ認知能力（metacognitive knowledge）が基本であり、そ

のための代表的な指導法は内容重視の指導法（Content-Based Instruction）である」と述べている。縫

部が述べる通り、教科学習には様々な知識が必要とされるのが本来であるが、教師の多くは日常会話

が理解できれば授業に参加できると考えている。

また、日本語授業は特別なカリキュラムがなく、高校留学生が目標とするべきものも定められてい

ない。高等学校における教育とは、学校教育法第50条に「中学校における教育の基礎の上に、心身の

猪又由華里
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履
修
生
と
し
て
在
籍
中
の

 

　
　
　
　
　 

者
及
び
在
籍
し
た
こ
と
の
あ
る
者

 

　
　
　（
３
）
本
学
大
学
院
を
中
途
退
学
し
た
者

 

　
　
　（
４
）
本
学
学
芸
学
部
を
卒
業
し
、
他
大
学
大
学
院
に
学
生
と
し
て
在

 

　
　
　
　
　 

籍
中
の
者
及
び
他
大
学
大
学
院
を
修
了
し
た
者

　
　
２
　
特
別
会
員

 

　
　
　（
１
）
本
学
大
学
院
人
文
科
学
研
究
科
に
専
任
の
教
員
と
し
て
勤
務
し

 

　
　
　
　
　 

て
い
る
者
及
び
勤
務
し
た
こ
と
の
あ
る
者

 

　
　
　（
２
）
本
学
大
学
院
に
兼
任
又
は
併
任
の
教
員
と
し
て
勤
務
し
て
い
る

 

　
　
　
　
　 

者
及
び
勤
務
し
た
こ
と
の
あ
る
者

 

　
　
　（
３
）
前
号
の
規
定
す
る
以
外
の
者
の
有
志
で
、
本
会
則
第
七
条
に
規

 

　
　
　
　
　 

定
す
る
委
員
会
の
推
薦
に
よ
り
、
総
会
に
お
い
て
承
認
さ
れ
た

 

　
　
　
　
　 

者
。
た
だ
し
、
本
号
に
該
当
す
る
会
員
は
、
本
会
則
第
七
条
及

 

　
　
　
　
　 

び
第
八
条
の
規
定
に
係
る
権
利
を
も
た
な
い
。

　
　
第
四
章
　
会
員
の
権
利
及
び
義
務

第
六
条
　
会
員
は
、
次
の
権
利
及
び
義
務
を
有
す
る
。

　
　
１
　
機
関
誌
、
会
報
等
の
配
付
及
び
本
会
が
開
催
す
る
諸
事
業
の
案
内
を

　
　
　
　
受
け
、
随
時
、
研
究
成
果
を
発
表
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
２
　
会
費
は
、
毎
会
計
年
度
内
の
指
定
さ
れ
た
日
ま
で
に
納
入
し
な
け
れ

　
　
　
　
ば
な
ら
な
い

　
　
３
　
三
年
間
継
続
し
て
会
費
を
滞
納
し
た
場
合
に
は
、
会
員
の
資
格
を
失

　
　
　
　
う
。

　
　
第
五
章
　
役
員
及
び
任
務

第
七
条
　
本
会
に
、
次
の
役
員
を
置
き
、
委
員
会
を
組
織
し
て
、
事
務
及
び
運

　
営
に
当
た
る
。

　
　
１
　
会
　
　
長
　
　
　
　
一
名

　
　
　
　
　
会
長
は
、
本
会
を
代
表
し
、
会
務
を
統
括
す
る
。

宮
城
学
院
女
子
大
学
大
学
院
人
文
学
会
会
則



　
　
２
　
委
　
　
員
　
　
　
　
若
干
名

　
　
　
　
　
委
員
は
、
委
員
会
を
組
織
し
て
会
長
を
補
佐
し
、
本
会
の
事
業
を

　
　
　
　
　
遂
行
す
る
た
め
に
、
会
務
の
運
営
と
執
行
に
当
た
る
。

　
　
３
　
監
査
委
員
　
　
　
　
二
名

　
　
　
　
　
監
査
委
員
は
、
本
会
の
会
計
を
監
査
す
る
。
監
査
は
、
毎
会
計
年

　
　
　
　
　
度
末
に
行
う
。
た
だ
し
、
必
要
に
応
じ
て
、
随
時
、
行
う
こ
と
が

　
　
　
　
　
で
き
る
。

　
　
第
六
章
　
役
員
の
選
任
及
び
任
期

第
八
条
　
本
会
の
役
員
は
、
次
の
方
法
に
よ
っ
て
選
任
す
る
。

　
　
１
　
会
長
に
は
、
本
学
大
学
院
人
文
科
学
研
究
科
長
を
推
戴
す
る
。

　
　
２
　
委
員
は
、
一
般
会
員
及
び
特
別
会
員
の
中
か
ら
推
薦
又
は
選
挙
に
よ

　
　
　
　
っ
て
選
任
し
、
総
会
の
議
を
経
て
、
会
長
か
ら
委
嘱
す
る
。

　
　
３
　
委
員
会
の
委
員
長
及
び
副
委
員
長
は
、
委
員
の
互
選
に
よ
っ
て
選
任

　
　
　
　
す
る
。

　
　
４
　
監
査
委
員
は
、
委
員
の
中
か
ら
互
選
に
よ
っ
て
選
任
し
、
総
会
の
議

　
　
　
　
を
経
て
会
長
か
ら
委
嘱
す
る
。

第
九
条
　
役
員
の
任
期
は
、
一
年
と
す
る
。
た
だ
し
、
再
任
を
妨
げ
な
い
。

　
　
第
七
章
　
会
議
等
の
開
催
及
び
議
決

第
十
条
　
本
会
は
、
毎
年
一
回
定
期
総
会
を
開
き
、
会
務
に
つ
い
て
報
告
し
、

　
審
議
す
る
。
総
会
は
、
本
会
会
員
の
二
分
の
一
以
上
の
出
席
を
持
っ
て
成
立

　
す
る
。
た
だ
し
、
委
任
状
を
含
む
も
の
と
す
る
。
議
決
に
は
、
出
席
者
の
三

　
分
の
二
以
上
の
賛
成
を
必
要
と
す
る
。

第
十
一
条
　
会
長
は
、
会
員
の
五
分
の
一
以
上
の
要
請
又
は
委
員
会
の
議
に
基

　
づ
い
て
、
臨
時
総
会
を
招
集
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
十
二
条
　
委
員
会
は
、
随
時
、
開
く
も
の
と
す
る
。

第
十
三
条
　
研
究
発
表
大
会
は
、
総
会
の
日
程
に
併
せ
て
開
催
す
る
も
の
と
す

　
る
。

　
　
第
八
章
　
会
計

第
十
四
条
　
本
会
の
経
費
は
、
会
費
そ
の
他
の
収
入
を
も
っ
て
充
て
る
。

第
十
五
条
　
本
会
の
会
費
は
、
年
額
千
円
と
し
、
四
月
末
日
ま
で
に
納
入
す
る

　
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
臨
時
に
要
す
る
費
用
は
、
そ
の
都
度
、
徴
収
す
る

　
こ
と
が
あ
る
。

第
十
六
条
　
本
会
の
会
計
年
度
は
、
毎
年
四
月
一
日
に
始
ま
り
、
翌
年
三
月
三

　
十
一
日
に
終
わ
る
。

第
十
七
条
　
本
会
の
会
計
並
び
に
監
査
に
関
す
る
報
告
は
、
毎
年
一
回
、
総
会

　
に
お
い
て
行
う
。

　
　
第
九
章
　
会
則
の
変
更

第
十
八
条
　
本
会
則
の
変
更
は
、
委
員
会
の
議
を
経
て
、
総
会
の
承
認
を
得
る

　
も
の
と
す
る
。

附
則
　
本
会
則
は
、
一
九
九
八
年
十
二
月
二
十
三
日
か
ら
施
行
す
る
。



宮
城
学
院
女
子
大
学
大
学
院
人
文
学
会
誌

第

　二
十
一

　号

二
〇
二
〇
年
三
月
三
十
一
日 

発
行

〒
九
八
一―

八
五
五
七

仙
台
市
青
葉
区
桜
ヶ
丘
九―

一―

一

人
文
学
会

　志
村

　文
隆

　☎（
〇
二
二
）
二
七
九―

五
八
三
四

編
集
及
び

発
行
人

宮
城
学
院
女
子
大
学
大
学
院

印
刷
所

株
式
会
社 

東 

誠 

社

仙
台
市
宮
城
野
区
岡
田
西
町
一―

五
五

阿あ

　
部べ

　
日ひ

菜な

子こ

大お
お

　
友と
も

　
茉ま

　
那な

鈴す
ず

　
木き

　
伶れ
い

　
奈な

羅ら

　
　
　
　
　
丹た
ん

伊い

　
藤と
う

　
珠し
ゅ

　
保ほ

猪い
の

　
又ま
た

　
由ゆ

華か

里り

本
学
大
学
院
人
文
科
学
研
究
科
日
本
語
・
日
本
文
学
専
攻

二
〇
一
九
年
度
修
了
生

本
学
大
学
院
人
文
科
学
研
究
科
日
本
語
・
日
本
文
学
専
攻

二
〇
一
九
年
度
修
了
生

本
学
大
学
院
人
文
科
学
研
究
科
日
本
語
・
日
本
文
学
専
攻

二
〇
一
九
年
度
修
了
生

本
学
大
学
院
人
文
科
学
研
究
科
日
本
語
・
日
本
文
学
専
攻

二
〇
一
九
年
度
修
了
生

本
学
大
学
院
人
文
科
学
研
究
科
人
間
文
化
学
専
攻

二
〇
一
九
年
度
修
了
生

本
学
大
学
院
人
文
科
学
研
究
科
日
本
語
・
日
本
文
学
専
攻

一
年

　
　
　
　
編
集
後
記

「
人
文
学
会
誌
」第
二
十
一
号
を
お
届
け
す
る
。
二
年
間
と
い
う
限
ら
れ
た
時

間
の
中
で
の
密
度
の
濃
い
学
び
が
反
映
さ
れ
た
内
容
に
な
っ
た
か
と
思
う
。
学

部
で
の
学
び
を
踏
ま
え
た
研
究
は
、
学
部
時
代
の
振
り
返
り
に
も
な
っ
た
で
あ

ろ
う
。
研
究
に
専
念
し
た
院
生
は
、探
究
の
果
て
な
き
道
を
知
っ
た
で
あ
ろ
う
。

既
に
高
校
の
常
勤
講
師
等
で
教
鞭
を
執
り
つ
つ
修
士
論
文
執
筆
に
い
そ
し
ん
だ

院
生
は
、
研
究
と
実
践
の
相
関
性
を
実
感
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
よ
り

深
い
教
養
と
視
点
が
も
た
ら
さ
れ
た
こ
と
を
願
っ
て
止
ま
な
い
。

本
号
は
、
修
士
課
程
一
年
次
の
院
生
の
研
究
ノ
ー
ト
も
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

修
士
論
文
へ
の
堅
実
な
プ
ロ
セ
ス
と
し
て
、「
人
文
学
会
誌
」と
い
う
発
表
の
場

を
大
い
に
活
用
し
て
ほ
し
い
と
思
う
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
九
里
）

人
文
学
会
誌
　
第
二
十
一
号

《
執
　
筆
　
者
　
紹
　
介
》


