
『
土
佐
日
記
』
論

1
日
記
文
学
史
論
の
た
め
に
一

森

田

兼

吉

 
日
記
文
学
は
『
土
佐
日
記
』
と
『
か
げ
ろ
ふ
の
日
記
』
と
い
う
二
つ
の
出
発

点
を
持
っ
て
い
る
。
記
録
を
目
的
と
し
た
日
記
と
、
今
日
わ
れ
わ
れ
が
日
記
文

学
と
呼
ん
で
い
る
作
品
と
が
本
来
性
格
を
異
に
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
最

近
で
は
よ
う
や
く
常
識
と
な
っ
て
き
て
い
る
が
、
記
録
と
し
て
の
日
記
の
本
来

的
な
姿
は
む
ろ
ん
日
次
の
日
記
で
あ
っ
た
。
紀
貫
之
は
そ
の
日
次
の
日
記
の
枠

を
忠
実
に
守
り
な
が
ら
『
土
佐
日
記
』
と
い
う
新
し
い
形
の
文
学
を
創
造
し
、

道
書
母
は
自
己
の
半
生
の
回
想
記
と
い
う
新
し
い
試
み
に
日
記
と
い
う
概
念
を

選
び
取
っ
て
『
か
げ
ろ
ふ
の
日
記
』
と
名
付
け
た
。
以
後
女
性
た
ち
を
中
心
に

し
て
日
記
文
学
は
『
か
げ
ろ
ふ
の
日
記
』
の
拓
い
た
道
を
進
む
こ
と
に
な
る
。

そ
の
意
味
で
は
日
記
文
学
史
の
流
れ
の
申
で
は
『
土
佐
日
記
』
は
や
や
孤
立
し

て
い
る
感
は
あ
る
の
だ
が
、
何
と
い
っ
て
も
日
記
文
学
の
最
初
の
作
品
で
あ
り
、

そ
の
成
立
の
事
情
と
作
品
の
性
格
を
究
明
す
る
こ
と
は
、
以
後
の
日
記
文
学
の

研
究
に
も
示
唆
す
る
と
こ
ろ
は
大
き
い
で
あ
ろ
う
。
む
ろ
ん
、
そ
う
し
た
試
み

は
こ
れ
ま
で
も
多
く
な
さ
れ
て
い
る
。
わ
た
く
し
自
身
に
も
日
記
文
学
史
の
中

で
の
『
土
佐
日
記
』
の
定
位
と
い
う
課
題
が
あ
り
、
そ
の
た
め
に
も
様
か
な
方

面
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
の
必
要
性
も
感
じ
て
い
る
の
だ
が
、
こ
こ
で
は
、
従
来

の
研
究
で
は
比
較
的
等
閑
視
さ
れ
て
い
る
同
時
代
の
漢
文
日
記
の
動
向
と
そ
れ

と
の
関
わ
り
を
視
野
に
入
れ
な
が
ら
『
土
佐
日
記
』
を
論
じ
、
筆
者
の
日
記
文

学
史
論
構
築
の
一
つ
の
礎
と
し
た
い
。

 
 
 
を
と
こ
も
す
な
る
日
記
と
い
ふ
も
の
を
、
を
む
な
も
し
て
み
む
と
て
、

 
 
す
る
な
り
。

 
 
 
そ
れ
の
と
し
の
、
し
は
す
の
、
は
っ
か
あ
ま
り
ひ
と
ひ
の
ひ
の
、
い
ぬ

 
 
の
と
き
に
か
ど
で
す
。
そ
の
よ
し
、
い
さ
さ
か
に
、
も
の
に
か
き
つ
く
。

 
 
 
あ
る
ひ
と
、
あ
が
た
の
よ
と
せ
い
つ
と
せ
は
て
て
、
れ
い
の
こ
と
ど
も

 
 
み
な
し
を
へ
て
、
げ
ゆ
な
ど
と
り
て
、
す
む
た
ち
よ
り
い
で
て
、
ふ
ね
に

 
 
の
る
べ
き
と
こ
ろ
へ
わ
た
る
。
か
れ
こ
れ
、
し
る
し
ら
ぬ
、
お
く
り
す
。

 
 
と
し
ご
ろ
、
よ
く
く
ら
べ
つ
る
ひ
と
び
と
な
む
、
わ
か
れ
が
た
く
お
も
ひ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
こ

 
 
て
、
沖
し
き
り
に
、
と
か
く
し
つ
つ
の
の
し
る
う
ち
に
、
よ
ふ
け
ぬ
。

 
こ
の
『
土
佐
日
記
』
の
書
き
出
し
の
文
に
つ
い
て
は
、
な
ぜ
貫
之
が
女
を
装
っ

て
こ
れ
を
書
こ
う
と
し
た
の
か
と
い
う
女
性
仮
託
の
問
題
が
論
議
の
中
心
を
な

し
て
き
た
。
そ
の
問
題
に
つ
い
て
は
後
に
ふ
れ
る
こ
と
と
し
て
、
こ
こ
で
い
ま
・

一
つ
重
要
な
の
は
、
「
を
と
こ
も
す
な
る
日
記
」
と
し
て
貫
之
が
ど
の
よ
う
な
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『
土
佐
日
記
』
論
 
-
日
記
文
学
史
論
の
た
め
に
ー



も
の
を
頭
に
お
い
て
い
た
か
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
こ

こ
で
は
、

 
A
l
「
を
と
こ
も
す
な
る
日
記
と
い
ふ
も
の
」

 
B
l
「
を
む
な
も
し
て
み
む
と
て
す
る
」
日
記
（
『
土
佐
日
記
』
）

の
二
つ
が
対
比
し
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
B
（
『
土
佐
日
記
』
）
は
A
に
倣
っ
て

書
か
れ
た
と
い
う
の
だ
か
ら
、
、
B
と
A
と
は
あ
る
程
度
似
た
性
格
の
も
の
で

あ
る
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。
A
で
貫
之
が
考
え
て
い
た
も
の
が
は
っ
き
り
す
れ

ば
、
問
題
の
多
い
『
土
佐
日
記
』
の
性
格
を
究
明
す
る
大
き
な
手
が
か
り
と
な

る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
こ
で
貫
之
が
い
う
男
の
日

記
と
し
て
は
、
当
時
の
男
性
官
人
た
ち
が
書
い
て
い
た
漢
文
の
日
記
を
指
す
と

い
う
の
が
ご
く
一
般
的
な
見
解
で
あ
ろ
う
。
た
だ
、
官
人
た
ち
の
日
記
と
い
っ

て
も
い
ろ
い
ろ
な
も
の
が
あ
る
。
そ
こ
で
、
細
か
く
規
定
し
よ
う
と
す
る
と
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

例
え
ば
鈴
木
知
太
郎
氏
の
よ
う
に
A

 
1
 
太
政
官
の
外
記
日
記
や
中
務
省
の
内
記
日
記
な
ど
の
よ
う
に
、
諸
官
庁

 
 
 
の
公
務
公
事
を
日
々
書
き
留
め
た
公
の
日
記
で
は
な
く
、
も
つ
ば
ら
当

 
 
 
時
行
わ
れ
て
い
た
男
性
の
私
的
な
日
記
を
指
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヨ
 

と
見
る
の
が
ご
く
一
般
的
で
あ
ろ
う
が
、
渡
辺
秀
夫
氏
の
よ
う
に
、

 
2
 
こ
こ
に
い
う
（
漢
文
日
記
）
と
は
、
例
え
ば
貫
之
自
身
内
記
在
任
中
に

 
 
 
職
掌
と
し
た
御
所
の
記
録
（
宮
廷
諸
事
一
切
の
事
務
的
な
詳
細
な
公
記

 
 
 
録
）
な
ど
を
最
右
翼
と
す
る
男
子
官
人
が
日
々
筆
録
す
る
日
記
の
こ
と

 
 
 
で
あ
る

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ぞ
 

と
す
る
見
解
も
あ
る
。
ま
た
、
本
間
研
一
氏
は
、

 
3
 
…
「
を
と
こ
も
す
な
る
日
記
」
・
と
い
う
も
の
は
、
こ
の
文
以
後
の
土
佐

 
 
 
日
記
の
記
事
内
容
か
ら
考
え
て
、
官
僚
社
会
に
お
け
る
客
観
的
備
忘
録

 
 
 
的
日
記
と
は
ど
う
し
て
も
考
え
ら
れ
な
い
。
（
中
略
）
こ
こ
で
い
う
男

 
 
 
が
書
く
と
い
う
も
の
に
は
筆
者
の
心
情
の
吐
露
の
あ
る
も
の
と
考
え
る

 
 
 
の
が
自
然
で
あ
る
。

と
し
て
、
至
聖
大
師
円
仁
の
『
入
唐
求
法
巡
礼
行
記
』
と
智
証
大
師
円
上
の
『
行

二
面
』
と
を
挙
げ
、
後
者
が
散
逸
し
た
『
入
唐
行
歴
記
』
の
要
文
の
抄
出
本
で

あ
る
か
ら
資
料
的
価
値
は
低
い
と
い
う
理
由
で
、
『
入
唐
求
法
巡
礼
行
記
』
に

最
も
注
目
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
諸
説
の
検
討
一
つ
ま
り
は
「
を

と
こ
も
す
な
る
日
記
」
の
追
求
は
こ
れ
ま
で
ほ
と
ん
ど
な
さ
れ
た
こ
と
が
な
い

の
で
あ
る
。

 
同
じ
旅
行
記
で
あ
る
留
学
僧
た
ち
の
日
記
、
特
に
『
入
唐
求
法
巡
礼
行
記
』

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ら
 

と
『
土
佐
日
記
』
と
の
関
わ
り
は
、
本
間
氏
以
前
に
も
目
加
田
さ
く
を
氏
に
よ
っ

て
考
察
さ
れ
、
文
章
・
記
述
内
容
の
比
較
検
討
も
な
さ
れ
て
お
り
、
以
後
も
注

目
さ
れ
る
こ
と
は
多
い
。
『
土
佐
日
記
』
成
立
の
前
史
と
し
て
『
入
唐
求
法
巡

礼
行
記
』
の
存
在
は
も
は
や
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
段
階
に
き
て
い
る
こ

と
は
確
か
で
あ
る
。
し
か
し
、
「
を
と
こ
も
す
な
る
日
記
」
と
貫
之
が
書
い
た

と
き
、
『
入
唐
求
法
巡
礼
行
記
』
な
ど
の
留
学
僧
た
ち
の
旅
行
記
が
強
く
意
識

さ
れ
て
い
た
か
ど
う
か
は
、
ま
た
別
の
問
題
で
あ
る
。
『
入
唐
求
法
巡
礼
行
記
』

な
ど
は
貫
之
ら
に
は
知
ら
れ
て
い
た
と
し
て
も
、
当
時
の
女
性
た
ち
が
そ
れ
を

伝
聞
と
し
て
で
も
知
っ
て
い
た
か
ど
う
か
は
非
常
に
疑
わ
し
い
。
貫
之
は
今
回

を
装
っ
て
い
る
。
そ
の
女
が
「
を
と
こ
も
す
な
る
日
記
」
と
い
う
と
き
、
そ
の

日
記
が
七
、
八
十
年
も
前
の
留
学
僧
た
ち
の
日
記
を
指
し
て
い
る
と
理
解
す
る

者
な
ど
当
時
に
あ
っ
て
も
ま
ず
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
何
し
ろ
同
時
代
に
男
た

ち
の
書
く
漢
文
日
記
が
ご
く
普
通
に
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
、
こ

れ
は
き
わ
め
て
重
要
な
こ
と
な
の
だ
が
、
『
入
唐
求
法
巡
礼
行
記
』
を
導
き
出
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し
た
3
の
よ
う
な
前
提
が
果
た
し
て
成
り
立
つ
の
で
あ
ろ
う
か
。
3
の
よ
う
な

考
え
方
は
》
『
土
佐
日
記
』
が
筆
者
の
心
情
を
吐
露
し
た
作
品
だ
ど
い
う
理
解

に
基
づ
い
て
い
る
。
し
か
し
、
『
土
佐
日
記
』
は
形
式
的
に
は
あ
る
女
に
よ
っ

て
書
か
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
女
の
個
人
的
感
情
や
思
考
の
跡
を
表
現
し
よ

う
と
し
た
も
の
で
も
、
心
情
を
吐
露
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
も
な
か
っ
た
の
で

あ
る
。
そ
の
こ
と
は
冒
頭
の
一
文
に
続
く
「
そ
れ
の
と
し
の
、
し
は
す
の
、
は

っ
か
あ
ま
り
ひ
と
ひ
の
ひ
の
、
い
ぬ
の
と
き
に
か
ど
で
す
。
そ
の
よ
し
、
い
さ

さ
か
に
、
も
の
に
か
き
つ
く
。
あ
る
ひ
と
、
あ
が
た
の
よ
と
せ
い
つ
と
せ
は
て

て
…
…
」
に
よ
っ
て
は
っ
き
り
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
と
さ
ら
に
筆
者
が
女
で
あ

る
こ
と
を
意
識
し
て
、
承
平
四
年
（
九
三
四
）
と
い
う
年
も
明
記
し
て
い
な
い

の
だ
が
、
そ
れ
の
年
の
十
二
月
二
十
一
日
の
戌
の
刻
門
出
し
て
旅
だ
っ
た
、
そ

の
旅
の
様
子
を
い
さ
さ
か
書
き
つ
け
る
と
い
う
の
が
、
こ
の
作
品
の
内
容
で
も

目
的
で
も
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
よ
り
八
十
六
年
後
『
更
級
日
記
』
の

作
者
菅
原
亭
亭
女
は
上
総
国
か
ら
「
京
に
と
く
あ
げ
た
ま
ひ
て
、
物
語
の
多
く

さ
ぶ
ら
ふ
な
る
、
あ
る
か
ぎ
り
見
せ
た
ま
へ
」
と
日
頃
薬
師
仏
に
祈
っ
て
い
た
、

そ
の
念
願
の
京
へ
と
旅
立
っ
た
。

 
 
…
十
三
に
な
る
年
、
の
ぼ
ら
む
と
て
、
九
月
三
日
か
ど
で
し
て
、
い
ま
た

 
 
ち
と
い
ふ
所
に
う
つ
る
。

 
 
 
年
ご
ろ
あ
そ
び
慣
れ
つ
る
と
こ
ろ
を
、
あ
ら
は
に
ご
ほ
ち
ぢ
ら
し
て
、

 
 
立
ち
さ
わ
ぎ
て
、
日
の
入
り
ぎ
は
の
、
い
と
す
ご
く
霧
り
わ
た
り
た
る
に
、

 
 
車
に
の
る
と
て
、
う
ち
見
や
り
た
れ
ば
、
人
ま
に
は
参
り
つ
つ
額
を
つ
き

 
 
し
薬
師
仏
の
立
ち
た
ま
へ
る
を
、
見
す
て
た
て
ま
つ
る
悲
し
く
て
、
人
知

 
 
れ
ず
う
ち
泣
か
れ
ぬ
。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
日
本
古
典
文
学
全
集
）

 
父
の
国
司
と
し
て
の
任
期
が
満
ち
て
帰
京
す
る
よ
う
に
な
っ
た
事
情
な
ど
こ

『
土
佐
日
記
』
論
 
一
日
記
文
学
史
論
の
た
め
に
一

こ
に
は
何
も
書
か
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
は
ま
が
う
こ
と
な
く
孝
標
女
の
行
動
と

感
情
を
記
し
た
も
の
で
み
っ
た
。
と
こ
ろ
が
『
土
佐
日
記
』
で
は
、
門
出
（
旅
）

の
主
体
は
あ
く
ま
で
も
、
貫
之
を
朧
化
し
三
人
祢
化
し
た
「
あ
る
人
」
で
あ
り
、

そ
の
人
が
国
司
の
任
満
ち
て
、
離
任
の
諸
手
続
き
を
終
え
、
新
国
司
と
の
交
替

事
務
も
す
ん
で
国
司
館
を
出
た
こ
と
が
ま
ず
記
さ
れ
、
以
後
も
こ
の
人
の
言
動

を
中
心
に
記
述
は
進
ん
で
い
く
の
で
あ
る
。
む
ろ
ん
記
者
の
女
と
貫
之
と
は
同

一
入
な
の
だ
か
ら
、
結
果
的
に
は
自
分
の
こ
と
を
中
心
に
書
い
て
い
る
こ
と
に

は
な
る
の
だ
が
、
形
式
的
に
は
、
女
が
、
あ
る
男
を
中
心
に
し
た
旅
の
日
記
を

書
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
作
者
は
こ
の
男
を
し
ば
し
ば
「
ふ

な
ぎ
み
」
と
記
し
て
い
る
（
一
月
十
四
日
一
月
廿
一
日
な
ど
七
ケ
所
）
。
つ
ま
り
、

侍
女
（
女
房
）
が
主
家
の
こ
と
を
書
い
て
い
る
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と

思
わ
れ
る
。
と
す
れ
ば
、
『
土
佐
日
記
』
が
そ
れ
を
意
識
し
て
書
い
た
と
い
う
「
を

と
こ
も
す
な
る
日
記
」
と
し
て
は
、
2
が
最
も
ふ
さ
わ
し
い
と
い
う
こ
と
に
な

る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
の
こ
と
は
当
時
の
漢
文
日
記
の
状
況
か
ら
し
て
も
い

う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

 
『
土
佐
日
記
』
の
成
立
を
帰
京
し
て
間
も
な
い
承
平
五
年
（
九
三
五
）
の
う

ち
と
し
て
、
当
時
私
的
な
漢
文
日
記
は
必
ず
し
も
多
く
書
か
れ
て
い
た
と
い
う

わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
今
日
逸
文
に
せ
よ
残
っ
て
い
る
最
初
の
私
的
な
漢
文
日

記
は
『
宇
多
天
皇
御
記
』
で
あ
り
、
仁
和
三
年
（
八
八
七
）
か
ら
寛
平
九
年
（
八

九
七
）
ま
で
の
も
の
が
部
分
的
に
伝
わ
っ
て
い
る
。
以
後
承
平
五
年
忌
で
に
記

録
さ
れ
た
も
の
が
残
っ
て
い
る
の
は
、
『
醍
醐
天
皇
御
記
』
、
藤
原
忠
平
の
『
貞

信
公
記
』
、
藤
原
師
輔
の
「
九
暦
」
、
重
明
親
王
の
『
吏
部
全
脳
』
、
藤
原
実
頼

の
『
清
慎
公
記
」
だ
け
で
あ
る
。
も
っ
と
も
こ
れ
以
前
に
も
本
身
親
王
に
日
記

の
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
（
九
暦
天
慶
七
・
一
〇
・
九
）
、
他
に
も
散
逸
し
た

（29）



も
の
も
あ
る
の
だ
が
、
平
安
中
期
以
降
の
よ
う
に
多
く
の
貴
族
た
ち
が
私
日
記

（
家
の
日
記
と
い
っ
て
も
よ
い
）
を
書
く
と
い
う
時
代
で
は
な
か
っ
た
。
一
方
、

『
律
令
』
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
て
い
る
内
記
の
記
録
の
他
に
平
安
時
代
前
期
か

ら
外
記
日
記
や
蔵
人
の
記
し
た
殿
上
日
記
、
近
衛
陣
記
な
ど
諸
司
の
公
日
記
が

始
め
ら
れ
、
盛
ん
に
行
わ
れ
た
こ
と
は
、
『
貞
信
公
記
』
『
九
暦
』
な
ど
の
私
日

記
に
し
ば
し
ば
先
例
考
勘
の
た
め
に
引
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
わ
か
る

 
 
 
 
 
 
（
6
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（
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し
、
玉
井
幸
助
氏
や
木
本
好
信
氏
の
研
究
に
よ
っ
て
も
一
望
す
る
こ
と
が
で

き
る
。
内
記
日
記
は
、
『
養
老
律
令
』
の
「
職
員
令
」
の
中
務
省
の
項
に
、

 
 
大
内
記
二
人
。
掌
。
七
二
詔
勅
一
。
凡
 
御
所
記
録
事
。
中
内
記
二
人
。

 
 
異
同
二
大
内
記
一
。
少
内
記
二
人
。
掌
学
園
中
内
記
一
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
日
本
思
想
大
系
 
律
令
）

と
あ
っ
て
、
御
所
の
記
録
と
し
て
は
最
も
古
く
か
ら
の
も
の
だ
が
、
逸
文
は
多

く
伝
わ
ら
ず
、
玉
井
幸
助
氏
も
二
条
文
と
、
お
そ
ら
く
は
内
記
日
記
で
あ
ろ
う

と
い
う
二
条
文
を
示
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
も
木
本
氏
は
そ
れ
に
再
検

討
を
加
え
、
そ
の
う
ち
の
最
初
の
二
条
文
の
一
つ
を
確
か
な
逸
文
、
一
つ
を
内

記
日
記
か
ら
の
聖
意
文
と
認
め
、
他
は
否
定
さ
れ
た
。
確
実
な
逸
文
と
い
う
の

は
、 

 
延
長
六
年
（
殿
上
記
ノ
引
用
略
）
二
世
宗
城
王
〔
故
敦
固
親
王
二
男
、
有

 
 
二
殿
上
之
労
L
五
二
従
四
以
下
一
。
左
兵
衛
少
尉
大
石
峯
吉
．
雅
楽
大
屡

 
 
勝
道
成
外
従
五
位
下
。
右
少
将
実
頼
立
二
庭
中
一
召
レ
名
。
〔
内
記
所
レ
記
〕

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
北
山
身
為
内
宴
叙
位
）

で
あ
り
、
取
意
文
で
あ
ろ
う
と
さ
れ
た
の
は
、

 
 
仁
和
二
年
芹
河
行
幸
内
記
日
記
云
。
橘
広
相
干
レ
時
参
議
右
弁
文
章
博
士
、

 
 
着
二
孤
尾
選
一
、
着
レ
靴
。
是
承
和
小
野
篁
・
滋
野
貞
主
症
例
云
々
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
古
史
抄
下
 
野
行
幸
事
）

で
あ
る
。
ま
た
玉
井
氏
も
木
本
氏
も
掲
げ
て
は
お
ら
れ
な
い
が
、

 
 
承
平
二
年
内
記
所
日
記
云
、
｛
尊
王
着
二
屏
幌
外
座
一
云
々
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
九
戸
天
慶
九
・
一
〇
・
二
八
）

も
内
記
日
記
の
文
か
そ
の
取
意
文
で
あ
る
。
仁
和
二
年
（
八
八
六
）
、
延
長
六

年
（
九
二
八
）
、
承
平
二
年
（
九
三
二
）
の
内
記
日
記
の
存
在
が
確
認
さ
れ
る

わ
け
で
あ
り
、
や
が
て
外
記
日
記
に
圧
倒
さ
れ
、
そ
の
位
置
を
譲
っ
て
す
た
れ

る
も
の
の
、
『
土
佐
日
記
』
成
立
の
頃
に
は
ま
だ
書
か
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

 
貫
之
は
延
喜
十
年
（
九
一
〇
）
二
月
に
少
内
記
に
任
じ
ら
れ
、
同
十
三
年
（
九

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＝
三
四
月
大
内
記
に
昇
進
し
て
い
る
（
古
今
和
歌
集
目
録
他
）
。
村
瀬
敏
夫
氏

に
よ
れ
ば
少
内
記
に
任
じ
ら
れ
た
の
は
非
常
な
抜
擢
で
あ
っ
た
と
い
う
。
同
十

七
年
（
九
一
七
）
正
月
に
貫
之
は
叙
爵
し
、
加
賀
介
に
転
じ
た
（
同
）
。
貫
之

は
七
年
差
間
少
内
記
・
大
内
記
と
し
て
勤
め
、
内
記
日
記
を
記
し
て
い
た
の
で

あ
っ
た
。

 
『
土
佐
日
記
』
が
成
立
し
た
頃
、
漢
文
日
記
の
世
界
で
は
、
私
的
日
記
よ
り

諸
司
の
公
的
な
［
口
記
の
方
が
盛
ん
で
あ
っ
た
。
私
的
日
記
も
あ
る
に
は
あ
る
の

だ
か
ら
、
．
そ
れ
を
除
外
す
る
必
要
は
な
い
が
、
内
記
日
記
の
よ
う
な
公
務
の
日

記
を
主
に
指
す
形
で
「
を
と
こ
も
す
な
る
日
記
と
い
ふ
も
の
を
…
…
」
と
い
う

文
が
書
き
起
こ
さ
れ
た
と
考
え
る
こ
と
は
ご
く
自
然
で
あ
っ
た
。
と
す
れ
ば
、

『
土
佐
日
記
』
も
女
の
手
に
な
る
一
種
の
公
的
な
日
記
を
装
っ
た
も
の
で
あ
る

可
能
性
が
強
く
な
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。

二

『
土
佐
日
記
』
は
紀
貫
之
の
家
に
仕
え
て
い
る
侍
女
（
女
房
）
が
主
家
の
こ

（30］



と
を
中
心
に
書
い
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
理
解
に
立
つ
と
き
、
こ
れ
ま
で
疑
問

視
さ
れ
て
き
た
こ
の
作
品
の
性
格
の
一
面
が
か
な
り
は
っ
き
り
わ
か
っ
て
く
る

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
む

だ
ろ
う
。
た
と
え
ば
、
宮
崎
荘
平
氏
は
、
冒
頭
の
一
文
で
作
者
が
女
性
で
あ

る
ら
し
く
擬
装
し
な
が
ら
「
以
後
に
お
い
て
こ
れ
と
照
応
さ
す
べ
く
仮
託
の
女

性
作
者
が
顔
を
の
ぞ
か
せ
て
い
る
箇
所
は
必
ず
し
も
多
く
は
な
い
。
せ
い
ぜ
い

次
の
諸
条
ぐ
ら
い
で
は
な
か
ろ
う
か
」
と
し
て
、

 
 
か
ら
う
た
こ
ゑ
あ
げ
て
い
ひ
け
り
。
や
ま
と
う
た
、
あ
る
じ
も
ま
ら
う
ど

 
 
も
、
こ
と
ひ
と
も
い
ひ
あ
へ
り
け
り
。
か
ら
う
た
は
、
こ
れ
に
え
か
か
ず
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
十
二
月
廿
六
日
）

と
一
月
十
七
日
・
十
八
日
条
の
三
例
を
示
し
て
検
討
さ
れ
、
そ
こ
で
は
漢
詩
に

無
関
心
な
人
物
が
作
者
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い
る
一
方
、
漢
詩
・
漢
籍
を
解
す

る
こ
．
と
が
で
き
、
そ
れ
に
か
か
わ
る
深
い
教
養
を
有
し
て
い
る
か
の
作
者
像
も

姿
を
見
せ
て
い
て
（
一
月
七
日
・
廿
七
日
）
、
「
作
中
に
お
け
る
女
性
作
者
の
存

在
は
不
明
確
で
あ
り
、
そ
の
人
物
像
は
不
分
明
な
の
で
あ
る
」
と
さ
れ
る
。
ま

 
 
 
 
 
（
1
1
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た
木
村
正
中
氏
は
、
上
記
の
も
の
の
他
に
一
月
九
日
の
「
ま
し
て
を
む
な
は
、

ふ
な
ぞ
こ
に
か
し
ら
を
つ
き
あ
て
て
、
ね
を
の
み
ぞ
な
く
」
の
四
例
を
女
性
仮

託
を
暗
示
す
る
と
従
来
解
さ
れ
て
き
た
記
事
と
し
て
列
挙
し
、
「
そ
れ
ぞ
れ
そ

の
部
分
に
つ
い
て
だ
け
い
え
ば
、
必
ず
し
も
女
性
の
筆
に
な
る
こ
と
を
特
に
主

張
は
し
て
い
な
い
と
思
う
」
と
し
て
検
討
を
加
え
、
『
土
佐
日
記
』
の
女
性
仮

託
が
「
要
す
る
に
こ
の
冒
頭
の
一
句
に
尽
き
て
い
る
」
と
さ
れ
、
冒
頭
の
一
句

が
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
「
そ
の
文
学
と
し
て
の
特
質
に
は
ほ
と
ん
ど
何
の
変

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
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り
も
あ
る
ま
い
」
と
ま
で
い
わ
れ
る
。
最
近
で
も
、
菊
池
靖
彦
氏
の
よ
う
に
、

 
 
こ
こ
に
登
場
し
た
「
を
む
な
」
も
一
つ
の
場
面
、
す
な
わ
ち
冒
頭
の
一
文

 
 
の
限
り
で
有
効
な
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
終
わ
っ
た
と
き
に
は
解
消
し
て

『
土
佐
日
記
』
論
 
-
日
記
文
学
史
論
の
た
め
に
一

 
 
し
ま
う
の
で
あ
る
。

と
い
う
見
解
も
出
て
く
る
。
冒
頭
で
、
「
日
記
を
漢
文
な
ら
ぬ
仮
名
文
で
書
く

と
い
う
こ
と
」
さ
え
確
定
す
れ
ば
作
者
に
と
っ
て
は
十
分
だ
っ
た
の
で
は
な
い

か
と
理
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

 
漢
詩
文
に
つ
い
て
の
作
者
の
態
度
の
揺
れ
の
問
題
は
ま
た
後
で
触
れ
る
と
し

て
、
『
土
佐
日
記
』
の
作
者
と
し
て
擬
せ
ら
れ
た
女
が
、
一
貫
し
た
個
性
を
持

た
ず
、
一
人
の
人
間
と
し
て
の
は
っ
き
り
と
し
た
像
を
持
っ
て
い
な
い
こ
と
は

確
か
で
あ
る
。
そ
れ
は
女
が
自
分
自
身
に
つ
い
て
ほ
と
ん
ど
何
も
語
っ
て
い
な

い
こ
と
も
深
く
関
わ
る
。
女
に
仮
託
し
た
と
い
っ
て
も
、
擬
装
し
た
と
い
っ
て

も
、
貫
之
が
女
に
な
り
き
る
わ
け
で
は
な
く
、
あ
る
人
・
舟
君
そ
の
他
の
名
で

存
在
し
続
け
る
の
だ
か
ら
、
だ
い
た
い
か
ら
し
て
こ
の
女
が
は
っ
き
り
と
し
た

個
性
を
も
っ
て
も
ら
っ
て
は
困
る
と
い
う
事
情
も
あ
る
の
だ
が
、
そ
の
女
が
主
．

家
の
こ
と
を
書
く
と
い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
、
自
己
を
語
ら
ず
、
そ
の
個
性
が
は
っ

き
り
表
面
に
出
て
こ
な
い
の
は
け
だ
し
当
然
で
あ
っ
た
。
公
的
な
日
記
で
は
記

述
者
の
個
性
や
人
間
と
し
て
の
存
在
感
な
ど
が
出
る
は
ず
は
な
い
の
で
あ
る
。

 
『
土
佐
日
記
』
が
何
を
書
い
て
い
る
の
か
本
文
に
つ
い
て
具
体
的
に
見
て
い

こ
う
。
序
の
部
分
に
つ
い
て
は
す
で
に
見
た
通
り
、
あ
る
人
（
貫
之
）
が
国
司

の
任
期
を
終
え
て
帰
京
し
よ
う
と
い
う
事
情
を
書
い
た
も
の
で
あ
っ
た
。

 
 
 
廿
二
日
に
、
い
つ
み
の
く
に
ま
で
と
、
た
ひ
ら
か
に
、
願
た
つ
。
ふ
ち

 
 
は
ら
の
と
き
ざ
ね
、
ふ
な
ち
な
れ
ど
む
ま
の
は
な
む
け
す
。
か
み
な
か
し

 
 
も
ゑ
ひ
あ
き
て
、
い
と
あ
や
し
く
、
し
ほ
う
み
の
ほ
と
り
に
て
あ
ざ
れ
あ

 
 
釧
。

 
和
泉
国
ま
で
と
平
ら
か
に
願
を
立
て
た
の
は
だ
れ
か
。
こ
こ
に
は
主
語
が
な

い
。
一
見
書
き
手
の
女
の
よ
う
で
も
あ
る
が
、
主
家
の
こ
と
を
書
い
た
日
記
と

（31）



い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、
そ
れ
は
当
然
主
人
貫
之
の
こ
と
と
な
る
。
む
ろ
ん
。
記

者
の
女
の
個
人
的
な
行
為
で
あ
る
は
ず
は
な
か
っ
た
。
以
下
は
主
家
の
人
々
の

様
子
を
記
し
た
も
の
だ
が
、
傍
線
を
施
し
た
二
つ
の
洒
落
な
ど
、
漢
文
日
記
で

は
な
さ
れ
な
い
だ
ろ
う
、

 
 
 
廿
三
日
 
や
ぎ
の
や
す
の
り
と
い
ふ
ひ
と
あ
り
。
こ
の
ひ
と
、
く
に
に

 
 
か
な
ら
ず
し
も
い
ひ
つ
か
ふ
も
の
に
も
あ
ら
ざ
な
り
。
こ
れ
ぞ
、
た
た
は

 
 
し
き
や
う
に
て
、
む
ま
の
は
な
む
け
し
た
る
。
か
み
か
ら
に
や
あ
ら
む
、

 
 
く
に
び
と
の
こ
こ
ろ
の
つ
ね
と
し
て
、
い
ま
は
と
て
み
え
ざ
な
る
を
、
こ

 
 
こ
ろ
、
あ
る
も
の
は
、
は
ち
ず
に
な
む
き
け
る
。
こ
れ
は
、
も
の
に
よ
り
て

 
 
ほ
む
る
に
し
も
あ
ら
ず
。

 
「
や
ぎ
の
や
す
の
り
」
の
鄭
重
な
種
別
を
描
い
た
こ
の
記
事
で
は
、
傍
線
を

付
し
た
二
つ
の
「
ざ
な
り
」
（
ざ
ン
な
り
）
の
使
用
が
注
目
さ
れ
る
。
『
全
注
釈
』

で
は
こ
の
二
つ
の
「
な
り
」
を
断
定
と
解
す
る
。
前
者
の
方
の
語
釈
か
ら
論
拠

を
引
用
す
る
と
、

 
 
こ
の
「
な
り
」
を
推
量
伝
聞
の
助
動
詞
と
見
る
説
も
あ
る
が
、
そ
れ
は
当

 
 
た
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
「
あ
ら
ず
・
あ
り
・
な
り
」
．
と
終
止
形
か
ら
接

 
 
続
し
た
と
確
認
す
る
す
べ
も
な
い
し
、
作
者
の
意
図
に
お
い
て
は
、
さ
ほ

 
 
ど
親
し
く
召
使
い
も
し
な
か
っ
た
も
の
が
、
国
司
を
尊
敬
す
る
あ
ま
り
に
、

 
 
特
に
饒
別
を
し
に
来
訪
し
た
と
い
う
点
を
強
調
し
て
い
る
の
で
あ
る
か

 
 
ら
、
推
量
伝
聞
の
「
な
り
」
に
よ
る
不
確
か
な
事
実
を
前
提
と
す
る
よ
り

 
 
も
、
断
定
「
な
り
」
の
判
然
た
る
事
実
を
前
提
と
し
た
と
考
え
ね
ば
な
ら

 
 
な
い
か
ら
で
あ
る
。

と
い
う
よ
う
な
も
の
で
あ
り
、
後
者
の
注
も
ま
っ
た
く
同
じ
論
調
で
あ
る
。
松

村
誠
一
氏
の
日
本
古
典
文
学
全
集
本
も
、
論
拠
は
示
し
て
い
な
い
が
こ
こ
を
断

定
に
訳
し
、
以
下
現
在
最
も
広
く
読
ま
れ
て
い
る
こ
の
両
機
は
一
致
し
て
作
中

の
撲
音
便
か
ら
接
続
す
る
「
な
り
」
を
断
定
と
し
て
い
る
の
は
奇
妙
で
あ
る
。

終
止
形
に
接
続
す
る
「
な
り
」
の
伝
聞
推
定
の
意
味
を
疑
う
説
も
な
い
わ
け
で

は
な
い
が
、
連
体
形
接
続
の
「
な
り
」
と
は
対
立
す
る
助
動
詞
で
あ
る
こ
と
は
、

今
日
で
は
証
明
さ
れ
て
い
る
と
見
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
た
だ
、
終
止
形
に
接
続

す
る
伝
聞
推
定
の
「
な
り
」
が
ラ
変
型
の
活
用
語
に
接
続
す
る
場
合
は
、
中
古

で
は
連
体
形
か
ら
接
続
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
終
止
形
と
連
体
形
が
同
じ

四
段
活
用
の
語
や
ラ
変
型
の
活
用
語
を
承
接
す
る
場
合
は
伝
聞
推
定
か
断
定
か

判
別
し
に
く
く
な
る
。
会
話
で
は
ア
ク
セ
ン
ト
の
違
い
が
あ
っ
て
区
別
で
き
た

と
し
て
も
、
文
章
の
中
で
は
平
安
時
代
の
人
も
ど
う
識
別
し
て
い
た
の
だ
ろ
う

 
 
 
 
 
 
 
お
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
む
 

か
。
小
松
登
美
氏
・
北
原
保
雄
氏
ら
は
、
二
つ
の
「
な
り
」
に
つ
い
て
様
々

な
角
度
か
ら
検
討
を
加
え
て
お
ら
れ
る
が
、
い
ず
れ
も
そ
の
結
論
の
申
で
、
撲

音
便
に
接
続
す
る
「
な
り
」
が
終
止
形
に
接
続
す
る
「
な
り
」
で
あ
り
、
伝
聞

推
定
の
意
味
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
て
お
ら
れ
る
。
特
に
北
原
氏
の
詳
密
な
分
析

は
圧
巻
で
、
そ
こ
に
掲
げ
ら
れ
た
五
つ
の
表
を
一
望
し
た
だ
け
で
も
、
擾
音
便

を
承
け
る
「
な
り
」
が
、
終
止
形
接
続
の
「
な
り
」
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
て

し
ま
う
。
撲
音
便
は
ま
さ
に
識
別
符
号
の
役
目
を
果
た
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
。

『
土
佐
日
記
』
の
こ
こ
で
使
わ
れ
て
い
る
「
な
り
」
は
伝
聞
推
定
の
助
動
詞
と

し
か
考
え
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
初
め
の
例
の
場
合
、
貫
之
家
の
女
房
で
あ
る

記
者
は
、
国
司
庁
に
勤
務
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
だ
か
ら
、
「
や
ぎ
の
や

す
の
り
」
が
そ
こ
に
出
入
り
し
、
使
わ
れ
て
い
る
者
か
ど
う
か
は
、
ま
さ
に
伝

聞
で
し
か
知
り
よ
う
が
な
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
伝
聞
を
用
い
た
表
現
は
、

「
や
ぎ
の
や
す
の
り
と
い
ふ
ひ
と
」
と
照
応
し
て
い
る
。
男
性
な
ら
ば
「
と
い

ふ
ひ
と
」
な
ど
と
は
い
わ
な
い
は
ず
で
あ
る
。
後
の
例
で
は
、
国
人
の
心
の
常

（32）



例
な
ど
女
に
確
言
で
き
る
は
ず
も
な
く
、
た
れ
か
か
ら
の
請
け
売
り
と
い
っ
た

文
に
仕
立
て
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
宮
崎
氏
も
木
村
氏
も
挙
げ
て
は
お
ら
れ

な
い
が
、
女
の
立
場
で
書
か
れ
て
い
る
こ
と
の
よ
く
わ
か
る
記
述
で
あ
る
。
次

の
廿
四
日
の
条
は
、
当
別
に
来
訪
し
た
国
分
寺
の
講
師
と
酔
い
し
れ
て
あ
そ
ぶ

男
た
ち
の
姿
が
描
か
れ
て
い
る
。
傍
観
し
て
い
る
立
場
で
の
文
で
あ
る
。

 
 
 
廿
五
日
 
か
み
の
た
ち
よ
り
、
よ
び
に
、
ふ
み
も
て
き
た
な
り
。
よ
ば

 
 
れ
て
い
た
り
て
、
ひ
ひ
と
ひ
よ
ひ
と
よ
、
と
か
く
あ
そ
ぶ
や
う
に
て
、
あ

 
 
ナ
こ
ナ
り
。

 
こ
の
「
き
た
な
り
」
（
来
た
ン
な
り
）
も
も
ち
ろ
ん
伝
聞
で
あ
る
。
誰
を
呼

び
に
来
た
か
明
記
さ
れ
て
い
な
い
の
は
主
人
の
貫
之
を
だ
か
ら
で
、
記
者
は
新

し
い
守
の
館
か
ら
使
い
が
招
待
の
手
紙
を
持
っ
て
訪
れ
た
こ
と
を
、
伝
聞
で
し

か
知
り
得
な
い
立
場
の
者
な
の
で
あ
る
。
女
は
貫
之
た
ち
と
同
行
し
て
国
司
館

に
行
か
な
い
の
が
普
通
だ
ろ
う
が
、
こ
こ
で
は
行
っ
て
い
る
よ
う
だ
。
主
人
た

ち
の
世
話
に
女
も
行
く
逐
い
う
こ
と
も
な
い
わ
け
で
は
な
か
ろ
う
が
、
貫
之
の

筆
は
そ
こ
ま
で
こ
だ
わ
っ
て
は
い
な
い
と
見
る
方
が
正
解
に
近
い
だ
ろ
う
。
．
翌

日
も
、
記
者
の
女
は
貫
之
の
近
く
に
い
る
。

 
 
 
廿
六
日
 
な
ほ
か
み
の
た
ち
に
て
、
あ
る
じ
し
の
の
し
り
て
、
郎
等
ま

 
 
で
に
も
の
か
づ
け
た
り
。
か
ら
う
た
こ
ゑ
あ
げ
て
い
ひ
け
り
。
や
ま
と
う

 
 
た
、
あ
る
じ
も
ま
ら
う
ど
も
、
こ
と
ひ
と
も
い
ひ
あ
へ
り
け
り
ρ
か
ら
う

 
 
た
は
、
こ
れ
に
え
か
か
ず
。
や
ま
と
う
た
、
あ
る
じ
の
か
み
の
よ
め
り
け

 
 
る
。

 
 
 
 
み
や
こ
い
で
て
 
き
み
に
あ
は
む
と
 
こ
し
も
の
を
 
こ
し
か
ひ
も

 
 
 
 
な
く
 
わ
か
れ
ぬ
る
か
な

 
 
と
な
む
あ
り
け
れ
ば
、
か
へ
る
さ
き
の
か
み
の
よ
め
り
け
る

『
土
佐
日
記
』
論
 
一
日
記
文
学
史
論
の
た
め
に
一

 
 
 
 
し
ろ
た
へ
の
 
な
み
ち
を
と
ほ
く
ゆ
き
か
ひ
て
 
わ
れ
に
に
べ
き

 
 
 
、
は
・
た
れ
な
ら
な
く
に

 
以
下
は
略
す
が
、
こ
こ
で
も
貫
之
と
新
国
司
の
こ
と
が
中
心
に
な
っ
て
お
り
、

記
者
の
女
自
身
の
こ
と
は
何
も
語
ら
れ
て
い
な
い
。
記
者
で
あ
る
以
上
、
そ
れ

で
当
然
な
の
で
あ
る
。

 
 
 
廿
七
日
、
お
ほ
っ
よ
り
う
ら
ど
を
さ
し
て
こ
ぎ
い
つ
。
か
く
あ
る
う
ち

 
 
に
、
京
に
て
う
ま
れ
た
り
し
を
む
な
ご
、
く
に
に
て
に
は
か
に
う
せ
に
し

 
 
か
ば
、
こ
の
こ
ろ
の
い
で
た
ち
い
そ
ぎ
を
み
れ
ど
、
な
に
ご
と
も
い
は
ず
。

 
 
京
へ
か
へ
る
に
、
を
む
な
ご
の
な
き
の
み
ぞ
、
か
な
し
び
こ
ふ
る
。
あ
る

 
 
ひ
と
び
と
も
え
た
へ
ず
。
こ
の
あ
ひ
だ
に
、
あ
る
ひ
と
の
か
き
て
い
だ
せ

 
 
る
う
た
、

 
 
 
 
み
や
こ
へ
と
 
お
も
ふ
を
も
の
の
 
か
な
し
き
は
 
か
へ
ら
ね
ひ
と

 
 
 
 
の
あ
れ
ば
な
り
け
り

 
 
（
中
略
）
こ
の
を
り
に
、
あ
る
ひ
と
び
と
、
を
り
ふ
し
に
つ
け
て
、
か
ら

 
 
う
た
ど
も
、
と
き
に
に
っ
か
は
し
き
い
ふ
。
ま
た
あ
る
ひ
と
、
に
し
ぐ
に

 
 
な
れ
ど
、
か
ひ
う
た
な
ど
い
ふ
。

 
 
 
「
か
く
う
た
ふ
に
、
ふ
な
や
か
た
の
ち
り
．
も
ち
り
、
そ
ら
ゆ
く
く
も
も

 
 
た
だ
よ
ひ
ぬ
」

 
 
と
そ
い
ふ
な
る
。
（
後
略
）

 
こ
こ
で
は
、
京
で
生
ま
れ
帰
京
直
前
に
土
佐
で
急
死
し
た
女
児
の
こ
と
が
初

め
て
記
さ
れ
て
い
る
。
「
か
な
し
び
こ
ふ
る
」
主
体
は
だ
れ
な
の
か
。
一
見
記

者
の
女
の
よ
う
に
読
め
る
。
し
か
し
、
自
分
の
思
い
に
中
心
を
置
い
て
書
く
の

な
ら
ば
、
「
を
む
な
ご
の
な
き
の
み
ぞ
か
な
し
き
」
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
「
か
な

し
び
こ
ふ
る
」
は
や
や
客
観
的
、
説
明
的
な
表
現
で
、
主
人
を
中
心
に
、
自
分

［33）



を
も
含
め
た
一
行
の
思
い
を
描
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
漢
籍
か
ら
の
故
事
を
踏

ま
え
た
「
か
く
う
た
ふ
に
」
の
文
の
後
に
「
と
そ
い
ふ
な
る
」
と
い
う
伝
聞
推

定
の
助
動
詞
が
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
て
お
こ
う
。
「
い
ふ
」
は
終
止

形
も
連
体
形
も
同
じ
形
で
、
そ
の
点
で
は
断
定
と
判
別
し
に
く
い
が
、
小
松
氏

は
〈
係
結
び
の
際
、
「
係
助
詞
～
な
る
（
ま
た
は
「
な
れ
」
）
の
形
で
結
ん
で
い

る
の
は
原
則
と
し
て
「
終
止
な
り
」
で
あ
る
〉
と
指
摘
し
て
お
ら
れ
る
。
北
原

氏
の
表
か
ら
も
そ
れ
は
わ
か
る
。
男
た
ち
は
漢
詩
そ
の
ま
ま
を
幾
つ
も
朗
詠
し

て
い
る
の
だ
が
、
そ
れ
を
傍
ら
で
聞
い
て
い
る
記
者
の
女
が
、
ど
う
や
ら
こ
ん

な
こ
と
を
い
っ
て
る
よ
う
だ
、
と
推
定
し
て
い
る
文
な
の
で
あ
る
。

 
こ
こ
ま
で
見
て
き
た
と
こ
ろ
で
は
、
『
土
佐
日
記
』
を
貫
之
家
の
待
女
（
女
房
）

が
主
家
の
こ
と
を
書
い
て
い
る
と
い
う
姿
勢
は
、
ほ
ぼ
一
貫
し
て
う
か
が
わ
れ

る
。
こ
れ
以
後
の
一
日
一
日
を
取
り
上
げ
て
論
じ
る
ゆ
と
り
は
な
い
が
、
以
後

も
基
本
的
に
は
同
じ
基
調
で
書
か
れ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。
む
ろ
ん
こ
れ
ま

で
に
も
公
的
な
日
記
に
は
出
て
き
そ
う
も
な
い
こ
と
ば
の
洒
落
は
連
発
さ
れ
て

い
た
し
、
以
後
も
男
性
で
あ
る
作
者
の
姿
が
前
面
に
出
て
く
る
と
こ
ろ
も
あ
り
、

帰
宅
し
た
日
の
よ
う
に
女
の
仮
面
を
剥
い
で
貫
之
が
表
面
に
も
ろ
に
出
て
く
る

こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
作
品
が
印
刷
刊
行
さ
れ
て
流
布
す
る
時
代
で
は

な
い
。
貫
之
か
ら
読
む
よ
う
に
と
『
土
佐
日
記
』
を
手
渡
さ
れ
た
者
は
も
ち
ろ

ん
、
間
接
的
に
回
覧
さ
れ
て
き
た
も
の
を
読
ん
だ
者
に
し
て
も
、
筆
跡
か
ら
作

者
が
紀
貫
之
で
あ
る
こ
と
は
読
者
に
は
最
初
か
ら
わ
か
っ
て
い
た
。
そ
れ
を
前

提
に
し
て
の
女
性
仮
託
な
の
だ
か
ら
、
初
め
か
ら
女
に
な
り
き
る
つ
も
り
も
な

か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
貫
之
家
の
待
女
の
記
と
い
う
姿
勢
は
貫
か
れ
て
い
る

の
で
あ
る
。

三

 
『
土
佐
日
記
』
の
冒
頭
の
一
文
は
女
性
仮
託
を
語
る
だ
け
で
な
く
、
記
者
で

あ
る
女
の
立
場
や
日
記
の
性
格
を
も
語
っ
て
い
た
。
『
河
海
抄
』
に
六
ヶ
所
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヨ

新
出
の
『
高
良
玉
垂
宮
神
秘
書
紙
背
歌
書
』
に
一
ヶ
所
か
な
書
き
の
逸
文
の

残
さ
れ
て
い
る
『
太
后
御
記
』
は
、
醍
醐
天
皇
の
皇
后
穏
子
に
関
わ
る
日
記
だ

が
、 

 
延
長
六
年
亭
子
院
よ
り
た
か
う
な
た
て
ま
つ
れ
給
へ
り
。
御
使
よ
し
ふ
、

 
 
か
い
ね
り
の
大
う
ち
ぎ
給
。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
河
海
抄
・
横
笛
）

の
例
の
よ
う
な
記
載
内
容
や
傍
線
を
付
し
た
亭
子
院
（
宇
多
法
皇
）
よ
り
穏
子

を
高
め
る
敬
語
の
用
法
な
ど
か
ら
も
穏
子
自
身
の
日
記
で
は
な
く
、
遺
子
に
仕

え
る
女
房
の
日
記
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
最
も
新
し
い
も
の
は
『
土
佐
日
記
』

の
記
事
の
始
ま
る
十
二
日
前
の
承
平
四
年
十
二
月
九
日
の
も
の
だ
か
ら
、
『
土

佐
日
記
』
の
頃
書
か
れ
て
い
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
律
令
で
規
定
さ
れ
た
内

侍
所
の
尚
侍
の
職
掌
の
「
検
二
校
章
濡
一
」
に
は
「
宮
人
之
上
日
功
過
」
を
記

す
こ
と
も
含
ま
れ
て
い
た
ら
し
く
（
令
集
解
・
後
宮
職
員
令
「
検
校
女
儒
」
の

項
、
）
、
女
性
と
い
え
ど
も
記
録
を
司
る
こ
と
は
あ
っ
た
。
『
太
后
御
記
』
の
よ

う
な
例
も
他
に
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
貫
之
は
そ
う
し
た
女
性
の
公
的
記
録

の
存
在
を
知
っ
て
い
た
か
ど
う
か
。
内
記
所
に
長
く
勤
め
て
い
た
こ
と
か
ら
す

れ
ば
知
っ
て
い
た
可
能
性
は
高
い
だ
ろ
う
。
た
だ
し
、
貫
之
家
の
女
房
が
そ
れ

を
知
ら
な
く
て
も
当
然
で
、
「
…
…
日
記
と
い
ふ
も
の
を
、
を
む
な
も
し
て
み

む
と
て
、
す
る
な
り
」
と
、
女
性
と
し
て
始
め
て
の
試
み
の
よ
う
に
書
い
て
も
、

不
自
然
で
は
な
か
っ
た
。
『
土
佐
日
記
』
は
、
女
性
の
公
的
な
日
記
の
枠
を
使
っ

て
の
文
学
作
品
な
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
日
記
を
書
い
た
女
た
ち
は
当
時
の

（34）



女
た
ち
の
中
で
も
一
際
高
い
教
養
を
持
ち
文
才
の
あ
っ
た
こ
と
も
当
然
で
、
漢

詩
文
に
つ
い
て
も
い
さ
さ
か
の
知
識
は
あ
っ
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
た

だ
そ
れ
で
も
「
か
ら
う
た
は
、
こ
れ
に
え
か
か
ず
」
と
い
う
の
が
普
通
の
態
度

な
の
だ
ろ
う
が
、
「
え
か
か
ず
」
で
は
な
く
「
こ
れ
に
え
か
か
ず
」
と
あ
る
の
は
、

日
記
の
性
格
に
つ
い
て
の
自
己
規
定
の
よ
う
に
も
読
め
る
。

 
で
は
貫
之
は
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
形
で
『
土
佐
日
記
』
を
書
い
た
の
で
あ
ろ
う

か
。
女
性
仮
託
の
理
由
に
つ
い
て
は
こ
れ
ま
で
に
実
に
多
く
の
説
が
あ
り
、
木

 
 
 
 
ゆ
 

村
正
中
氏
に
よ
り
的
確
な
整
理
も
な
さ
れ
て
い
る
が
、
木
村
氏
の
整
理
を
も

踏
ま
え
て
、
増
補
国
語
国
文
学
研
究
史
大
成
『
平
安
日
記
』
（
昭
五
三
 
三
省
堂
）

の
「
土
佐
日
記
研
究
史
通
観
 
増
補
」
（
渡
辺
秀
夫
氏
）
は
「
大
勢
と
し
て
は
、

公
的
な
身
分
か
ら
解
放
さ
れ
て
私
的
な
感
情
を
自
由
に
開
陳
す
る
た
め
と
い

う
、
日
記
文
学
と
し
て
自
立
す
る
方
法
的
原
理
、
機
能
を
認
め
る
点
で
共
通
し

て
き
て
い
る
」
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
貫
之
は
公
的
な
女
性
の
立
場
に
ま
ず

擬
装
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
な
ぜ
か
。
だ
が
、
そ
の
前
に
、
漢
文
で
は

公
的
な
身
分
か
ら
解
放
さ
れ
て
自
己
の
感
情
は
述
べ
え
な
か
っ
た
の
か
、
と
い

う
こ
と
に
も
再
検
討
の
必
要
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

 
現
存
す
る
最
初
の
私
的
漢
文
日
記
で
あ
る
『
宇
多
天
皇
御
記
』
に
は
天
皇
の

心
情
を
述
べ
た
記
事
が
幾
つ
も
あ
る
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
寛
平
元
年

 
（
八
八
九
）
二
月
六
日
の
「
朕
多
時
述
二
猫
消
息
一
日
」
で
始
ま
る
愛
猫
の
記

述
は
猫
好
き
を
う
な
ら
せ
る
名
エ
ッ
セ
イ
と
し
て
有
名
だ
が
、
同
年
正
月
（
日

、
不
明
）
の
次
の
文
章
を
わ
た
く
し
は
最
も
好
む
。

 
 
朕
自
レ
為
二
児
童
一
不
レ
食
頃
生
鮮
一
等
、
帰
二
依
三
宝
一
。
八
九
歳
間
登
二

 
 
天
台
山
一
修
行
為
レ
事
。
爾
後
毎
年
往
二
黒
寺
々
一
修
行
。
至
二
十
七
歳
一
、

 
 
言
下
中
宮
七
三
レ
為
二
沙
門
一
物
上
。
答
日
。
此
極
善
也
。
大
原
寺
有
二
練
行

『
土
佐
日
記
』
論
 
-
日
記
文
学
史
論
の
た
め
に
一

 
 
法
師
応
俊
者
一
。
為
二
彼
法
師
一
、
裁
二
縫
細
隙
装
束
並
袈
裟
一
、
先
可
二

 
 
以
上
一
驚
之
。
後
日
又
答
云
。
善
哉
善
哉
、
好
三
二
宝
一
事
。
難
レ
然
早
見

 
 
二
野
世
間
一
角
レ
修
二
此
事
～
。
経
三
二
四
月
一
。
若
苗
レ
是
事
々
レ
有
二
妻
子

 
 
「
可
也
。
若
レ
住
二
干
世
間
｝
断
二
煩
悩
「
是
難
耳
。
同
日
。
諾
。
蒔
直
不
二

 
 
肯
首
一
。
後
四
ヶ
月
大
臣
待
山
里
輩
一
骨
レ
黒
門
先
帝
一
。
愚
心
楡
聖
母
戦
。

 
 
未
レ
及
二
塁
奏
一
歴
二
四
ヶ
年
一
、
伝
二
黒
宝
天
一
。
五
代
口
人
心
有
二
両
端
一
。

 
 
可
レ
治
レ
難
周
文
賢
哲
主
峯
。

宇
多
天
皇
の
父
光
孝
天
皇
は
仁
明
天
皇
の
第
三
皇
子
だ
が
、
皇
位
継
承
の
可
能

性
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、
陽
成
天
皇
が
性
向
上
の
問
題
と
摂
政
藤
原
基
経
と
の
対

立
か
ら
退
位
に
追
い
込
ま
れ
、
基
経
の
人
選
で
思
い
が
け
な
く
皇
位
に
つ
い
た

の
は
、
天
慶
八
年
（
八
八
四
）
五
十
五
歳
の
と
き
で
あ
っ
た
。
そ
の
第
七
皇
子

で
あ
る
宇
多
は
無
論
皇
位
と
は
無
関
係
で
、
だ
か
ら
こ
そ
児
童
の
頃
か
ら
寺
田

に
参
詣
も
で
き
た
し
、
修
行
も
で
き
、
出
家
を
口
に
で
き
た
の
で
も
あ
っ
た
。

第
七
皇
子
な
の
だ
か
ら
父
が
皇
位
に
つ
い
た
と
し
て
も
自
分
も
天
皇
に
な
る
可

能
性
な
ど
ご
く
少
な
い
の
だ
が
、
突
然
開
か
れ
た
そ
の
わ
ず
か
な
可
能
性
に
深

い
と
信
じ
て
い
た
自
分
の
信
仰
心
の
揺
ら
ぐ
こ
と
に
気
づ
き
、
お
の
の
く
様
子

を
見
事
に
描
き
切
っ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
文
は
、
阿
衡
の
事
件
と
深
い
関
わ

り
が
あ
る
だ
ろ
う
。
宇
多
天
皇
が
即
位
直
後
に
基
経
に
あ
た
え
た
勅
書
（
橘
広

相
執
筆
）
の
中
の
「
宜
以
二
阿
衡
帰
任
一
為
二
卿
之
任
一
」
の
阿
衡
を
位
だ
け
の

有
名
無
実
の
職
掌
と
解
し
た
基
経
が
怒
っ
て
一
切
の
政
務
か
ら
手
を
引
い
て
し

ま
っ
た
こ
と
に
始
ま
る
こ
の
事
件
は
、
二
十
一
歳
の
天
皇
を
苦
し
ま
せ
、
困
惑

さ
せ
た
。
そ
の
経
緯
は
『
宇
多
天
皇
御
記
』
に
も
詳
し
く
記
さ
れ
て
い
る
が
、

父
帝
崩
御
後
「
既
成
レ
孤
未
レ
覚
浅
知
政
治
｝
。
」
と
自
覚
し
、
基
経
を
父
と
も
思
っ

て
い
た
と
書
き
（
仁
和
四
・
六
・
…
）
、
野
相
を
も
庇
い
た
い
（
同
臭
・
｝
○
）
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だ
け
に
、
毎
日
が
腐
心
の
連
続
だ
っ
た
ろ
う
。
二
年
越
し
の
紛
議
の
こ
の
事
件

は
、
仁
和
四
年
（
八
八
八
）
六
月
に
詔
書
を
改
作
し
、
十
月
十
五
日
に
広
相
の

罪
を
糾
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
よ
う
や
く
解
決
に
向
か
う
。
先
の
文
は
解
決
し

た
ば
か
り
の
正
月
に
書
か
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
落
着
ま
で
の
一
年
間
間
に
宇

多
天
皇
の
心
は
揺
れ
続
け
、
人
間
の
心
に
両
端
の
あ
る
こ
と
を
何
度
も
痛
感
し

た
こ
と
だ
ろ
う
。
「
難
ヲ
治
ム
ベ
キ
ハ
周
文
ノ
ゴ
ト
キ
賢
哲
ノ
主
ナ
リ
」
1
1

こ
の
嘆
息
の
よ
う
な
一
文
は
、
信
仰
と
香
華
と
の
相
克
に
負
け
た
反
省
と
読
め

る
が
、
そ
れ
以
上
に
阿
衡
の
事
件
を
善
処
し
え
な
か
っ
た
痛
恨
の
患
い
が
込
め

ら
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
年
八
月
十
日
の
、

 
 
…
…
毎
レ
念
万
機
寝
膳
不
安
。
爾
来
玉
茎
不
レ
発
只
如
二
老
人
一
。
正
調
精

 
 
神
疲
極
一
当
レ
有
二
此
事
一
。

と
い
う
赤
裸
な
告
白
も
有
名
だ
し
、
陽
成
上
皇
の
奇
行
乱
行
に
つ
い
て
も
、
聞

い
た
ま
ま
だ
が
多
く
筆
を
費
や
し
、
「
云
。
悪
鬼
無
二
韻
事
国
一
」
と
い
う
こ
と

ま
で
も
記
載
し
て
い
る
。

『
宇
多
天
皇
御
記
』
に
は
い
ま
テ
キ
ス
ト
と
し
て
用
い
て
い
る
所
書
氏
『
三
大

御
記
逸
文
集
成
』
（
返
り
下
等
は
森
田
）
で
も
一
段
組
二
〇
ペ
ー
ジ
ほ
ど
の
逸

文
し
か
残
さ
れ
て
い
な
い
が
、
宇
多
天
皇
の
思
い
は
諸
所
か
ら
あ
ふ
れ
出
て
い

る
。
そ
れ
は
漢
文
日
記
の
一
つ
の
可
能
性
を
示
す
も
の
で
あ
っ
た
。
天
皇
の
日

記
だ
か
ら
で
き
た
と
い
う
考
え
も
あ
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
貫
之
の
頃
私
的
な

漢
文
日
記
の
型
な
ど
ま
だ
確
立
さ
れ
て
は
い
な
か
っ
た
。
職
務
に
し
ば
ら
れ
て

書
く
日
記
で
は
な
い
し
、
有
職
故
実
の
家
で
も
な
い
。
文
学
性
が
評
価
さ
れ
る

『
入
唐
求
法
巡
礼
行
記
』
よ
り
も
、
求
法
の
旅
と
い
う
制
約
が
な
い
だ
け
貫
之

に
は
自
由
に
書
け
た
は
ず
で
あ
ヶ
た
。
紀
長
谷
部
の
昌
泰
元
年
（
八
九
九
）
十

月
二
十
日
の
『
競
狩
記
』
、
そ
れ
に
続
く
菅
原
道
真
の
『
交
野
御
幸
記
』
『
宮
滝

御
幸
記
』
な
ど
も
存
在
す
る
。
道
真
の
作
は
略
記
が
伝
わ
る
だ
け
で
、
『
宮
滝

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ぜ

御
幸
記
』
に
は
本
来
和
歌
が
多
く
記
載
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
渡
辺
秀
夫
氏
は

指
摘
、
『
競
狩
記
』
に
は
、
次
の
よ
う
な
ポ
ル
ノ
グ
ラ
フ
ィ
ッ
ク
で
相
当
に
狼

雑
な
記
事
を
も
載
せ
て
い
る
こ
と
も
示
さ
れ
た
。

 
 
又
遊
女
数
人
、
入
来
在
レ
座
。
好
風
朝
臣
、
数
称
二
連
小
将
一
、
雷
丸
其
懐
一

 
 
眈
二
軍
口
一
、
戯
言
多
端
、
不
レ
可
二
具
言
一
。

 
少
内
記
に
抜
擢
さ
れ
た
以
上
貫
之
に
は
漢
文
の
才
も
あ
っ
た
。
『
土
佐
日
記
』

を
か
な
で
書
い
た
の
は
、
漢
文
で
は
表
現
で
き
な
か
っ
た
か
ら
で
は
な
く
、
か

な
で
書
き
た
か
っ
た
か
ら
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
『
古
今
和
歌
集
』
仮
名
序

を
書
き
、
か
な
文
の
可
能
性
と
地
位
を
高
め
た
貫
之
と
し
て
は
当
然
の
こ
と
で

あ
ろ
う
。
だ
が
、
こ
こ
で
ま
た
、
な
ぜ
女
な
の
か
、
そ
れ
も
貫
之
家
の
侍
女
な

の
か
が
問
わ
れ
る
。
勅
撰
集
の
序
を
か
な
で
書
い
た
貫
之
が
、
私
的
な
日
記
を

か
な
で
書
い
て
も
非
難
な
ど
さ
れ
る
は
ず
も
な
か
っ
た
。

 
自
分
の
信
条
を
吐
露
す
る
た
め
な
ら
ば
、
男
の
ま
ま
で
書
く
方
が
は
る
か
に

訴
え
る
力
は
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
『
土
佐
日
記
』
の
主
題
の
一
つ
と
い
わ
れ
る

亡
女
児
哀
悼
の
記
述
に
し
て
も
、
自
分
の
こ
と
と
し
て
書
く
方
が
書
き
や
す
い

し
、
よ
り
読
者
の
胸
に
追
っ
て
く
る
で
あ
ろ
う
。
女
に
仮
託
し
な
け
れ
ば
吐
露

で
き
な
い
よ
う
な
心
情
の
記
述
な
ど
『
土
佐
日
記
』
の
ど
こ
に
あ
る
の
だ
ろ
う

か
。
現
に
、
帰
宅
し
て
荒
れ
た
家
を
見
た
と
き
の
、
み
ず
か
ら
希
望
し
て
家
を

預
か
っ
た
隣
人
へ
の
葱
愚
は
、
女
の
仮
面
を
か
な
ぐ
り
す
て
な
け
れ
ば
書
く
こ

と
は
で
き
な
か
っ
た
で
は
な
い
か
。

 
こ
こ
で
視
点
を
変
え
る
必
要
が
あ
る
。
侍
女
の
公
的
日
記
を
装
う
こ
と
に

よ
っ
て
な
に
が
可
能
に
な
っ
た
の
か
。
ど
ん
な
メ
リ
ッ
ト
が
あ
っ
た
の
か
。

 
ま
ず
考
え
ら
れ
る
こ
と
は
、
貫
之
と
一
行
の
人
々
の
言
動
を
、
客
観
性
を
装
っ
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て
書
く
こ
と
が
で
き
る
こ
と
だ
ろ
う
。
「
か
み
か
ら
に
や
あ
ら
む
、
…
…
こ
こ

ろ
あ
る
も
の
は
、
は
ち
ず
に
な
む
き
け
る
」
と
い
う
よ
う
な
貫
之
へ
の
ほ
め
こ

と
ば
は
、
自
分
で
は
書
け
る
も
の
で
は
な
い
。
ほ
め
た
か
と
思
う
と
、
舟
君
が

「
ひ
と
も
い
ふ
こ
と
」
だ
か
ら
と
気
晴
ら
し
に
詠
ん
だ
歌
に
つ
い
て
、

 
 
き
く
ひ
と
の
お
も
へ
る
や
う
、
「
な
ぞ
、
た
だ
ご
と
な
る
」
と
、
ひ
そ
か

 
 
に
い
ふ
べ
し
。

 
 
「
ふ
な
ぎ
み
の
、
か
ら
く
ひ
ね
り
い
だ
し
て
、
よ
し
と
お
も
へ
る
こ
と
を
」

 
 
「
ゑ
じ
も
こ
そ
し
た
べ
」
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
二
月
一
日
目

と
い
う
人
々
の
ひ
そ
ひ
そ
話
を
記
し
て
、
天
下
の
大
歌
人
を
虚
仮
に
し
て
み
せ

た
り
も
す
る
の
で
あ
る
。
こ
う
い
う
と
こ
ろ
が
、
客
観
的
で
は
な
く
客
観
的
を

装
う
お
も
し
ろ
さ
で
、
虚
実
皮
膜
、
先
の
「
か
み
か
ら
に
や
あ
ら
む
」
云
々
も

ど
こ
ま
で
本
気
か
わ
か
ら
な
く
し
て
し
ま
う
。
そ
し
て
時
に
は
こ
ん
な
芸
当
も

や
っ
て
の
け
る
。

 
 
ふ
ね
も
い
だ
さ
で
い
た
づ
ら
な
れ
ば
、
あ
る
ひ
と
の
よ
め
る
、

 
 
 
 
い
そ
ぶ
り
の
 
よ
す
る
い
そ
に
は
 
と
し
つ
き
を
 
い
っ
と
も
し
ら

 
 
 
 
ぬ
 
ゆ
き
の
み
ぞ
ふ
る
・

 
 
こ
の
う
た
は
、
つ
ね
に
せ
ぬ
ひ
と
の
こ
と
な
り
。
ま
た
、
ひ
と
の
よ
め
る
、

 
 
 
 
か
ぜ
の
よ
る
 
な
み
の
い
そ
に
は
 
う
ぐ
ひ
す
も
 
は
る
も
え
し
ら

 
 
 
 
ぬ
 
は
な
の
み
ぞ
さ
く

 
 
こ
の
う
た
ど
も
を
、
す
こ
し
よ
ろ
し
と
き
き
て
、
ふ
ね
の
を
さ
し
け
る
お

 
 
き
な
、
づ
き
ひ
ご
ろ
の
く
る
し
き
こ
こ
ろ
や
り
に
よ
め
る
、

 
 
 
 
た
つ
な
み
を
 
ゆ
き
か
は
な
か
と
 
ふ
く
か
ぜ
そ
 
よ
せ
つ
つ
ひ
と

 
 
 
 
を
 
は
か
る
べ
ら
な
る
 
 
 
 
 
 
 
 
'
 
（
一
月
十
八
日
）

 
白
波
を
雪
に
見
立
て
た
第
一
首
、
，
花
に
見
立
て
た
第
二
首
に
対
し
て
、
雪
と

『
土
佐
日
記
』
論
-
日
記
文
学
史
論
の
た
め
に
一

見
さ
せ
る
の
も
花
と
見
さ
せ
る
の
も
、
吹
く
風
が
人
を
だ
ま
し
て
い
る
の
だ
ろ

う
よ
と
い
う
第
三
首
は
、
『
全
注
釈
』
の
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
『
判
定
仲
裁

を
買
っ
て
出
」
た
「
問
答
歌
合
の
判
歌
と
い
っ
た
と
こ
ろ
」
で
あ
ろ
う
。
こ
こ

で
は
第
三
首
だ
け
が
貫
之
の
作
と
な
っ
て
い
る
が
、
『
古
今
和
歌
六
帖
』
三
・

一
九
四
五
で
は
第
二
首
も
「
つ
ら
ゆ
き
」
の
作
と
し
で
い
る
（
新
編
国
歌
大
観
）
。

貫
之
の
子
の
時
文
が
撰
者
の
一
人
で
あ
る
『
後
撰
和
歌
集
』
に
は
、
『
土
佐
日
記
』

で
は
「
あ
る
ひ
と
」
の
詠
ん
だ
と
あ
る
歌
が
貫
之
の
作
と
し
て
出
て
い
る
。

『
古
今
和
歌
六
帖
』
に
見
え
る
こ
の
作
品
中
の
歌
は
一
四
首
だ
が
、
う
ち
一
三

首
は
貫
之
作
と
し
て
い
る
。
『
後
上
和
歌
集
』
や
『
古
今
和
歌
六
帖
』
に
は
全

幅
の
信
頼
が
お
け
る
か
ど
う
か
は
わ
か
ら
な
い
の
だ
が
、
『
土
佐
日
記
』
成
立

か
ら
あ
ま
り
問
の
な
い
十
世
紀
後
半
頃
、
作
中
で
の
表
記
が
ど
う
で
あ
ろ
う
と
、

『
土
佐
日
記
』
中
の
歌
の
ほ
と
ん
ど
は
貫
之
の
も
の
な
の
だ
と
い
う
読
み
が
行

わ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
も
、
三
首
共
が
貫
之
の
歌
の
よ
う
に
も
思
え

る
。
と
す
れ
ば
こ
こ
で
は
、
貫
之
は
、
記
者
の
女
、
第
一
首
の
歌
の
作
者
、
第

二
首
の
歌
の
作
者
、
ふ
ね
の
を
さ
（
貫
之
）
の
四
人
に
分
身
し
て
い
る
わ
け
で

あ
る
。
た
だ
、
そ
れ
が
ど
こ
ま
で
が
事
実
か
ど
う
か
は
貫
之
以
外
の
誰
に
も
わ

か
り
は
し
な
い
。
だ
が
実
際
の
歌
の
作
者
が
ど
う
で
あ
れ
、
全
体
と
し
て
は
、

歌
で
し
か
心
を
晴
ら
せ
な
い
舟
中
の
貫
之
の
思
い
は
よ
く
わ
か
る
。
こ
ん
な
芸

当
は
自
分
を
中
心
に
し
た
普
通
の
日
記
体
で
は
、
た
と
い
か
な
文
に
し
ょ
う
と
、

で
き
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

 
女
房
の
公
的
な
日
記
と
い
っ
て
も
、
御
所
の
よ
う
な
場
で
は
な
く
、
貫
之
家

の
義
務
づ
け
ら
れ
て
も
い
な
い
日
記
な
の
だ
か
ら
、
か
な
り
自
由
で
あ
る
。
こ

の
女
は
、
時
に
は
漢
文
訓
読
語
を
使
っ
て
背
伸
び
を
し
て
書
き
な
が
ら
、
洒
落

も
い
う
し
、
「
ほ
や
の
つ
ま
の
い
ず
し
・
す
し
あ
は
び
を
ぞ
、
こ
こ
ろ
に
も
あ
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ら
ぬ
、
は
ぎ
に
あ
げ
て
み
せ
け
る
」
（
一
月
十
三
日
）
と
、
卑
狸
な
こ
と
ま
で

書
い
て
の
け
る
。
ま
る
で
物
語
作
者
で
も
あ
る
か
の
よ
う
に
、
人
々
の
言
動
や

思
い
を
客
観
的
に
描
い
て
い
る
よ
う
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
れ
は
偽
り
の
、
装
お

わ
れ
た
客
観
性
で
、
物
語
の
草
子
地
の
よ
う
な
文
章
を
書
く
か
と
思
う
と
、
す

ぐ
に
ま
た
貫
之
の
思
い
と
も
同
化
し
た
文
章
を
も
の
す
ご
と
が
で
き
る
。

こ
ん
な
自
在
な
女
の
視
点
で
土
佐
か
ら
の
旅
日
記
を
書
い
て
み
よ
う
と
い
う
思

い
つ
き
こ
そ
が
『
土
佐
日
記
』
執
筆
の
発
端
だ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
と

同
時
に
、
い
く
ら
か
な
文
を
用
い
、
和
歌
を
駆
使
し
て
も
、
普
通
の
日
次
の
日

記
の
形
で
は
限
界
が
あ
り
、
単
調
さ
か
ら
脱
し
え
な
い
こ
と
も
、
貫
之
に
は
わ

か
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

注
（
1
）
 
『
土
佐
日
記
』
の
本
文
は
萩
谷
朴
氏
『
土
佐
日
記
全
注
釈
』
（
昭
四

 
 
 
二
 
角
川
書
店
）
に
よ
る
。

 
（
2
）
 
日
本
古
典
文
学
大
系
『
土
佐
日
記
 
他
』
（
昭
三
二
 
岩
波
書
店
）

 
 
 
補
注
一

 
（
3
）
 
『
平
安
朝
文
学
と
漢
文
世
界
』
第
二
部
第
二
章
「
漢
文
日
記
か
ら
日

 
 
 
記
文
学
へ
」
（
平
三
 
勉
成
社
）

 
（
4
）
 
『
土
佐
日
記
』
と
『
入
唐
求
法
巡
礼
行
記
』
（
西
尾
光
雄
先
生
還
暦
記
念
論
集

 
 
 
日
本
文
学
叢
孜
 
昭
四
三
 
東
洋
法
規
出
版
株
式
会
社
）

 
（
5
）
 
九
世
紀
渡
唐
僧
日
記
考
（
文
芸
と
思
想
 
昭
三
七
・
二
 
後
『
物
語

 
 
 
作
者
圏
の
研
究
』
所
収
）

 
（
6
）
 
『
日
記
文
学
概
説
』
八
昭
二
〇
 
目
黒
書
店
）

 
（
7
）
 
『
平
安
朝
日
記
と
逸
文
の
研
究
』
第
一
章
 
公
日
記
と
逸
文
（
昭
六

 
 
 
二
 
桜
楓
社
）

（
8
）
 
新
訂
増
補
故
実
叢
書
本
に
よ
る
が
、
'
〔
〕
内
は
原
割
注
と
い
う
。

（
9
）
 
『
紀
貫
之
伝
の
研
究
』
第
三
章
の
（
8
）
（
昭
五
三
 
桜
楓
社
）

（
1
0
）
 
女
流
日
記
文
学
の
初
発
と
し
て
の
土
佐
日
記
（
都
大
論
究
一
〇
 
昭

 
 
四
三
・
七
 
後
『
平
安
女
流
日
記
文
学
の
研
究
』
所
収
）

（
1
1
）
 
土
佐
日
記
の
構
造
（
明
治
大
学
 
文
芸
研
究
｝
○
 
昭
三
八
・
三
）

（
1
2
）
 
『
土
佐
日
程
』
を
め
ぐ
る
二
、
三
の
問
題
-
近
年
の
田
無
に
ふ
れ
な
が
ら
1

 
木
村
正
中
平
編
『
論
集
日
記
文
学
』
'
（
平
三
 
笠
間
書
院
）

（
1
3
）
 
土
佐
日
記
の
解
釈
上
文
法
上
の
問
題
点
（
講
座
 
解
釈
と
文
法
4
『
竹

 
 
取
物
語
・
伊
勢
物
語
・
土
佐
日
記
他
』
（
昭
三
五
 
明
治
書
院
）

（
1
4
）
 
〈
終
止
な
り
〉
と
く
連
体
な
り
＞
-
そ
の
分
析
と
構
造
的
意
味
一
（
国
語
と

 
 
国
文
学
 
昭
四
一
・
九
）
こ
れ
よ
り
少
し
後
、
規
模
は
小
さ
い
が
松
本

 
 
経
子
氏
に
も
類
似
の
調
査
が
あ
り
、
同
じ
結
論
が
出
て
い
る
。
揆
音
便
 
 
剖

 
 
に
接
続
す
る
助
動
詞
〈
な
り
〉
に
つ
い
て
（
高
知
女
子
大
国
文
 
三
 
 
B

 
 
昭
四
二
・
八
）

（
1
5
）
 
古
賀
寿
三
編
『
高
良
玉
垂
宮
神
秘
書
・
同
紙
背
』
（
昭
四
二
局
面
大
社
）

（
1
6
）
 
日
記
文
学
の
本
質
と
創
作
心
理
（
『
講
座
 
日
本
文
学
の
争
点
2

 
 
中
古
篇
』
昭
四
三
 
明
治
書
院
）

（
1
7
）
 
注
3
に
同
じ
。


