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藤
原
蠕
動
が
後
に
『
か
げ
ろ
ふ
の
日
記
』
を
書
く
こ
と
に
な
る
藤
原
倫
寧
の

女
に
求
婚
し
た
の
は
、
天
暦
八
年
（
九
五
四
）
の
ほ
と
と
ぎ
す
の
頃
で
、
そ
の

秋
に
二
人
は
結
婚
し
た
。
経
緯
は
『
か
げ
ろ
ふ
の
日
記
」
に
詳
し
い
。
 
『
か
げ

ろ
ふ
の
日
記
」
は
二
人
の
結
婚
生
活
を
中
心
に
描
か
れ
た
も
の
で
あ
り
、
序
に

続
く
こ
の
求
婚
か
ら
結
婚
へ
の
記
事
は
、
二
人
の
結
婚
生
活
が
ど
の
よ
う
に
し

て
始
ま
っ
た
の
か
、
里
家
の
求
婚
か
ら
結
婚
ま
で
の
経
緯
を
作
者
が
作
品
執
筆

時
に
ど
の
よ
う
に
把
握
し
て
い
た
の
か
が
わ
か
る
点
で
、
作
品
を
理
解
す
る
上

で
き
わ
め
て
重
要
な
記
述
な
の
だ
が
、
こ
の
部
分
の
本
文
の
解
釈
は
、
ま
だ
安

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

定
し
た
も
の
と
は
な
っ
て
い
ず
、
注
釈
者
・
論
者
に
よ
る
ゆ
れ
は
大
き
い
。
そ

し
て
昨
年
工
藤
重
矩
氏
の
コ
夫
一
妻
制
と
し
て
の
平
安
文
学
1
か
げ
ろ
ふ

日
記
と
源
氏
物
語
1
」
 
（
文
学
 
昭
6
2
・
1
0
）
が
発
表
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ

て
、
こ
の
ゆ
れ
の
幅
は
い
っ
そ
う
大
き
く
な
っ
た
と
い
え
よ
う
。
工
藤
氏
の
こ

論
は
平
安
時
代
の
婚
姻
制
度
に
つ
・
い
て
の
こ
れ
ま
で
の
理
解
に
対
し
て
の
根
本

的
な
問
い
直
し
で
あ
り
、
 
『
か
げ
ろ
ふ
の
日
記
」
の
理
解
の
し
方
に
の
み
と
ど

ま
ら
な
い
大
き
な
問
題
提
起
で
あ
る
。
兼
家
の
求
婚
か
ら
結
婚
に
至
る
記
述
に

つ
い
て
の
私
見
を
述
べ
る
こ
と
を
一
応
の
手
が
か
り
に
レ
て
、
工
藤
氏
の
提
起

さ
れ
た
問
題
に
つ
い
て
も
論
及
し
て
い
き
た
い
。

 
道
綱
の
母
（
倫
寧
の
女
）
は
ぺ
 
『
か
げ
ろ
ふ
の
日
記
」
硯
執
筆
の
動
機
を
述

べ
た
序
に
続
け
て
、
．
兼
家
か
ら
の
求
婚
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
記
し
は
じ
め

る
。
以
下
『
日
記
」
本
文
に
つ
い
て
は
日
本
古
典
文
学
全
集
本
に
よ
り
、
本
文

に
問
題
の
あ
る
場
合
は
言
及
す
る
こ
と
に
す
．
る
。

 
 
さ
て
、
あ
へ
な
か
り
し
す
き
ご
と
ど
も
の
そ
れ
は
そ
れ
と
し
て
、
柏
木
の

 
 
木
高
き
わ
た
り
よ
り
、
か
く
い
は
せ
む
と
思
ふ
こ
と
あ
り
け
り
。
例
の
人

 
 
は
、
案
内
す
る
た
よ
り
、
も
し
は
な
ま
女
な
ど
し
て
、
言
は
す
る
こ
と
こ

 
 
そ
あ
れ
Y
こ
れ
は
、
親
と
お
ぼ
し
き
人
に
、
た
は
ぶ
れ
に
も
、
ま
め
や
か

 
 
に
も
ほ
の
め
か
し
し
に
、
び
な
き
こ
と
と
い
ひ
つ
る
を
も
知
ら
ず
顔
に
、

 
 
馬
に
は
ひ
乗
り
た
る
人
し
て
、
う
ち
た
た
か
す
。
た
れ
な
ど
言
は
す
る
に

 
 
は
、
お
ぼ
つ
か
な
か
ら
ず
騒
い
だ
れ
ば
、
も
て
わ
づ
ら
ひ
、
取
り
入
れ
て

 
 
も
て
騒
ぐ
。
見
れ
ば
、
紙
な
ど
も
例
の
や
う
に
も
あ
ら
ず
、
い
た
ら
ぬ
と

 
 
こ
ろ
な
し
と
聞
き
ふ
る
し
た
る
手
も
、
あ
ら
じ
と
お
ぼ
ゆ
る
ま
で
悪
し
け
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
こ
と

 
 
れ
ば
、
い
と
そ
あ
や
し
き
。
あ
り
け
る
言
は
、

 
 
 
 
音
に
の
み
聞
け
ば
か
な
レ
な
ほ
と
と
ぎ
す
こ
と
か
た
ら
は
む
と
思
ふ
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さ
あ
り

 
 
と
ば
か
り
ぞ
あ
る
。
 
「
い
か
に
。
返
り
ご
と
鳳
す
べ
く
や
あ
る
」
な
ど
、

 
 
さ
だ
む
る
ほ
ど
に
、
古
代
な
る
人
あ
り
て
、
 
「
な
ほ
」
と
か
し
こ
ま
り
て

 
 
書
か
す
れ
ば
、

 
 
 
 
か
た
ら
は
む
人
な
き
里
に
ほ
と
と
ぎ
す
か
ひ
な
か
る
べ
き
声
な
ふ
る

 
 
 
 
し
そ

 
作
者
は
兼
家
の
求
婚
以
前
に
「
あ
へ
な
か
り
し
き
ご
と
ど
も
」
の
あ
っ
た
こ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
1
Y

と
を
ま
ず
記
し
て
い
る
。
 
「
す
き
ご
と
ど
も
」
は
「
和
泉
式
部
日
記
」
の
、

 
 
七
日
、
す
き
ご
と
ど
も
す
る
人
の
も
と
よ
り
、
た
な
ば
た
ひ
こ
ぼ
し
と
い

 
 
ふ
こ
と
ど
も
あ
ま
た
あ
れ
ど
、
目
も
立
た
ず
。

な
ど
の
例
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
男
性
か
ら
恋
の
歌
が
贈
ら
れ
、
時
に
は
女

性
も
そ
れ
に
答
え
る
、
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
 
「
す
き
ご
と
ど
も
」
と
あ

る
か
ら
複
数
で
、
何
人
か
の
男
性
と
の
恋
歌
の
贈
答
が
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。

「
す
き
ご
と
ど
も
」
に
冠
さ
れ
た
「
あ
へ
な
か
り
し
」
は
校
訂
本
文
で
、
日
本

古
典
文
学
全
集
本
の
底
本
で
あ
る
宮
内
庁
書
陵
部
本
の
形
は
「
あ
の
け
か
り
し

」
で
、
主
要
諸
本
間
に
異
同
は
な
い
。
そ
こ
で
さ
ま
ざ
ま
な
校
訂
案
が
出
さ
れ

て
お
り
“
あ
っ
け
な
く
終
わ
っ
た
”
（
あ
へ
な
か
り
し
）
と
、
“
浮
わ
っ
い
た
乞

。
軽
薄
だ
っ
た
”
と
も
“
そ
れ
ほ
ど
身
を
入
れ
な
か
っ
た
”
と
も
訳
せ
そ
う
な

校
訂
（
あ
は
っ
け
か
り
し
）
と
で
は
、
そ
の
恋
愛
沙
汰
に
対
す
る
作
者
の
評
価

が
違
っ
て
く
る
の
だ
が
、
こ
の
部
分
に
つ
い
て
は
、
わ
た
く
し
は
後
者
説
を
採

る
も
の
の
、
決
め
手
は
な
い
。

 
と
こ
ろ
で
兼
家
は
な
ぜ
倫
寧
の
女
に
求
婚
し
て
き
た
の
だ
ろ
う
か
。
喪
家
は

時
の
右
大
臣
師
輔
の
三
男
で
、
二
十
六
歳
。
ま
だ
右
兵
衛
佐
だ
が
、
将
来
が
嘱

望
さ
れ
、
み
ず
か
ら
も
野
心
を
持
っ
て
い
る
青
年
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
そ

の
兼
家
が
な
ぜ
藤
原
氏
の
主
流
三
家
の
出
で
は
あ
り
な
が
ら
す
で
に
受
領
を
出

す
程
度
の
家
格
と
な
っ
て
い
た
倫
寧
の
女
を
結
婚
相
手
と
し
て
選
ん
だ
の
で
あ

ろ
う
か
。
そ
れ
も
、
何
か
の
き
っ
か
け
で
文
の
贈
答
が
あ
り
、
そ
の
過
程
で
女

に
深
く
魅
か
れ
て
い
っ
た
、
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
最
初
か
ら
求
婚
の
意
志

を
倫
寧
に
告
げ
て
い
る
の
で
あ
る
。
当
時
十
九
歳
く
ら
い
ど
考
え
ら
れ
て
い
る

倫
寧
の
女
に
ど
の
よ
う
な
魅
力
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

 
兼
家
の
母
は
兄
伊
南
、
兼
通
と
同
じ
く
武
蔵
守
藤
原
経
邦
の
女
で
あ
っ
た
。

兼
家
は
ま
た
最
初
の
妻
と
し
て
摂
津
守
藤
原
中
正
の
女
時
姫
を
選
ん
で
お
り
、

大
臣
家
の
子
息
が
受
領
層
の
女
と
結
婚
す
る
こ
と
の
よ
く
あ
る
時
代
で
あ
っ

た
。
受
領
の
経
済
力
が
高
く
評
価
さ
れ
、
そ
の
女
と
の
結
婚
を
望
む
風
潮
の
あ

っ
た
ろ
う
こ
と
は
し
ば
し
ば
推
測
さ
れ
て
い
る
。
倫
寧
の
場
合
、
 
『
か
げ
ろ
ふ

の
日
記
」
に
描
か
れ
て
い
る
よ
う
に
、
そ
の
女
と
兼
家
が
結
婚
し
た
天
暦
八
年

の
十
月
に
陸
奥
守
と
し
で
赴
任
し
て
い
る
点
が
注
目
さ
れ
る
。
地
方
官
の
任
命

は
通
常
は
正
月
の
除
目
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
。
こ
の
年
は
正
月
四
日
の
太
皇
太

后
容
子
の
崩
御
に
よ
っ
て
延
び
た
よ
う
で
、
．
『
公
卿
補
任
」
天
暦
八
年
の
条
や

天
徳
二
年
・
康
保
元
年
・
同
四
年
の
条
の
尻
書
に
よ
れ
ば
、
大
江
朝
議
（
兼
備

前
守
）
、
源
自
明
（
兼
近
江
権
守
）
、
藤
原
記
名
（
大
宰
大
弐
）
、
藤
原
血
紅

（
兼
紀
伊
権
守
）
、
源
重
光
（
兼
伊
予
守
）
、
藤
原
斉
敏
（
兼
美
濃
権
守
）
、

な
ど
三
月
十
四
日
に
任
官
し
て
い
る
者
が
多
く
見
ら
れ
、
こ
の
日
に
除
目
の
行

わ
れ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
倫
寧
の
陸
奥
守
任
官
も
こ
の
日
で
あ
っ
た
可
能
．

性
が
大
き
い
。
倫
寧
が
陸
奥
守
と
な
っ
た
の
は
、
そ
の
女
が
兼
家
と
結
婚
し
た

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
2
）

縁
で
推
挙
さ
れ
た
た
め
と
見
る
説
も
あ
る
が
、
兼
家
が
再
選
に
初
め
て
歌
を
贈

っ
た
の
は
「
ほ
と
と
ぎ
す
」
の
章
句
に
よ
っ
て
五
月
と
わ
か
り
、
倫
寧
に
意
向

を
伝
え
た
の
は
む
ろ
ん
そ
れ
よ
り
も
前
の
こ
と
だ
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
縁
談
が

（24）



ま
と
ま
っ
た
の
は
陸
奥
守
に
倫
寧
が
任
官
す
る
前
で
あ
っ
て
・
角
田
法
難
が

指
摘
さ
れ
た
よ
う
に
、
成
り
立
た
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
草
す
で
に
倫
寧
が
時

の
政
界
の
筆
頭
者
左
大
臣
藤
原
実
頼
（
師
輔
の
兄
）
の
家
司
で
あ
っ
た
と
す
る

 
 
 
（
4
）

説
も
あ
る
。
『
日
本
紀
略
」
の
天
延
元
年
（
九
七
三
）
五
月
十
九
日
の
条
に
は
、

前
日
に
莞
◎
た
太
政
大
臣
実
母
の
葬
送
の
こ
と
が
記
さ
れ
、
続
け
て
、

 
 
大
臣
家
別
当
丹
波
守
藤
原
倫
寧
朝
臣
進
二
外
記
給
一
。

と
あ
る
。
し
か
し
、
十
島
と
の
関
係
が
十
九
年
前
ま
で
さ
か
上
る
か
ど
う
か
は

わ
か
ら
な
い
。
岡
一
男
氏
（
注
4
参
照
）
は
、
天
暦
八
年
頃
実
頼
の
家
司
で
あ

・
つ
た
と
推
定
し
た
資
料
と
し
て
、
こ
の
『
日
本
電
略
』
と
『
小
右
記
」
長
元
五

年
（
一
〇
三
二
）
八
月
二
十
五
日
条
に
引
く
実
頼
の
日
記
の
記
述
を
掲
げ
て
お

ら
れ
る
。
こ
の
実
頼
の
日
記
の
記
述
は
、
倫
寧
と
実
頼
の
近
さ
を
語
る
資
料
と

し
て
よ
く
使
わ
れ
る
の
で
、
こ
こ
に
『
小
右
記
』
の
記
述
を
忌
み
下
し
た
形
で

示
し
て
お
こ
う
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
5
）
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
イ
ナ

 
 
主
税
助
雅
頼
ヲ
召
シ
、
陸
奥
ノ
砂
金
ノ
事
ヲ
問
フ
。
詔
二
逢
フ
可
キ
ヤ
否

 
 
ヤ
ノ
事
也
。
申
シ
テ
云
バ
ク
、
彼
ノ
国
ノ
百
姓
、
狭
布
ヲ
弁
ズ
。
皆
是
調

 
 
範
式
丁
ノ
弁
ズ
ル
所
、
狭
布
掘
至
リ
テ
ハ
詔
文
二
依
リ
テ
免
ゼ
ラ
ル
ル
所

 
 
也
。
，
金
二
至
リ
テ
ハ
、
彼
ノ
調
庸
僑
丁
二
食
ヲ
給
シ
テ
掘
進
セ
シ
ム
ル

 
 
所
、
調
一
等
ヲ
免
ズ
ル
ノ
詔
二
潤
フ
可
カ
ラ
ズ
。
調
僑
等
ノ
丁
其
ノ
数
多

 
 
々
。
然
レ
バ
課
ス
ル
所
ノ
砂
金
数
千
両
二
及
ブ
ベ
シ
。
只
是
年
新
ト
シ
テ

 
 
定
転
置
カ
ル
ル
所
也
。
一
切
免
ゼ
ラ
ル
ル
可
カ
ラ
ズ
、
テ
ヘ
リ
。
唯
対
馬

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ウ
ル
ホ

 
 
嶋
ノ
取
口
充
テ
ラ
ル
ル
所
乃
丁
ノ
数
有
ウ
。
傍
テ
詔
書
暴
露
フ
可
キ
鰍
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・
イ
カ
 
 
（
6
）
 
 
 
 
 
 

タ
シ
カ

 
 
余
事
セ
テ
云
ハ
ク
、
水
銀
ハ
如
何
ガ
、
ト
。
雅
頼
云
ハ
ク
、
髄
質
覚
エ

 
 
ズ
、
テ
ヘ
リ
。
仰
セ
テ
云
バ
ク
、
件
ノ
三
色
ノ
事
、
尋
ネ
勘
ヘ
テ
進
ズ
ベ

 
「
キ
ノ
由
、
召
シ
テ
之
ヲ
仰
ス
。
雅
頼
云
バ
ク
、
滋
望
・
倫
寧
之
時
、
天
暦

道
綱
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の
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婚
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ノ
御
宇
、
免
ゼ
ラ
レ
ザ
ル
事
也
。
鼠
径
ハ
勤
五
全
年
ノ
断
金
ヲ
全
ウ
シ
了

へ
、
年
々
遺
金
三
千
余
両
、
又
弁
進
ス
、
テ
ヘ
リ
。
件
ノ
事
、
故
殿
ノ
御

日
記
ヲ
見
ル
ニ
、
申
ス
所
悩
相
違
無
シ
。

 
『
小
右
記
」
の
こ
の
年
の
分
に
は
欠
け
て
い
る
日
が
多
く
、
他
史
料
に
よ
っ

て
も
詔
書
の
囚
虜
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
が
、
税
の
減
免
に
関
わ
る
も
の
で
あ
ろ

う
。
実
資
が
主
税
助
雅
頼
を
召
し
て
陸
奥
の
砂
金
な
ど
が
免
税
の
対
象
と
し
て

よ
い
か
ど
う
か
を
問
う
た
と
き
の
文
で
あ
る
。
倫
寧
が
「
全
勤
五
か
年
新
金

了
、
年
々
遺
金
三
千
余
両
又
弁
進
」
と
い
う
の
は
主
税
助
雅
頼
が
実
資
に
語
っ

た
前
例
中
の
こ
と
ば
で
あ
る
。
粗
率
が
故
殿
（
実
頼
）
の
御
日
記
を
見
る
に
主

税
助
の
言
と
相
違
す
る
と
こ
ろ
な
し
と
書
い
た
「
件
事
」
は
、
話
の
中
心
が
免

税
の
詔
書
に
あ
う
か
ど
う
か
と
い
う
点
だ
か
ら
、
・
「
滋
望
．
倫
寧
之
時
、
天
暦
，

御
宇
」
以
下
だ
け
で
あ
っ
た
可
能
性
も
あ
る
。
主
税
助
の
こ
と
ば
で
あ
る
こ
と

と
、
文
脈
を
た
ど
り
読
め
ば
、
倫
寧
が
私
的
に
実
頼
に
金
を
贈
っ
た
の
で
は
な

く
、
前
任
者
が
未
収
の
ま
ま
で
あ
っ
た
金
を
徴
収
し
て
公
庫
に
送
っ
た
も
の
で

あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
し
虎
が
っ
て
、
天
暦
八
年
当
時
の
実
勢
と
倫
寧
の
関
係

は
不
明
と
い
う
よ
り
ほ
か
は
な
い
の
だ
が
、
垣
壁
が
有
能
な
官
吏
と
し
て
摂
関

家
か
ら
重
要
視
さ
れ
、
陸
奥
守
に
も
推
挙
さ
れ
た
こ
と
だ
け
は
確
か
だ
ろ
う
。

そ
し
て
兼
家
か
ち
も
女
へ
の
縁
談
が
も
た
ら
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

 
昏
昏
の
女
が
美
し
い
と
い
う
世
評
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
れ

に
加
え
て
、
 
「
あ
へ
な
か
り
し
（
あ
は
っ
け
か
り
し
？
）
す
き
ご
ど
ど
も
」
に

よ
っ
て
、
倫
寧
の
女
の
歌
は
、
貴
族
社
会
の
男
達
の
中
で
、
か
な
り
広
ま
り
、

話
題
に
な
っ
て
い
た
ろ
ヴ
。
時
あ
た
か
も
『
後
撰
集
」
撰
集
作
業
の
行
わ
れ
て

い
る
頃
、
歌
語
り
へ
の
世
の
関
心
の
高
い
頃
で
あ
っ
た
。
兼
家
が
倫
寧
の
女
の

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
7
）

歌
に
接
す
る
機
会
は
じ
ゅ
う
ぶ
ん
に
あ
っ
た
。
守
屋
省
吾
氏
は
、
身
分
差
を
超
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え
て
皇
家
が
求
婚
し
た
の
は
、
 
「
お
そ
ら
く
道
綱
母
の
歌
才
の
ほ
ど
が
大
き
く

要
因
し
た
で
あ
ろ
う
」
こ
と
を
指
摘
し
て
お
ら
れ
る
。
そ
し
て
「
音
に
の
み
聞

け
ば
」
と
い
う
藁
家
の
歌
句
に
つ
い
て
、
評
判
を
聞
く
と
い
う
そ
の
内
容
が
、

美
貌
と
い
う
こ
と
だ
け
で
は
な
く
、
彼
女
の
和
歌
の
道
に
お
け
る
才
能
の
ほ
ど

ま
で
を
読
み
取
ら
れ
た
の
は
、
慧
眼
で
あ
っ
た
。
 
「
こ
と
か
た
ら
は
む
と
思
ふ

心
あ
り
」
と
い
う
下
句
も
、
直
接
会
っ
て
お
話
し
し
た
い
、
と
い
っ
た
あ
ま
り

に
も
直
蔵
的
な
意
味
だ
け
で
は
な
く
、
歌
に
よ
る
交
際
を
し
た
い
と
い
う
思
い

も
こ
も
っ
て
い
る
よ
う
に
読
め
る
。
兼
合
の
兄
伊
罪
・
兼
通
も
、
恋
の
歌
の
贈

答
に
い
か
に
ひ
か
れ
た
人
達
で
あ
っ
た
か
、
こ
れ
ま
た
守
屋
氏
の
ご
論
に
詳
し

い
。 

み
ず
か
ら
の
結
婚
生
活
の
不
如
意
を
示
唆
す
る
形
の
序
に
す
ぐ
続
く
兼
家
の

求
婚
の
記
述
に
は
、
作
者
の
兼
家
に
対
す
る
非
難
の
口
ぶ
り
が
目
立
つ
。
彼
女

の
期
待
や
予
想
と
は
お
よ
そ
か
け
は
な
れ
た
し
方
で
の
墨
家
の
求
婚
で
あ
っ
た

と
、
作
者
は
評
価
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
不
満
は
、
一
応
、

 
一
、
 
「
例
の
人
は
、
案
内
す
る
た
よ
り
、
も
し
は
な
ま
女
な
ぜ
し
て
」
求
婚

 
 
の
意
を
伝
え
さ
せ
る
の
に
、
兼
家
は
直
接
「
た
は
ぶ
れ
に
も
ま
め
や
か
に

 
 
も
」
父
倫
寧
に
伝
え
た
こ
と
。

 
二
、
．
「
び
な
き
こ
と
と
い
ひ
つ
る
を
も
知
ら
ず
顔
に
」
馬
に
乗
っ
た
人
を
使

 
 
と
し
て
、
門
を
た
た
か
せ
た
こ
と
。

 
三
、
 
「
紙
な
ど
も
例
の
や
う
に
も
あ
ら
ず
」
、
筆
跡
も
「
あ
ら
じ
と
お
ぼ
ゆ

 
 
る
ま
で
」
よ
艮
な
か
フ
た
こ
と
。

の
三
点
に
要
約
で
き
よ
う
。
歌
に
続
け
て
「
と
ば
か
り
ぞ
あ
る
」
と
あ
る
の
に

よ
れ
ば
、
歌
だ
け
で
は
な
く
、
心
の
こ
も
っ
た
文
章
も
期
待
し
て
い
た
の
か
も

し
れ
な
い
。

 
こ
れ
ら
の
中
で
不
満
の
根
幹
を
な
す
の
は
山
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
で
は
作
者
が

考
え
て
い
る
「
例
の
人
」
の
求
婚
と
は
、
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
の
だ
ろ
う

か
。
文
章
に
よ
れ
ば
、
作
者
は
、
 
A
 
「
案
内
す
る
た
よ
り
」
を
使
っ
て
思
い

を
伝
え
る
、
 
B
 
「
な
ま
女
な
ど
」
を
介
し
て
思
い
を
伝
え
る
、
の
二
通
り
を

考
え
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
後
者
は
、
「
な
ま
女
」
が
多
く
注
さ
れ
る
よ
う
な
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
8
）
 
 
 
 
 
 
（
9
）

未
熟
な
、
年
若
い
女
房
な
の
か
、
原
田
惹
起
氏
や
上
村
悦
子
氏
の
説
か
れ
る
よ

う
な
、
初
老
の
女
な
の
か
、
判
断
が
む
ず
か
し
い
が
、
作
者
が
「
な
ま
女
」
を

介
す
る
求
婚
を
例
の
人
の
や
る
こ
と
と
し
て
よ
し
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
す
れ

ば
、
 
「
な
ま
」
に
“
未
熟
”
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
強
く
読
み
取
る
わ
け
に
は
い
か

ず
、
後
説
を
採
る
べ
き
な
の
で
あ
ろ
う
。
女
の
そ
ば
近
く
仕
え
る
女
房
な
ど
を

介
し
て
、
女
に
恋
文
を
贈
る
や
り
方
で
あ
る
。
 
「
な
ま
女
な
ど
」
の
「
な
ど
」

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

に
よ
れ
ば
、
初
老
に
そ
れ
ほ
ど
ご
だ
わ
る
必
要
は
な
く
、
 
『
落
窪
物
語
」
の
あ

こ
ぎ
の
存
在
な
ど
が
参
考
に
な
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
も
う
一
方
の
「
案
内
す
る
た

よ
り
」
を
使
っ
て
求
婚
す
る
と
は
、
ど
う
い
う
こ
と
か
。
訳
は
こ
こ
に
底
本
と

し
て
用
い
た
日
本
古
典
文
学
全
集
本
の
“
し
か
る
べ
き
手
づ
る
を
求
め
た
り
多

あ
た
り
が
標
準
的
な
も
の
だ
が
、
具
体
的
に
ど
う
い
う
こ
と
か
と
な
る
と
、
わ

か
り
に
く
い
。
 
「
な
ま
女
」
な
ど
よ
り
は
も
っ
と
し
っ
か
り
し
た
仲
介
者
、
男

の
縁
者
が
女
の
乳
母
に
な
っ
て
い
て
、
そ
れ
を
介
し
て
…
…
と
い
っ
た
こ
と
が

頭
に
入
っ
て
の
記
述
で
あ
ろ
う
か
。

 
例
の
人
の
求
婚
に
つ
い
て
の
わ
た
く
し
の
以
上
の
よ
う
な
理
解
は
、
ご
く
一

般
的
な
も
の
で
、
通
説
に
沿
っ
た
も
の
だ
と
い
っ
て
よ
い
と
思
ヶ
が
、
こ
れ
と

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
1
0
）

は
異
っ
た
理
解
が
あ
る
。
増
田
繁
夫
氏
が
、

 
 
 
実
は
こ
の
縁
談
は
、
最
初
か
ら
の
経
過
も
す
べ
て
余
計
な
手
続
き
は
省

 
 
か
れ
て
い
た
。
普
通
は
、
女
房
だ
と
か
家
司
が
内
々
で
両
家
の
意
向
を
さ
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ぐ
る
、
と
い
う
こ
と
か
ら
始
め
ら
れ
る
の
に
、
こ
の
場
合
は
諸
家
本
人
が

 
 
直
接
雄
渾
寧
に
声
を
か
け
て
い
る
。
仲
人
の
交
渉
は
省
略
さ
れ
て
い
る
。

と
い
わ
れ
た
よ
う
な
理
解
で
、
こ
れ
を
さ
ら
に
徹
底
さ
せ
た
の
が
、
前
掲
の
工

藤
氏
の
論
で
あ
る
。
工
藤
氏
は
、
日
本
の
婚
姻
制
度
は
律
令
に
よ
っ
て
定
め
ら

・
れ
て
お
り
、
律
令
の
定
め
は
平
安
時
代
に
も
生
き
て
い
た
と
さ
れ
る
。
律
令
に

定
め
ち
れ
た
婚
姻
制
度
は
一
夫
一
妻
制
で
、
重
婚
は
禁
じ
ら
れ
て
お
り
、
・
つ
ま

り
は
「
か
げ
ろ
ふ
の
日
記
』
の
時
代
も
そ
う
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

多
妻
で
あ
る
よ
う
に
見
え
て
も
、
妻
は
一
人
だ
け
で
、
他
は
妾
で
あ
っ
た
と
い

う
。
婚
姻
を
定
め
た
「
養
老
律
令
」
の
、
戸
令
の
規
定
の
中
に
次
の
よ
う
な
条

項
が
あ
る
。
以
下
、
日
本
思
想
大
系
『
律
令
」
の
富
み
下
し
文
に
よ
っ
て
引
く

が
、
振
り
仮
名
の
多
く
は
省
略
す
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ゆ
る

 
2
4
凡
そ
男
の
年
十
五
、
女
の
年
十
三
以
上
に
し
て
婚
嫁
聴
せ
。

 
 
 
 
 
 
を
ふ
と
あ
は

 
2
5
凡
そ
女
に
 
嫁
 
せ
む
こ
と
は
、
皆
先
づ
祖
父
母
、
父
母
、
伯
叔
父
姑
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ふ

 
 
兄
弟
、
外
祖
父
母
に
由
れ
よ
。
次
に
舅
従
母
、
従
父
兄
弟
に
及
ぼ
せ
。
若

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
し
ん

 
 
し
舅
従
母
、
従
父
兄
弟
、
同
居
共
財
せ
ず
、
及
び
此
の
親
な
く
は
、
並
に

 
 
女
の
欲
せ
む
所
に
任
せ
て
、
三
主
と
為
よ
。

 
2
6
凡
そ
結
婚
已
に
定
ま
っ
て
、
故
無
く
し
て
三
月
ま
で
成
ら
ず
、
及
び
逃
亡

 
 
し
て
一
月
ま
で
に
還
ら
ず
、
若
し
く
は
外
蕃
に
没
落
し
て
一
年
ま
で
に
還

 
 
ら
ざ
ら
む
、
及
び
徒
罪
以
上
犯
せ
ら
む
、
女
訓
離
れ
む
と
則
せ
ば
、
聴
せ
。

 
 
已
に
成
り
た
り
と
錐
も
、
其
れ
夫
外
蕃
に
没
落
し
て
、
子
有
る
は
五
年
、

 
 
子
無
き
は
三
年
ま
で
に
帰
ら
ず
、
及
び
逃
亡
し
て
、
子
有
る
は
三
年
、
子

 
 
無
き
は
二
年
ま
で
に
出
こ
ず
は
、
並
に
改
嫁
聴
せ
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ま

 
2
7
凡
そ
先
づ
回
し
て
、
後
に
婆
き
て
妻
妾
と
為
ら
ば
、
赦
に
会
ふ
と
錐
も
、

 
 
 
 
は
な

 
 
回
し
離
て
。

道
綱
の
母
の
結
婚
 
-
一
夫
一
妻
制
論
を
考
え
る
一

 
2
8
凡
そ
妻
棄
て
む
こ
と
は
、
七
出
の
状
有
る
べ
し
。
…
に
は
子
無
き
。
二
に

 
 
㌫
蕊
染
三
に
は
舅
姑
に
究
へ
ず
。
阻
に
は
口
舌
・
五
に
は
盗
窃
。
六
に

 
 
は
妬
忌
。
七
に
は
悪
疾
。
極
帯
手
書
し
て
棄
て
よ
。
尊
属
、
近
親
と
同
じ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
し

 
 
く
署
せ
よ
。
若
し
書
解
ら
ず
は
、
、
指
を
画
い
て
記
と
す
る
こ
と
を
為
よ
。

 
 
妻
・
棄
つ
る
状
有
り
と
錐
も
・
三
の
却
て
ざ
る
こ
と
有
り
・
一
に
は
舅
姑

 
 
 
 
た
す
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ま

 
 
の
二
百
く
る
に
経
た
る
。
二
に
は
嬰
い
し
時
に
践
し
く
し
て
後
に
貴
き
。

 
 
三
に
は
受
け
し
所
有
り
て
帰
す
心
無
き
。
即
ち
義
絶
、
淫
洪
、
悪
疾
犯
せ

 
 
ら
ば
、
此
の
令
に
拘
れ
ず
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ふ

 
2
9
凡
そ
重
心
つ
る
こ
と
は
、
先
づ
祖
父
母
、
父
母
に
由
れ
よ
。
若
し
祖
父

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
じ
ゅ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
も

 
 
母
、
父
母
無
く
は
、
夫
自
由
す
る
こ
と
を
得
む
。
罵
言
の
齋
て
ら
む
所
の

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ゐ

 
 
見
在
の
財
還
せ
。
若
し
将
た
る
碑
、
子
童
ら
ば
、
亦
還
せ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ふ

 
3
0
凡
そ
女
に
嫁
せ
、
妻
棄
て
む
こ
と
は
、
所
由
に
由
れ
ず
は
、
皆
婚
成
ら

 
 
ず
、
棄
を
成
さ
ず
。
所
由
後
に
知
り
て
、
三
月
に
満
つ
る
ま
で
評
す
る
こ

 
 
と
せ
ず
は
、
皆
更
に
論
ず
る
こ
と
得
じ
。

 
ま
た
『
令
集
解
」
に
、
 
（
騰
嗣
国
史
大
系
本
に
よ
り
滝
川
政
次
郎
氏
「
日
本

法
制
史
」
の
訓
み
に
従
う
）
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
め
い
 
 
 
 
 
 
た
と

 
 
凡
そ
女
嫁
す
者
は
、
ま
た
祖
父
母
、
父
母
、
及
び
諸
親
の
命
を
待
つ
。
仮

 
 
へ
ば
い
に
ん
た
だ
 
 
 
 
 
い
た

 
 
令
媒
人
直
ち
に
女
の
許
に
詣
ら
ば
、
先
づ
祖
父
母
、
父
母
に
申
す
な
り
。

と
見
え
、
媒
人
の
制
も
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

 
さ
ら
に
『
万
葉
集
』
四
一
三
〇
（
新
編
国
歌
大
観
に
よ
る
。
国
歌
大
観
で
は

四
一
〇
六
）
の
大
伴
家
持
の
歌
の
前
書
に
「
導
出
例
云
（
後
略
）
」
 
「
三
不
去

云
（
後
略
）
」
に
続
け
て
、

 
 
両
妻
例
云

 
 
有
レ
妻
更
嬰
者
徒
一
年
、
三
家
杖
一
百
離
之
。
，
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と
も
あ
る
。
唐
の
戸
爵
号
か
ら
の
引
用
と
見
ら
れ
る
が
、
重
婚
を
禁
じ
る
類
似

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
1
1
）

の
文
は
日
本
の
戸
婚
律
に
も
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

 
こ
れ
ら
を
踏
ま
え
て
工
藤
氏
は
、

 
 
 
道
綱
の
母
の
場
合
は
、
 
『
か
げ
ろ
ふ
日
記
」
に
よ
れ
は
、
 
（
申
略
）
兼

 
 
家
自
身
が
直
接
に
親
の
世
羅
に
申
し
入
れ
た
の
で
あ
る
。
早
世
は
父
と
し

 
 
で
「
婚
主
」
の
立
場
の
人
だ
か
ら
、
下
界
に
申
し
入
れ
る
の
は
適
法
で
あ

 
 
る
が
、
兼
家
自
身
が
と
い
う
の
は
適
法
で
は
な
い
。
 
「
例
の
人
は
案
内
す

 
 
る
た
よ
り
」
即
ち
媒
人
を
通
す
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
正
式
の
手
続
き
だ
か

 
 
ら
で
あ
る
。

と
い
わ
れ
る
。
増
田
旧
説
で
は
、
余
計
な
1
必
要
最
低
限
以
上
の
、
の
意
で

あ
ろ
う
1
手
続
き
、
工
藤
説
で
は
法
律
に
定
め
ら
れ
た
手
続
き
を
省
略
し
た

兼
家
の
求
婚
だ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
手
続
き
が
省
略
さ
れ
た
理
由
に
つ
い
て
、

増
田
氏
は
、
漁
家
が
家
柄
の
低
い
受
領
層
の
家
に
、
そ
ん
な
に
う
る
さ
く
手
続

き
を
考
．
λ
る
必
要
が
な
い
と
判
断
し
た
た
め
と
さ
れ
、
工
藤
氏
は
、
兼
家
に
は

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

す
で
に
舞
姫
と
い
う
妻
が
あ
る
か
ら
、
倫
寧
の
女
は
妾
で
し
か
あ
り
え
ず
、
だ

か
ら
「
家
と
家
禽
し
て
の
し
か
る
べ
き
手
続
き
を
踏
ん
だ
形
に
は
で
き
な
い

し
、
戸
婚
律
か
ら
も
し
て
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
故
に
自
身
で
申
し
入
れ
る
と
い

う
形
を
と
っ
た
の
で
あ
ろ
う
」
と
推
測
し
て
お
ら
れ
る
。

 
私
も
与
し
た
よ
う
な
通
説
的
な
理
解
で
は
、
例
の
人
の
求
婚
と
し
て
作
者
が

考
え
て
い
た
の
は
、
少
く
と
も
「
な
ま
女
な
ど
し
て
い
は
す
る
」
と
い
う
あ
た

り
、
物
語
世
界
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
、
ロ
マ
ン
テ
ィ
ッ
ク
な
も
の
で
あ
っ
た
。

そ
れ
に
反
し
て
、
本
入
を
軽
ん
じ
る
よ
う
な
、
事
務
的
で
夢
の
な
い
兼
家
の
求

婚
の
し
方
に
呆
れ
、
不
満
を
覚
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
増
田
氏
や
工

藤
氏
の
よ
う
な
理
解
に
よ
れ
ば
、
例
の
人
の
求
婚
の
し
方
は
、
家
と
家
と
の
婚

姻
と
い
う
形
が
強
く
、
物
語
類
に
は
あ
ま
り
登
場
し
て
き
そ
う
も
な
い
も
の
で

あ
っ
た
。
そ
し
て
作
者
は
、
あ
ら
ま
ほ
し
き
求
婚
の
手
続
き
の
一
部
が
省
略
さ

れ
て
い
る
こ
と
に
、
不
満
を
述
べ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
工
藤
氏
説
に
よ
れ

ば
、
そ
の
手
続
き
の
省
略
は
、
妻
と
し
て
扱
っ
て
い
る
の
で
な
い
こ
と
を
兼
家

か
ら
は
っ
き
り
と
見
せ
つ
け
ら
れ
た
こ
と
に
も
な
り
、
そ
れ
が
作
者
に
「
び
な

き
と
と
」
と
拒
否
の
表
現
を
さ
せ
た
と
も
理
解
で
き
よ
う
。
工
藤
氏
は
、
娘
が

妾
と
い
う
立
場
に
な
る
こ
と
を
じ
ゅ
う
ぶ
ん
に
知
っ
て
い
て
倫
寧
は
兼
家
に
託

し
た
の
だ
し
、
道
導
の
母
も
自
分
の
立
場
は
わ
か
っ
て
炉
た
と
解
さ
れ
る
の
だ
」

が
、
そ
れ
に
し
て
も
形
の
上
で
は
っ
き
り
見
せ
つ
け
ら
れ
た
と
き
の
心
情
は
さ

ぞ
か
し
苦
渋
に
満
ち
た
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
。

 
私
の
一
旦
与
し
た
通
説
的
理
解
と
、
工
藤
氏
の
よ
う
な
理
解
と
で
は
、
ど
ち

ら
が
正
し
い
で
あ
ろ
う
か
。
 
『
か
げ
ろ
ふ
の
日
記
」
の
文
脈
の
中
だ
け
で
も
、

一
応
の
判
断
は
つ
き
そ
う
で
あ
る
。
作
者
は
、
例
の
人
は
案
内
す
る
た
よ
り
、

も
し
は
な
ま
女
な
ど
を
利
用
し
て
「
い
は
す
る
」
の
に
、
こ
れ
（
兼
家
）
は
直

接
親
と
お
ぼ
し
き
人
に
「
ほ
の
め
か
し
」
た
と
い
う
書
き
方
で
不
満
を
述
べ
て

い
る
。
 
「
い
は
す
る
」
と
は
「
女
（
わ
た
く
し
）
に
」
 
「
い
は
す
る
」
の
だ
が
、

兼
家
の
場
合
は
直
接
「
親
と
お
ぼ
し
き
人
に
」
 
「
ほ
の
め
か
し
」
た
と
い
っ

て
、
非
難
b
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
最
初
に
思
い
を
告
げ
る
相
手
が
女
か

女
の
親
か
と
い
う
相
違
に
重
点
を
置
い
た
形
で
あ
っ
た
。
例
の
人
は
案
内
す
る

た
よ
り
、
・
も
し
は
な
ま
女
な
ど
し
て
「
親
と
お
ぼ
し
き
人
に
」
 
「
い
は
す
る
」

と
い
う
構
文
で
は
な
い
。
特
に
工
藤
説
に
よ
れ
ば
、
一
般
的
に
、
妾
に
は
妻
の

よ
う
な
求
婚
の
手
続
き
は
と
れ
な
い
の
だ
か
ら
、
手
続
き
の
省
略
を
非
難
す
る

の
に
「
例
の
人
は
…
…
こ
れ
は
…
…
」
と
い
う
構
文
は
使
わ
れ
な
い
だ
ろ
う
。

 
以
上
の
よ
う
に
『
か
げ
ろ
ふ
の
日
記
」
の
文
脈
か
ら
は
、
手
続
き
省
略
説
は
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導
き
出
し
に
く
い
の
だ
が
、
工
藤
氏
の
こ
論
は
平
安
時
代
の
婚
姻
制
度
そ
の
も

の
に
つ
い
て
の
問
い
直
し
で
あ
り
、
こ
の
部
分
だ
け
で
は
な
く
「
か
げ
ろ
ふ
の

日
記
」
全
体
の
理
解
に
つ
い
て
波
及
す
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
。
そ
こ
で
氏
の
説

か
れ
た
婚
姻
の
あ
り
方
に
つ
い
て
、
こ
こ
で
考
え
て
み
た
い
。

二

 
平
安
時
代
は
律
令
社
会
で
あ
っ
た
。
婚
姻
に
つ
い
て
も
戸
電
磁
（
全
容
は
今

伝
わ
ら
な
い
）
や
戸
令
に
詳
し
く
定
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
れ
を
改
め
る

法
律
は
出
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
、
平
安
時
代
に
も
そ
れ
は
生
き
て
い
る
。
婚
姻

制
度
と
し
て
は
一
夫
一
妻
制
で
あ
っ
て
、
一
夫
多
妻
と
い
う
の
は
正
し
く
な
い
。

多
く
妻
が
い
る
よ
う
に
見
え
て
も
、
一
重
婚
は
禁
じ
ら
れ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
妻

 
 
 
 
 
 
 
シ
ョ
ウ

は
一
人
で
、
他
は
妾
で
あ
っ
た
。
妻
と
妾
と
は
自
明
的
に
区
別
さ
れ
て
い
る
。

い
く
ら
子
を
多
く
産
ん
で
も
、
夫
の
深
い
愛
情
を
得
て
も
、
妾
は
妾
で
、
妻
と

は
な
り
え
な
い
。
1
以
上
の
よ
う
な
婚
姻
制
度
に
つ
い
て
の
認
識
が
、
工
藤

氏
の
こ
論
の
根
幹
を
な
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
 
『
か
げ
ろ
ふ
の
日
記
」
と
『
源
氏

物
語
」
の
検
討
を
中
心
に
し
て
以
上
の
点
を
確
認
し
よ
う
と
さ
れ
た
の
が
、
工

藤
氏
の
ご
論
で
あ
っ
た
。

 
律
令
に
見
え
る
婚
姻
の
規
定
は
周
知
の
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
法
的
に
撤
回

さ
れ
て
は
い
な
い
こ
と
も
、
研
究
者
の
よ
く
知
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
一
夫
多
妻
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
に
は
、
そ
れ
な
り
の
理
由
が
あ

っ
た
。
物
語
や
記
録
な
ど
を
見
る
限
り
で
は
、
、
平
安
時
代
の
婚
姻
は
さ
ま
ざ
ま

な
点
で
、
律
令
の
と
お
り
で
は
な
か
っ
た
。
律
令
と
し
て
今
に
残
っ
て
い
る
の

は
養
老
律
令
だ
が
、
そ
の
前
身
と
い
う
べ
き
大
宝
律
令
に
せ
よ
、
こ
の
養
老
律

令
に
せ
よ
、
申
国
（
唐
）
の
法
典
を
規
範
と
し
て
、
も
っ
と
い
え
ば
模
倣
し
て
、

道
綱
の
母
の
結
婚
一
一
夫
一
妻
制
論
を
考
え
る
一

若
干
の
日
本
の
不
文
律
を
も
加
え
て
制
定
さ
れ
た
も
の
で
、
当
時
の
社
会
の
実

情
に
合
う
も
の
で
は
な
か
っ
た
し
、
9
ど
こ
ま
で
実
行
さ
れ
た
か
も
疑
問
だ
う
た

の
で
あ
る
。
し
か
も
平
安
時
代
に
な
る
と
、
律
令
の
規
定
ど
お
り
行
わ
れ
な
く

な
っ
た
も
の
が
多
い
。
戸
令
に
し
て
も
、
そ
こ
に
定
め
ら
れ
た
諸
条
が
実
施
さ

れ
る
た
め
に
は
、
1
9
項
の
「
凡
そ
戸
籍
は
、
六
年
に
一
た
び
造
れ
」
と
い
う
規

定
が
何
よ
り
も
守
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
だ
が
、
平
安
時
代
の
戸
籍
と
し
て
今

日
そ
の
一
部
で
も
が
伝
わ
る
の
は
六
例
に
す
ぎ
ず
、
そ
の
最
後
の
も
の
と
し
て

知
ら
れ
る
寛
弘
元
年
（
一
〇
〇
四
）
の
讃
岐
国
大
内
郡
入
野
郷
の
戸
籍
は
不
完

全
で
「
撃
壌
期
の
戸
籍
の
様
子
を
伝
え
て
い
る
と
思
わ
れ
る
が
、
落
籍
と
い
う

作
業
そ
の
も
の
も
こ
の
こ
ろ
廃
絶
し
た
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
」
 
（
『
国
史
大

辞
典
』
戸
籍
）
と
い
わ
れ
て
い
る
。
前
に
掲
げ
た
戸
令
2
4
項
の
結
婚
年
齢
に
し

て
も
、
た
と
え
ば
道
長
の
女
彰
子
は
十
二
歳
で
一
条
天
皇
の
も
と
に
入
内
し
た

し
、
そ
の
一
条
天
皇
が
十
五
歳
み
権
記
の
没
年
齢
か
ら
計
算
す
れ
ば
十
四
）
の
、

道
隆
の
女
定
子
を
女
御
と
し
て
入
内
さ
せ
た
の
は
十
一
歳
の
と
き
で
あ
っ
た
と

か
、
十
二
歳
の
藤
原
行
成
の
女
と
十
四
歳
の
藤
原
長
家
と
の
結
婚
な
ど
、
わ
れ

わ
れ
は
そ
れ
よ
り
若
い
年
齢
．
の
結
婚
の
，
例
を
い
く
つ
も
知
っ
て
い
る
。
2
7
項
の

「
凡
そ
先
づ
粁
し
て
、
後
に
嬰
き
て
妻
妾
と
為
ら
ば
、
赦
に
合
ふ
と
雄
も
、
猶

し
離
て
」
は
、
歌
垣
に
よ
っ
て
配
偶
者
を
得
る
と
い
う
風
俗
さ
え
持
つ
日
本
の

・
社
会
に
は
な
じ
ま
ぬ
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
い
う
「
粁
」
と
は
今
日
わ
れ
わ

れ
が
「
姦
」
か
ら
連
想
す
る
よ
う
な
意
味
は
持
た
な
い
。
 
「
令
義
解
」
が
こ
の

文
に
つ
い
て
（
輔
嗣
国
史
大
系
本
に
よ
り
私
に
訓
み
下
し
て
引
用
す
る
）
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
た
と
へ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ふ

 
 
謂
。
礼
を
以
て
交
は
ら
ざ
る
を
軒
と
為
す
也
、
仮
令
ば
、
初
め
主
婚
に
由

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ゆ
る

 
 
れ
ず
し
て
、
和
合
粁
通
し
、
後
に
祖
父
母
等
に
由
れ
、
已
に
聖
地
を
聴
す
。

 
 
 
 
 
 
 
 
あ
ら
は
 
 
 
 
 
た
と

 
 
其
後
粁
通
の
事
古
る
れ
ば
、
従
ひ
非
常
赦
に
会
ふ
と
鑑
も
、
猶
中
身
つ
也
。
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と
注
し
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
一
層
明
確
な
よ
う
に
、
親
や
祖
父
母
等
の
国
宣

者
に
知
ら
せ
許
可
を
得
る
前
の
性
関
係
を
否
定
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
よ

う
な
禁
制
の
あ
る
社
会
で
、
た
と
え
ば
『
伊
勢
集
』
冒
頭
部
の
伊
勢
と
仲
平
の

関
係
や
「
落
窪
物
語
」
の
道
頼
と
落
窪
の
君
の
結
婚
な
ど
、
容
認
さ
れ
る
は
ず

は
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
項
に
つ
い
て
は
、
工
藤
氏
も
、
滝
川
政
次
郎
氏
の

「
こ
の
規
定
は
事
実
上
空
文
に
等
し
か
っ
た
」
と
い
う
『
日
本
法
制
史
』
 
（
昭

3
初
刊
、
昭
6
0
の
講
談
社
学
術
文
庫
本
に
よ
る
）
の
言
を
肯
面
し
て
、
髭
黒
大
、

将
の
例
を
も
挙
げ
て
お
ら
れ
る
。

 
も
ち
ろ
ん
、
ほ
ぼ
こ
の
法
文
通
り
行
わ
れ
て
い
る
例
も
あ
る
ゆ
い
ず
れ
も
工

藤
氏
の
指
摘
さ
れ
て
い
る
こ
と
だ
が
、
 
『
伊
勢
物
語
」
二
十
四
段
の
、
宮
仕
え

し
に
と
別
れ
た
ま
ま
三
年
男
が
帰
っ
て
来
な
か
っ
た
の
で
、
他
の
男
と
「
こ
よ

ひ
あ
は
む
」
と
約
束
し
た
吐
こ
ろ
…
…
と
い
う
話
に
は
2
6
項
が
よ
く
引
か
れ
て

い
る
し
・
今
井
源
衛
癖
指
摘
さ
れ
た
よ
う
に
・
『
源
氏
物
語
」
若
釆
上
で
・

朱
雀
院
が
左
中
弁
を
源
氏
の
許
に
遣
わ
し
た
の
は
媒
人
の
規
定
を
頭
に
置
い
て

い
る
の
だ
ろ
う
し
、
紫
式
部
が
律
令
の
他
の
条
項
を
も
念
頭
に
置
い
て
い
た
可

能
性
も
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
と
お
り
行
わ
れ
て
い
な
い
条
文
も
あ
る
の
だ
か

ら
、
重
婚
の
禁
止
や
2
5
項
の
よ
う
な
き
ち
ん
と
し
た
手
続
き
が
そ
の
と
お
り
守

ら
れ
、
行
わ
れ
て
い
た
か
ど
う
か
は
、
は
っ
き
り
し
た
証
拠
を
も
っ
て
論
証
さ

れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

 
律
令
で
は
重
婚
は
禁
じ
て
い
た
が
、
妾
は
認
め
て
い
た
。
た
だ
妾
と
い
う
概

念
は
も
と
も
と
日
本
に
あ
っ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
「
申
国
の
家
族
法
で
は
、

妻
と
妾
は
明
確
に
区
別
さ
れ
て
お
」
る
の
に
対
し
、
日
本
の
律
令
も
、
唐
律
令
'

の
妻
妾
の
区
別
を
そ
の
ま
ま
継
受
し
て
い
る
が
、
現
実
に
は
妻
と
妾
の
区
別
は

明
確
で
な
か
っ
た
」
 
（
日
本
思
想
大
系
『
律
令
』
補
注
戸
令
2
7
b
）
と
さ
れ
る

の
も
、
う
な
ず
け
る
。
日
本
に
は
妾
に
あ
た
る
こ
と
ば
も
な
か
っ
た
。
工
藤
氏

は
妻
・
妾
の
古
辞
書
の
注
を
引
い
て
お
ら
れ
る
が
、
妾
の
意
味
は
二
十
巻
本

『
倭
名
抄
」
に
「
非
二
正
嫡
一
、
．
故
塁
・
接
為
レ
称
。
一
丁
、
有
二
事
忌
一
之
名
也
。

小
妻
也
」
と
説
明
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
に
相
当
す
る
和
名
と
し
て
は
同
書
に

「
和
名
乎
無
名
女
」
と
あ
り
、
観
智
院
本
『
名
義
抄
」
に
は
「
ヲ
ム
ナ
メ
 
シ

タ
カ
フ
 
コ
ナ
ミ
 
ト
ル
 
タ
カ
ヒ
」
な
ど
と
あ
る
。
妾
と
い
う
立
場
の
女
性

の
称
と
い
え
る
の
は
「
ヲ
ム
ナ
メ
」
 
「
コ
ナ
ミ
」
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
だ
け
だ

が
、
 
「
コ
ナ
ミ
」
は
同
じ
観
智
院
本
『
名
義
抄
」
の
「
前
妻
」
の
項
に
「
モ
ト

ッ
メ
」
と
並
ん
で
出
て
お
り
、
用
例
か
ら
見
て
も
前
妻
（
最
初
に
結
婚
し
た
妻
、

も
と
か
ら
の
妻
）
と
い
う
理
解
で
、
今
日
は
一
致
し
て
い
る
（
『
岩
波
古
語
辞

典
」
が
「
こ
な
み
」
の
②
の
意
味
と
し
て
「
死
別
ま
た
は
離
別
し
た
妻
、
先

妻
」
を
書
き
、
例
に
『
和
名
抄
」
の
「
前
妻
、
毛
斜
走
妻
、
一
読
古
奈
美
」
の

例
を
示
し
て
い
る
の
は
間
違
い
）
。
残
る
の
は
「
ヲ
ム
ナ
メ
」
だ
け
だ
が
、
こ

れ
は
「
女
」
と
い
う
に
す
ぎ
な
い
。
 
『
日
本
書
紀
」
誌
面
天
皇
四
十
年
の
条
に

「
時
有
二
従
・
王
之
妾
こ
と
あ
る
「
妾
」
が
寛
文
九
年
板
本
で
「
ヲ
ム
ナ
メ
」

と
訓
ま
れ
て
い
る
の
が
想
起
さ
れ
る
（
北
野
本
は
ヲ
ム
ナ
）
。
日
本
武
尊
に
従

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
み
こ

っ
て
い
る
弟
橘
媛
の
こ
と
で
、
彼
女
は
王
の
船
を
も
沈
め
よ
う
と
す
る
荒
れ
た

海
を
鎮
め
る
た
め
に
入
水
し
、
後
に
日
本
学
尊
が
そ
れ
を
い
た
ん
で
「
吾
嬬
者

耶
」
と
い
っ
た
話
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
 
『
紀
」
は
「
嬬
」
に
「
此
云
二
菟

」
摩
一
」
と
訓
注
を
つ
け
て
い
る
。
「
ヲ
ミ
ナ
メ
」
や
誤
っ
た
「
コ
ナ
ミ
」
の
和

名
が
辞
書
に
記
さ
れ
る
な
ど
、
妾
に
相
当
す
る
和
語
の
欠
如
一
つ
ま
り
は
実

態
の
な
い
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
な
お
儀
制
令
の
第
2
5
項
に
は
五

等
親
の
定
め
が
あ
り
、
妾
が
祖
父
母
、
兄
弟
、
姉
妹
、
妻
な
ど
と
共
に
二
等
親

と
さ
れ
て
い
る
の
だ
が
、
そ
の
妾
に
つ
い
て
思
想
大
系
本
で
は
“
正
妻
に
次
ぐ

（30）
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地
位
の
妻
。
老
妻
。
「
本
妻
」
を
 
「
こ
な
み
」
と
い
う
に
対
し
て
こ
れ
は
「
う

は
な
り
」
”
と
注
し
て
い
る
が
、
「
う
は
な
り
」
と
「
妾
」
は
同
じ
で
は
な
い
。

『
倭
名
抄
』
や
『
名
義
抄
」
で
は
「
後
妻
」
に
充
て
ら
れ
た
和
名
で
、
妻
が
あ

る
の
に
次
に
掌
っ
た
妻
で
、
夫
の
愛
情
は
普
通
こ
の
新
し
い
妻
の
方
に
集
中
す

る
か
ら
、
も
と
か
ら
の
妻
が
ね
た
む
こ
と
が
多
く
、
そ
の
た
め
．
に
「
う
は
な
り

ね
た
み
」
と
い
う
嫉
妬
を
表
わ
す
語
も
生
ま
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
以
上
要
す
る

に
、
妾
に
相
当
す
る
日
本
語
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
 
『
大
和
物
語
」
一
四
一

 
 
 
 
 
も
と
 
め

段
で
は
、
「
本
の
妻
」
の
も
と
に
男
が
筑
紫
か
ら
連
れ
て
き
て
同
居
さ
せ
た
女

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
め
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
め

は
「
う
は
な
り
」
と
も
「
ち
く
し
の
妻
」
と
も
「
今
の
妻
」
と
も
書
か
れ
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
め

一
六
八
段
で
は
、
良
少
将
良
峰
宗
貞
の
三
人
の
妻
に
つ
い
て
、
 
「
妻
は
三
人
な

ん
あ
り
け
る
を
」
走
紹
介
さ
れ
、
「
よ
ろ
し
く
思
ひ
け
る
」
二
人
と
「
か
ぎ
り

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
め

な
く
思
ひ
て
子
ど
も
な
ど
あ
る
妻
」
と
、
男
の
愛
情
に
深
浅
は
あ
る
が
、
い
ず

れ
も
「
め
」
で
表
現
さ
れ
て
い
る
。
妻
妾
に
あ
た
る
人
を
区
別
せ
ず
に
「
め
」

と
か
「
つ
ま
」
と
か
い
う
の
が
、
日
本
の
な
ら
わ
し
で
あ
っ
た
ろ
う
。
そ
ん
な

中
で
重
婚
を
禁
じ
る
法
令
が
出
て
も
、
ど
こ
ま
で
守
ら
せ
え
た
か
。
 
「
つ
ま
」

が
潮
入
い
る
と
し
て
処
罰
し
よ
う
と
し
て
も
、
一
人
は
妾
だ
と
言
い
逃
れ
ら
れ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
1
3
）

た
ら
、
ど
う
し
ょ
う
も
な
い
。
中
山
太
郎
氏
は
「
万
葉
集
」
の
狭
野
茅
上
娘
子

と
の
贈
答
で
知
ら
れ
る
中
臣
宅
守
の
配
流
を
重
婚
の
罪
に
適
わ
れ
た
例
と
さ

れ
、
工
藤
氏
も
肯
定
的
に
そ
の
説
を
引
い
て
お
ら
れ
る
が
、
中
山
氏
の
説
は
昭

和
三
年
の
も
の
で
、
今
日
の
『
万
葉
集
』
研
究
で
は
、
宅
守
の
配
流
を
娘
子
と

の
結
婚
と
関
わ
ら
せ
て
は
い
な
い
（
『
万
葉
集
注
釈
」
十
五
参
照
）
。

 
以
上
で
考
え
れ
ば
、
重
婚
を
禁
b
る
規
定
が
「
事
実
上
空
文
に
等
し
か
っ

た
」
 
（
『
日
本
法
制
史
』
）
と
見
る
の
が
妥
当
性
を
持
つ
よ
う
に
思
わ
れ
る
の

で
あ
る
。
一
夫
多
妻
が
行
わ
れ
て
い
た
と
見
て
よ
い
。

道
綱
の
母
の
結
婚
 
-
一
夫
一
妻
制
論
を
考
え
る
一

 
し
か
し
工
藤
氏
は
、
一
夫
一
妻
・
重
婚
禁
止
の
令
が
有
名
無
実
で
あ
っ
た
と

す
る
考
え
方
に
疑
問
を
持
た
れ
る
。
そ
し
て
「
日
本
法
制
史
」
が
有
名
無
実
の

例
と
し
て
掲
げ
て
い
る
二
つ
の
事
実
を
検
討
し
て
、
，
一
夫
多
妻
の
例
で
は
な
か

っ
た
と
結
論
づ
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
工
藤
氏
の
導
か
れ
た
結
論
は
正

し
い
で
あ
ろ
う
か
。
む
し
ろ
工
藤
氏
に
誤
認
は
な
か
っ
た
か
。

 
工
藤
氏
の
検
討
さ
れ
た
第
一
の
点
は
『
玉
葉
」
の
安
元
元
年
（
一
一
七
五
）

六
月
十
三
日
の
記
事
で
あ
る
。
こ
の
不
正
実
は
明
法
博
士
中
原
広
告
を
召
し
て

様
々
の
こ
と
を
問
い
、
そ
の
問
答
を
日
記
に
書
き
記
し
た
。
そ
こ
に
は
、
次
の

よ
う
な
記
述
が
あ
る
。

 
 
妻
妾
事

 
 
問
、
云
、
仮
令
、
人
妻
有
二
三
人
一
。
．
魏
験
本
翼
其
嫡
妻
、
本
妻
、
歴
二
年

 
 
序
一
無
一
二
子
一
、
華
墨
今
為
二
押
葉
一
二
レ
子
。
而
其
妻
等
亡
者
、
其
夫
何
忌

 
 
哉
。

 
 
 
申
云
、
嫡
妻
錐
下
達
不
上
レ
生
一
二
子
一
、
亡
者
可
・
為
二
其
服
一
。
其
後
数
子

 
 
 
之
十
三
レ
亡
、
不
ル
為
二
其
服
一
。
原
則
、
噛
癖
不
・
著
二
障
服
一
之
故
也
。

 
こ
の
後
再
婚
し
た
女
の
服
に
つ
い
て
も
問
答
が
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
省
略
す

る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
へ

 
 
本
妻
 
 
一
緒
に
な
っ
て
年
年
を
歴
て
い
る
が
一
人
も
子
が
な
い
。

 
 
嫡
妻
 
 
右
に
同
じ
。

 
 
妾
妻
 
 
一
緒
に
な
っ
た
ば
か
り
だ
が
、
子
を
産
ん
で
い
る
。

と
い
う
三
人
の
妻
に
つ
い
て
、
夫
は
だ
れ
の
喪
に
服
す
べ
き
か
が
問
わ
れ
、
嫡

妻
と
い
う
答
え
が
出
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
た
。
何
人
も
の
妻
が
あ
り
得
た
証

と
読
ま
れ
て
き
た
こ
の
記
事
に
つ
い
て
工
藤
氏
は
、
三
妻
が
同
時
に
存
在
し
た

の
で
は
な
く
、

（31）



 
 
 
男
は
初
め
あ
る
女
と
結
婚
し
だ
が
（
こ
れ
が
初
め
の
嫡
妻
）
、
子
が
生

 
 
れ
な
い
の
で
離
別
し
て
、
別
の
女
と
結
婚
し
た
。
こ
の
時
点
で
、
初
め
の

 
 
 
 
 
 
モ
ト
ツ
メ

 
 
嫡
妻
は
「
本
妻
」
 
（
前
妻
）
と
称
さ
れ
、
新
し
い
「
嫡
妻
」
が
で
き
た
の

 
 
で
あ
る
。
そ
れ
で
も
な
お
子
が
生
ま
れ
ず
、
新
し
く
妾
を
嬰
つ
た
。
も
し

 
 
こ
の
時
、
今
の
嫡
妻
を
離
別
（
棄
妻
）
し
て
お
け
ば
、
新
し
い
妾
は
妾
で

 
 
な
く
「
妻
」
と
な
る
こ
と
が
で
さ
た
の
だ
が
、
嫡
妻
を
棄
窮
し
な
か
っ
た

 
 
の
で
、
新
し
い
女
は
妾
な
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
こ
の
男
に
は
棄
妻
し

 
 
た
「
本
妻
」
と
今
の
「
嫡
妻
」
と
新
た
に
計
っ
た
「
妾
妻
」
と
が
い
る
こ

 
 
と
に
な
っ
た
。
だ
か
ら
確
か
に
「
本
妻
」
と
「
嫡
妻
」
と
は
同
時
に
存
在

 
 
す
る
こ
と
が
あ
る
が
、
そ
れ
は
「
妻
」
が
二
人
同
時
に
存
在
し
た
の
で
は

 
 
な
い
。
こ
の
場
合
の
「
本
妻
」
 
（
前
妻
）
は
今
の
妻
で
は
な
い
か
ら
で
あ

 
 
る
。
昭
和
の
現
在
で
も
、
離
婚
し
て
再
婚
す
れ
ば
、
言
葉
と
し
て
は
「
も

 
 
と
の
妻
」
と
「
今
の
妻
」
の
二
人
の
妻
が
い
る
の
と
同
じ
で
あ
る
。

．
の
よ
う
に
読
む
の
が
正
し
い
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
だ
が
、
本
妻
を
離
別
し
た

前
の
妻
、
今
日
で
も
使
う
も
と
の
妻
と
さ
れ
た
の
は
、
成
り
立
ち
が
た
い
も
の

で
あ
っ
た
。
 
「
本
」
は
「
根
本
」
 
「
本
来
」
の
意
で
あ
っ
て
、
「
前
」
「
以
前
」

の
意
は
な
い
。
h
本
妻
」
の
例
と
し
て
は
、
 
 
 
 
 
 
 
 
・

 
1
「
…
ほ
む
さ
い
つ
よ
く
も
の
し
給
。
…
」
 
（
源
氏
物
語
、
夕
霧
 
大
成
P

 
 
＝
二
二
四
⑱
）

 
2
お
と
ゴ
「
た
だ
い
ま
か
れ
ひ
と
り
を
な
む
も
て
侍
な
る
。
ほ
ん
さ
い
ど
も

 
 
み
な
わ
す
れ
得
て
」
 
（
宇
津
保
物
語
 
春
日
詣
 
前
田
家
本
 
古
典
文
庫

 
 
P
二
九
一
）

 
3
「
新
中
納
言
、
本
さ
い
に
か
へ
り
煮
て
、
こ
の
た
ダ
ひ
ん
が
し
に
物
し
給

 
 
な
る
を
、
と
ぶ
ら
ひ
に
も
の
せ
ん
。
…
…
」
 
（
同
国
譲
中
 
同
P
一
四

 
 
五
三
）
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-

 
ユ
の
本
妻
は
夕
霧
の
妻
雲
居
雁
の
こ
と
で
、
落
葉
宮
に
慕
情
を
つ
の
ら
せ
、

宮
の
傍
で
一
夜
を
明
か
し
た
夕
霧
を
見
た
祈
祷
僧
が
宮
の
母
御
息
所
に
心
配
し

て
語
る
こ
と
ば
の
中
で
使
わ
れ
て
い
る
℃
離
別
さ
れ
た
妻
な
ど
で
な
い
こ
と
は

言
を
ま
た
な
い
。
2
は
、
俊
蔭
の
女
と
長
い
年
月
の
後
で
再
会
す
る
こ
と
が
で

き
、
熱
愛
す
る
兼
雅
に
つ
い
て
、
朱
雀
院
と
兼
雅
の
兄
忠
雅
が
噂
を
し
て
い
る

場
面
で
、
忠
雅
の
言
。
兼
雅
は
A
二
人
の
女
に
熱
中
し
て
、
本
妻
ど
も
は
み
な

忘
れ
た
と
い
っ
て
い
る
の
で
、
以
前
の
妻
の
よ
う
に
も
見
え
る
が
、
完
全
に
離

別
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
3
は
、
そ
ん
な
ふ
う
に
長
く
放
置
し
て
い
た
本
妻

と
、
よ
り
を
戻
し
た
と
い
う
例
で
、
本
妻
と
は
、
あ
て
宮
に
心
を
う
ば
わ
れ
求

婚
し
つ
づ
け
て
い
た
実
忠
の
、
本
来
の
北
の
方
で
あ
っ
た
。
3
は
正
頼
の
こ
と

ば
の
中
の
用
例
で
、
こ
の
本
妻
の
三
例
は
み
な
男
性
の
こ
と
ば
の
中
で
使
わ
れ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
も
と
 
め

る
。
2
や
3
な
ど
は
、
女
こ
と
ば
、
あ
る
い
は
和
語
で
は
、
 
「
本
の
妻
」
で
あ

っ
た
。
前
掲
の
『
大
和
物
語
」
、
一
四
一
段
の
「
本
の
妻
」
も
「
今
の
妻
」
と
同

居
し
て
夫
と
暮
ら
し
て
い
る
。
工
藤
氏
は
、
観
智
院
本
『
名
義
抄
」
に
「
嫡
」

 
 
 
 
ツ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
コ
 
 

を
「
モ
ト
ノ
メ
」
と
注
し
て
い
る
例
や
「
も
と
か
ら
の
妻
」
と
訳
せ
る
「
本
の

妻
」
の
例
を
あ
げ
、
離
別
し
た
前
妻
も
、
離
別
レ
て
い
な
い
旧
妻
も
、
ま
た
既

に
い
る
妾
妻
・
愛
人
も
「
も
と
の
妻
」
な
の
だ
と
さ
れ
る
が
、
離
別
し
た
妻
を

そ
う
い
っ
て
い
る
例
は
見
当
た
ら
ず
、
工
藤
氏
も
示
し
て
は
お
ら
れ
な
い
の
で

 
 
 
 
 
ほ
ん
さ
い

あ
る
。
ま
し
て
本
妻
に
お
い
て
を
や
、
で
あ
る
。
 
『
玉
葉
』
で
問
わ
れ
て
い
る

働
は
、
や
は
り
三
妻
が
同
時
に
存
在
し
た
と
解
す
る
よ
り
他
は
な
い
。
'
三
人
の

妻
の
内
最
も
早
く
結
婚
し
た
の
が
本
妻
で
、
最
も
家
格
の
高
い
人
の
娘
で
正
妻

と
い
う
べ
き
人
が
嫡
妻
。
本
妻
も
嫡
妻
も
あ
り
な
が
ら
な
お
ま
た
結
婚
し
た
女

が
妾
妻
と
称
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
妾
妻
に
も
嫁
婆
の
語
が
使
わ
れ
、

（32）



三
人
共
「
妻
」
の
表
現
が
用
い
ら
れ
て
い
る
の
も
注
目
し
て
よ
い
。
こ
れ
は
や

ゴ
は
り
一
夫
多
妻
の
証
拠
と
い
え
る
。
 
「
嫡
妻
」
の
語
は
『
古
事
記
」
に
も
見
え

る
が
、
た
だ
妻
の
こ
の
よ
う
な
分
け
方
は
、
武
家
時
代
の
も
の
の
よ
う
に
も
思

わ
れ
、
こ
れ
で
平
安
時
代
申
期
を
考
え
る
わ
け
に
も
い
く
ま
い
。

 
よ
く
一
夫
多
妻
の
例
と
さ
れ
、
し
か
し
工
藤
氏
に
よ
っ
て
否
定
さ
れ
た
第
二

は
、
道
長
の
二
人
の
妻
、
左
大
臣
源
雅
信
の
女
倫
子
と
左
大
臣
源
高
明
の
女
明

子
の
例
で
、
こ
の
二
人
は
、
氏
の
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
道
長
の
愛
情
の
上
で
も

所
遇
の
上
で
も
世
間
の
見
る
目
も
違
っ
て
い
た
。
 
『
小
右
記
』
長
和
元
年
六
月

二
十
九
日
条
で
は
「
高
松
殿
」
 
（
明
子
）
に
底
盤
と
注
さ
れ
て
い
る
の
は
実
資

の
認
識
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
も
っ
と
も
こ
の
時
点
で
は
倫
子
所
生
の

彰
子
は
皇
太
子
の
母
で
あ
っ
て
、
倫
子
と
明
子
の
差
は
あ
ま
り
に
も
歴
然
と
し

て
い
た
の
だ
が
、
妾
妻
と
い
え
ど
も
「
つ
ま
」
に
は
相
違
な
か
っ
た
。

 
道
綱
の
母
の
場
合
、
そ
の
子
道
綱
は
十
七
歳
で
初
出
仕
し
、
従
五
位
下
に
叙

さ
れ
た
。
一
方
時
姫
所
生
の
道
隆
・
道
兼
・
道
長
は
十
五
歳
で
従
五
位
に
叙
さ

れ
て
い
る
。
選
叙
令
3
8
項
に
よ
れ
ば
、
五
位
以
上
の
者
の
子
が
出
身
す
る
場
合
、

嫡
子
と
庶
子
に
は
叙
さ
れ
る
位
階
に
差
が
あ
っ
た
。
継
嗣
令
第
3
項
で
は
、
五

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
か
む
が

位
以
上
の
者
の
嫡
子
を
定
め
る
に
は
「
治
部
に
陳
下
し
て
、
実
を
験
へ
て
官
に

申
せ
」
と
あ
り
、
嫡
子
・
嫡
妻
の
決
定
は
早
く
な
さ
れ
た
は
ず
で
、
属
隷
が
道

．
綱
の
母
に
求
婚
し
た
と
き
、
道
隆
は
す
で
に
生
ま
れ
て
い
た
か
ら
、
彼
は
嫡
子

と
し
て
届
け
ら
れ
て
い
た
は
ず
で
、
．
従
っ
て
時
姫
が
王
家
の
妻
で
あ
り
、
妻
は

 
一
人
ル
か
持
ち
え
な
か
っ
た
か
ら
、
道
志
の
母
は
最
初
か
ら
妾
で
し
か
あ
り
え

な
か
っ
だ
と
い
う
の
が
、
工
藤
氏
の
お
説
で
あ
る
。
し
か
し
、
貴
族
、
．
そ
れ
も

大
臣
ク
ラ
ス
の
家
の
大
貴
族
が
こ
ん
な
条
例
に
従
っ
て
い
た
ろ
う
か
。
尊
家
の

場
合
、
最
初
の
妻
は
摂
津
守
藤
原
申
正
の
女
で
あ
っ
た
。
摂
関
家
と
受
領
書
の

道
綱
の
母
の
結
婚
 
一
一
夫
一
妻
制
論
を
考
え
る
一

子
女
と
の
結
婚
は
よ
く
あ
る
と
前
に
述
べ
た
が
、
守
屋
省
吾
氏
『
蜻
蛉
日
記
形

成
論
」
が
藤
原
北
家
の
ほ
ぼ
三
代
に
わ
た
っ
て
調
査
し
て
お
ら
れ
る
（
P
鵬
～

餅
）
よ
う
に
、
貴
顕
の
女
と
の
結
婚
が
多
い
。
道
隆
が
生
ま
れ
た
天
暦
七
年

（
九
五
三
）
頃
、
石
窯
罪
は
代
位
親
王
の
女
と
結
婚
し
て
い
た
し
、
次
兄
兼
通

は
元
平
親
王
の
女
・
権
中
納
言
大
江
継
時
の
女
・
有
明
親
王
の
女
を
妻
と
し
て

い
た
（
『
尊
卑
分
脈
」
の
子
の
注
記
等
か
ら
推
定
）
。
兼
家
に
も
こ
れ
か
ら
皇

族
の
女
や
大
貴
族
の
女
と
結
婚
す
る
可
能
性
が
あ
り
、
そ
う
な
れ
ば
そ
の
女
が

正
妻
格
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
仮
に
嫡
子
・
正
妻
を
早
く
定
め
ね
ば
な
ら
な

か
っ
た
と
し
て
も
、
道
隆
出
生
時
に
す
る
必
要
な
ど
全
く
な
い
の
で
あ
る
。
所

生
の
子
の
叙
位
の
位
階
の
差
は
、
そ
の
時
点
で
の
並
家
の
所
行
の
差
で
は
あ
ろ

う
が
、
道
綱
が
十
四
歳
の
と
き
超
子
は
す
で
に
入
内
し
て
お
り
、
女
御
の
母
の

時
姫
と
道
綱
の
母
の
差
で
む
あ
り
、
そ
れ
を
道
綱
の
母
の
結
婚
時
に
ま
で
さ
か

の
ぼ
ら
せ
る
必
然
性
は
何
も
な
い
。
女
子
を
得
て
い
た
の
が
道
書
の
母
の
方

で
、
そ
の
女
子
が
入
内
し
て
い
た
ら
、
立
場
は
逆
転
し
て
い
た
か
も
し
れ
な
い

の
で
あ
る
。

 
工
藤
氏
が
『
源
氏
物
語
」
の
婚
姻
に
つ
い
て
検
討
さ
れ
て
い
る
点
な
ど
に
つ

い
て
は
、
こ
こ
に
述
べ
る
ゆ
と
り
は
な
い
。
た
だ
一
夫
一
妻
論
に
合
致
し
な
い

叙
述
の
多
く
あ
る
『
宇
津
保
物
語
」
に
つ
い
て
「
作
者
が
男
性
で
あ
る
こ
と
と

関
係
が
あ
ろ
う
。
男
か
ら
す
れ
ば
、
妻
妾
が
沢
山
い
て
皆
仲
良
く
暮
し
て
く
れ

れ
ば
一
番
い
い
わ
け
で
…
…
」
云
々
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
だ
け
は
疑
問
を
述

べ
て
お
き
た
い
。
律
令
社
会
に
は
生
き
て
い
る
男
性
で
あ
れ
ば
、
現
行
の
規
定

は
よ
く
知
っ
て
い
て
、
そ
れ
を
反
映
さ
せ
て
書
く
の
で
鳳
な
い
か
。
無
頓
着
に

見
え
る
の
は
、
．
そ
れ
が
社
会
の
実
態
だ
か
ら
で
あ
る
、
と
も
い
え
よ
う
。

 
律
令
の
重
婚
の
規
定
、
一
夫
一
妻
で
妾
は
認
め
る
と
い
う
規
定
は
、
平
安
時

（33）



代
中
期
に
は
行
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
σ
一
夫
多
妻
制
と
い
う
表
現
は
、
そ
の
よ

・
う
な
制
度
が
定
め
ら
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
妻
は
｝
入
と
い
う
人
も
あ
る

の
だ
か
ら
お
か
し
い
の
だ
が
、
一
夫
一
妻
制
も
適
当
で
は
な
い
。
 
「
一
夫
多
妻

の
許
さ
れ
た
社
会
で
」
．
と
い
う
副
題
を
つ
け
た
論
を
工
藤
素
論
と
あ
い
前
後
し

 
 
 
 
 
 
 
 
（
1
4
）

て
書
い
た
こ
と
が
あ
る
の
だ
が
、
そ
の
程
度
の
把
握
で
よ
い
の
で
は
な
い
か
。

三

 
律
令
の
規
定
を
頭
に
置
い
て
「
か
げ
ろ
ふ
の
日
記
」
を
見
る
と
、
兼
家
の
求

婚
の
し
方
が
た
し
か
に
規
定
に
近
い
こ
と
に
驚
く
。
 
『
か
げ
ろ
ふ
の
日
記
」
に

は
道
綱
の
母
の
知
り
え
た
範
囲
内
の
こ
と
が
道
綱
の
母
の
視
点
で
の
み
描
か
れ

て
い
る
こ
と
を
思
え
ば
、
こ
こ
に
は
見
え
な
い
が
、
兼
家
は
当
然
こ
の
求
婚
に

つ
い
て
父
師
輔
に
了
解
を
得
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
単
に
恋
文
を
贈
っ
た
と
い
う

わ
け
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
道
綱
の
母
は
物
語
世
界
で
見
て
い
た
貴
人
の
求

婚
と
比
較
し
て
の
「
ま
め
」
に
呆
れ
な
が
ら
も
、
厚
く
遇
さ
れ
た
こ
と
に
悪
い

気
は
し
な
か
っ
た
ろ
う
。
一
で
言
及
し
残
し
た
不
満
の
第
三
「
い
た
ら
ぬ
と
こ
．

う
な
し
と
聞
き
ふ
る
し
た
る
手
も
、
あ
ら
じ
と
お
ぼ
ゆ
る
ま
で
悪
し
け
れ
ば
」

 
 
 
 

と
い
う
手
も
、
 
「
聞
き
ふ
る
し
た
る
」
と
あ
る
以
上
、
一
般
論
と
し
て
の
求
婚

の
手
紙
の
筆
跡
と
い
う
の
で
は
「
す
き
ご
と
ど
も
」
の
経
験
者
で
あ
る
彼
女
に

は
あ
わ
ず
、
兼
家
の
あ
れ
こ
れ
を
ほ
め
た
て
る
周
囲
の
仲
人
口
に
、
在
家
の
書

ま
で
を
う
ま
い
と
聞
き
、
ひ
そ
か
に
期
待
し
て
い
た
こ
と
を
表
わ
し
て
し
ま
つ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
め

て
い
る
の
で
あ
る
。
 
「
本
つ
妻
」
三
姫
の
存
在
な
ど
あ
ま
り
気
に
せ
ず
、
．
「
今

の
妻
」
三
三
の
女
は
期
待
を
も
っ
て
三
家
と
結
婚
す
る
の
で
あ
る
。
な
に
し
ろ

物
語
類
で
は
「
う
は
な
り
」
・
は
本
の
妻
を
嫉
妬
さ
せ
る
ほ
ど
愛
さ
れ
る
の
だ
か

ら
。
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集
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