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今
日
は
文
学
が
多
様
化
し
て
い
る
し
、
で
あ
る
が
故
に
「
文
学
と
は
何
か
」

が
極
め
て
鋭
く
問
わ
れ
て
い
る
時
代
で
も
あ
る
。
私
に
は
、
そ
の
よ
う
な
時
代

で
あ
れ
ば
こ
そ
、
古
代
文
学
の
、
就
中
『
古
事
記
』
の
文
学
性
は
改
め
て
考
察

さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
思
わ
れ
て
な
ら
な
い
。
何
故
な
ら
、
現
代
に
真
に
対
峙

す
る
の
は
古
代
で
駆
そ
の
中
心
に
あ
る
『
古
事
記
」
の
原
点
は
歴
史
性
と
文
学

性
で
あ
る
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。

 
と
こ
ろ
で
『
古
事
記
』
を
全
体
と
し
て
文
学
と
考
え
た
り
、
文
学
的
歴
史
書

と
見
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
ご
く
最
近
の
こ
と
で
あ
る
。
 
『
日
本
書
紀
』
と
並

べ
て
史
書
と
す
る
、
或
い
は
『
旧
事
紀
」
を
加
え
て
「
神
典
三
部
の
本
書
」
と

す
る
見
方
が
長
い
間
行
わ
れ
て
来
た
。

 
文
学
と
し
て
の
認
識
も
、
歌
謡
の
み
を
対
象
に
し
た
契
沖
の
「
厚
顔
抄
」
、

今
井
似
閑
の
『
萬
葉
緯
」
．
な
ど
の
段
階
一
旧
辞
の
部
分
を
対
象
に
し
た
段
階
、

そ
し
て
今
日
の
よ
う
に
全
体
を
文
学
と
見
る
よ
う
に
な
っ
た
段
階
と
分
け
る
こ

と
が
出
来
る
。
た
だ
し
、
今
日
で
も
、
記
紀
歌
謡
、
古
代
歌
謡
の
よ
う
に
、
歌

謡
だ
け
を
対
象
と
七
て
研
究
す
る
場
合
も
あ
り
、
説
話
・
神
話
研
究
と
拮
抗
し
、

 
『
古
事
記
」
の
笑
い
（
上
）

て
い
る
。

 
掬
て
『
古
事
記
』
の
文
学
性
を
考
え
る
と
言
っ
て
も
、
視
点
の
据
え
方
、
方

法
に
よ
っ
て
色
々
な
研
究
が
考
え
ら
れ
る
が
、
今
は
「
古
事
記
』
に
現
わ
れ
た

「
笑
い
」
を
通
し
て
考
察
し
て
み
た
い
。

二
、

拍
本
最
古
の
作
品
と
し
て
名
高
い
「
古
事
記
」
は
、
序
文
に
よ
っ
て
、
成
立

事
情
が
極
め
て
明
確
で
あ
る
。

天
武
天
皇
が
、

 
 
 
 
も
た

 
 
諸
家
の
謬
る
帝
紀
及
び
本
辞
、
既
に
正
実
に
違
ひ
、
多
く
虚
偽
を
加
ふ
と
。

 
 
今
の
時
に
当
り
て
、
其
の
失
を
改
め
ず
ば
、
未
だ
幾
年
を
も
経
ず
し
て
其

 
 
の
旨
滅
び
な
む
と
す
。
斯
れ
乃
ち
邦
家
の
経
緯
、
王
化
の
隠
隠
な
り
。
故

 
 
惟
れ
、
帝
紀
を
撰
録
し
、
旧
辞
を
討
思
し
て
、
偽
り
を
削
り
実
を
定
め

 
 
 
 
 
 
つ
た

 
 
て
、
、
後
葉
に
流
へ
む
と
謂
ふ
。

と
決
意
さ
れ
、
時
の
舎
人
σ

 
 
姓
は
稗
田
＼
名
は
白
丁
、
年
は
是
廿
八
。
人
と
為
り
聡
明
に
し
て
、
目
に

 
 
わ
た
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ふ
 
 
 
 
 
 
 
 
し
る

 
 
繰
れ
ば
口
に
講
み
、
耳
に
彿
る
れ
ば
心
に
勒
し
き
の
 
 
 
 
 
 
、

（1）



に
勅
語
し
て
、
 
「
帝
皇
籍
継
及
び
先
代
旧
辞
」
を
諦
み
習
は
し
め
ら
れ
た
。
然

し
、
成
文
化
を
果
さ
ず
天
武
天
皇
は
崩
じ
、
そ
の
遺
志
は
元
明
天
皇
に
引
き
継

が
れ
た
。

 
 
 
 
 
 
 
た
が
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ま
じ
、

 
 
旧
辞
の
誤
り
杵
へ
る
を
惜
し
み
、
先
紀
の
謬
り
出
れ
る
を
正
さ
む
と
し
て
、

 
 
和
銅
四
年
九
月
十
八
日
を
以
ち
て
、
誤
想
萬
侶
に
贈
り
し
て
稗
田
三
業
の

 
 
請
む
所
の
勅
語
の
旧
辞
を
撰
録
し
て
献
上
せ
し
む
と
い
へ
れ
ば
、
謹
み
て

む
 
 
 
 
 
 
 
 
ま
に
ま
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ひ
ろ

 
 
詔
旨
の
随
に
、
子
細
に
採
り
撫
ひ
ぬ
。
…
…
丼
せ
て
三
巻
を
録
し
て
、

 
 
 
 
 
た
て
ま
つ

 
9
謹
み
て
献
上
る
。
臣
安
萬
侶
、
誠
憧
誠
恐
、
頓
首
頓
首
。

 
 
 
和
銅
五
年
正
月
廿
八
日
 
正
五
位
上
勲
五
等
 
太
朝
臣
安
牛
侶

 
以
上
の
序
文
に
よ
っ
て
、
 
『
日
本
書
紀
」
と
は
対
照
的
に
、
 
「
古
事
記
」
成

立
に
関
与
し
た
人
は
少
数
で
あ
る
事
が
分
か
る
。
し
か
も
四
ヶ
月
程
の
短
期
間

に
、
阿
礼
の
論
習
す
る
「
勅
語
の
旧
辞
」
を
撰
録
し
た
の
で
あ
る
事
か
ら
し
て

も
、
安
萬
侶
が
腐
心
し
た
の
は
同
じ
く
序
文
に

 
 
上
古
の
時
、
言
意
並
び
に
朴
に
し
て
、
文
を
敷
き
句
を
構
ふ
る
こ
と
、
字

 
 
に
於
き
て
即
ち
難
し

と
言
う
よ
う
に
（
文
章
化
自
体
に
つ
い
て
で
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ

の
点
に
つ
い
て
「
太
安
万
侶
は
古
事
記
の
内
容
に
ど
う
薫
っ
た
か
」
の
題
の
論

 
 
 
 
 
 
（
注
1
）

文
で
和
田
器
量
は
、

 
 
以
上
の
検
討
か
ら
、
序
文
に
は
安
万
侶
独
自
の
歴
史
観
が
示
さ
れ
て
い
る

 
 
け
れ
ど
も
、
上
・
中
・
下
巻
の
内
容
に
関
与
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
と
み

 
 
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

と
述
べ
ら
れ
た
が
、
全
く
同
意
見
で
あ
る
。

 
以
上
か
ら
、
『
古
事
記
』
の
文
学
性
は
、
天
武
天
皇
も
し
く
は
稗
田
阿
禮
の

力
に
負
う
所
が
大
き
か
っ
た
と
考
え
る
の
も
強
ち
誤
り
で
は
な
い
か
も
し
れ
な

い
。
と
こ
ろ
で
、
「
日
本
書
紀
』
を
見
る
と
、
不
思
議
な
程
に
天
武
天
皇
の
素

質
や
素
顔
の
窺
え
る
記
事
が
な
い
。
僅
か
に
天
武
紀
上
の
冒
頭
に

 
 
 
 
 
 
 
 
 
い
こ
よ
か
 
 
 
 
 
 
 
 
を
と
こ
ざ
か
り
 
 
い
た
 
 
 
を
を

 
 
生
れ
ま
し
し
ょ
り
岐
擬
な
る
姿
有
り
。
 
肚
 
に
及
り
て
懐
妊
し
く

 
 
た
 
け

 
・
神
武
し
。
天
文
遁
甲
に
能
し
。

と
あ
る
位
で
あ
る
。
然
し
天
武
紀
下
に
頻
り
に
出
さ
れ
る
詔
の
内
容
、
官
人
組

織
の
整
備
、
中
央
軍
の
強
化
、
律
令
と
法
式
の
編
纂
な
ど
か
ら
判
断
す
る
と
、

統
率
力
あ
る
秀
れ
た
政
治
家
の
風
貌
が
明
か
で
あ
る
。

 
そ
の
内
容
が
、
 
『
古
事
記
」
撰
修
の
濫
陽
と
す
べ
き
か
否
か
で
論
の
あ
る
、

天
武
紀
十
年
三
月
十
七
日
の
次
の
記
事

 
 
天
皇
、
大
極
殿
に
御
し
て
川
嶋
皇
子
・
忍
壁
皇
子
廣
瀬
王
・
竹
田
王
…
難

 
 
波
連
大
形
・
大
山
上
申
評
説
大
嶋
・
大
山
下
平
群
臣
子
首
に
渇
し
て
帝
紀

 
「
及
び
上
古
の
諸
事
を
記
し
定
め
し
め
た
ま
ふ
。
大
嶋
・
子
首
、
親
ら
筆
を

 
 
執
り
て
以
て
録
す
。

は
、
や
は
り
『
日
本
書
紀
」
成
立
の
出
発
点
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
、
大
規
模

な
国
史
編
纂
の
様
子
が
窺
え
る
。
そ
れ
と
対
照
的
に
、
天
武
天
皇
は
極
め
て
私

的
な
修
史
計
画
を
持
た
れ
、
前
述
の
よ
う
な
少
人
数
の
「
古
事
記
」
撰
修
を
始

め
ら
れ
た
。
こ
の
場
会
、
．
天
皇
は
「
偽
り
を
削
り
実
を
定
め
て
」
の
決
意
の
も

と
に
、
内
容
の
取
捨
撰
択
に
強
力
な
指
導
性
を
発
揮
さ
れ
た
に
違
い
な
く
、
舎
-

人
稗
田
阿
禮
は
天
皇
の
死
後
、
和
銅
四
年
迄
四
半
世
紀
の
間
、
勅
語
の
帝
紀
と

旧
辞
を
心
に
勒
し
続
け
た
の
で
あ
る
。
そ
の
間
、
阿
禮
は
幾
度
か
記
憶
を
新
た

に
す
べ
く
語
っ
た
筈
で
あ
り
、
表
現
の
細
部
は
徐
々
に
変
化
し
た
か
も
し
れ
な

い
。
然
し
、
天
武
天
皇
と
い
う
、
古
代
の
英
書
な
君
主
が
描
い
た
皇
統
の
系

譜
、
世
界
観
を
文
学
的
側
面
か
ら
窺
う
こ
と
は
興
味
深
い
事
で
あ
る
。

（2）



三

 
昔
か
ら
、
「
笑
い
は
人
間
だ
け
の
特
権
で
、
他
の
動
物
に
は
な
い
と
言
わ
れ
る
。

そ
の
真
偽
倣
知
ら
な
い
が
、
人
類
に
と
っ
て
笑
い
が
極
め
て
貴
重
な
も
の
で
あ

噛
る
事
は
確
か
で
あ
る
。
日
本
文
学
史
の
中
に
、
笑
い
を
系
統
的
に
辿
る
事
は
そ

う
難
し
く
は
な
い
。
本
論
文
で
述
べ
る
「
古
事
記
』
に
つ
い
て
は
後
に
し
て
、

 
「
万
葉
集
』
の
巻
十
六
、
「
竹
取
物
語
』
 
『
土
佐
日
記
」
な
ど
の
作
品
に
は
周

知
の
よ
う
に
笑
い
の
要
素
が
意
外
に
多
い
。
『
落
窪
物
語
』
『
源
氏
物
語
』
と

挙
げ
て
行
く
と
、
笑
い
の
要
素
の
な
い
古
典
を
挙
げ
る
事
の
方
が
難
し
い
と
思

わ
れ
る
。
 
「
今
昔
物
語
集
』
に
至
る
と
強
烈
で
、
赤
裸
々
な
笑
い
が
見
出
さ
れ

る
し
、
近
世
の
文
学
や
芸
能
で
は
、
笑
い
は
む
し
ろ
主
流
と
し
て
存
在
す
る
。

 
さ
て
「
古
事
記
』
の
笑
い
に
つ
い
て
考
察
す
る
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
言
う

笑
い
に
つ
い
て
定
義
を
云
々
す
る
事
は
避
け
る
。
何
故
な
ら
、
色
々
考
え
て
は

み
た
が
、
哲
学
者
や
、
心
理
学
者
の
言
う
「
笑
い
」
の
定
義
や
理
論
は
、
現
実

の
文
学
に
対
し
て
そ
う
有
効
に
思
え
な
い
し
、
畢
境
私
の
考
え
で
『
古
事
記
」

を
読
む
の
で
あ
る
か
ら
、
あ
く
ま
で
私
な
り
の
「
笑
い
の
理
解
」
で
貫
く
事
に

し
た
の
で
あ
る
。
先
ず
第
一
に
「
笑
う
」
と
表
現
さ
れ
て
い
る
部
分
を
考
え
て

み
た
。
次
に
、
笑
い
を
呼
び
興
す
部
分
、
場
面
を
全
て
挙
げ
て
考
え
て
み
た
。

紙
巾
の
関
係
で
今
回
は
、
『
古
事
記
」
の
本
文
中
に
『
笑
う
」
と
具
体
的
に
書

か
れ
て
い
る
箇
所
を
挙
げ
て
詳
し
く
見
て
行
く
事
に
す
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
注
2
）

 
か
っ
て
岡
崎
義
恵
博
士
は

 
 
 
「
古
事
記
」
叩
が
も
し
笑
い
を
目
ざ
す
開
文
芸
で
あ
っ
た
な
ち
ば
、
全
巻
に

 
 
多
く
の
笑
う
者
と
、
笑
わ
れ
る
者
と
が
描
か
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

 
 
が
、
事
実
は
、
「
古
事
記
」
の
中
に
笑
い
を
見
出
す
こ
と
は
極
め
て
少
な

「
古
 
事
 
記
』
 
の
 
笑
 
い
 
（
上
）

 
 
い
と
思
う
。
し
か
し
二
，
神
の
国
生
み
の
話
に
せ
よ
、
天
の
石
屋
戸
の
話
に

 
 
せ
よ
、
ま
た
火
照
命
の
溺
れ
る
状
を
示
す
「
種
種
之
態
」
に
せ
よ
、
美
夜

 
 
受
勲
売
の
「
お
す
ひ
」
の
裾
に
立
つ
月
に
せ
よ
、
笑
い
の
種
に
な
る
よ
う

 
 
な
も
の
は
含
ま
れ
て
い
る
。
…
「
古
事
記
」
の
神
話
的
、
ま
た
は
叙
事
詩

 
 
的
内
容
は
、
笑
い
の
要
素
を
含
み
な
が
ら
、
意
外
に
笑
い
を
超
越
し
た
客

 
 
観
的
態
度
に
よ
っ
て
統
一
さ
れ
て
い
る
。

と
述
べ
て
い
る
が
、
「
笑
い
を
見
出
す
こ
と
」
と
言
う
表
現
は
二
つ
に
解
釈
出

来
る
。
一
つ
は
、
 
「
古
事
記
』
自
体
が
、
笑
い
を
承
知
で
書
い
て
い
る
箇
所
を

指
摘
す
る
事
、
の
解
釈
で
あ
り
、
い
ま
一
つ
は
、
今
日
の
私
達
の
感
覚
か
ら
し

て
、
笑
え
る
場
所
を
見
出
す
事
、
の
解
釈
で
あ
る
。
最
後
の
文
か
ら
し
て
、
前

者
の
意
味
で
書
か
れ
て
い
る
が
、
私
の
調
べ
た
限
り
で
は
く
『
古
事
記
」
の
中

に
「
笑
う
」
と
具
体
的
に
表
現
し
た
所
を
見
出
す
事
は
極
め
て
少
な
い
V
と
言

う
方
が
よ
り
正
確
で
あ
る
。

 
『
古
事
記
」
の
最
初
の
方
に
あ
る
、
伊
語
那
岐
、
伊
邪
那
美
の
二
神
の
結
婚

は
、
互
い
に
身
体
的
特
徴
を
挙
げ
る
事
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
。
「
吾
が
身
は
、

…
」
「
我
が
身
は
…
」
と
男
女
の
相
違
が
端
的
に
表
現
さ
れ
る
対
話
は
、
明
確

で
直
接
的
で
は
あ
を
が
、
雪
面
で
は
な
い
。
二
神
の
対
話
を
、
当
時
の
人
達
が

私
達
と
同
じ
感
覚
で
受
け
取
っ
た
と
は
思
わ
な
い
が
、
す
ぐ
続
け
て
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
あ
な
に
や
し
え
 
を
と
こ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
を

 
 
伊
邪
那
美
命
、
先
に
「
阿
受
壷
夜
志
愛
上
蓑
登
古
衰
。
識
量
難
韻
擁
へ
ゐ
」

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
あ
な
に
や
し
え
 
を
と
め
を

 
 
と
言
ひ
、
後
に
伊
邪
那
岐
命
、
「
阿
那
遡
夜
志
言
上
褒
登
費
衰
。
」
と
言

 
 
ひ
、

と
や
は
り
二
神
の
唱
和
の
言
葉
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
言
葉
は
『
日
本
書

紀
』
の
同
じ
場
面
で
も
、
本
文
、
一
書
第
一
、
一
書
第
五
に
見
出
さ
れ
る
し
、

単
な
る
会
話
で
は
な
く
、
伝
統
的
、
搾
れ
た
文
句
と
し
て
の
認
識
が
認
め
ら
れ

（3）



る
。
明
る
く
何
の
か
げ
り
も
な
い
神
話
が
、
笑
い
を
越
え
た
笑
い
を
呼
び
興
し

た
の
に
つ
い
て
は
神
田
秀
夫
氏
が
、
「
記
紀
の
笑
わ
な
い
可
笑
し
さ
」
の
中
で

縷
々
述
べ
ら
れ
た
。
こ
の
様
な
」
一
神
の
喜
々
と
し
た
結
婚
の
儀
式
の
背
後
に

は
、
人
間
の
男
女
の
歓
喜
の
姿
が
窺
え
る
。
『
古
事
記
』
の
神
話
が
、
こ
の
よ

う
な
明
る
さ
の
中
に
始
っ
て
い
る
所
か
ら
、
以
下
に
「
笑
い
」
に
関
す
る
、
或

い
は
少
く
と
も
「
明
る
い
場
面
」
が
頻
出
す
る
と
考
え
る
と
、
そ
れ
は
、
表
面

的
に
は
見
事
に
裏
切
ら
れ
る
。
表
面
的
に
は
と
言
う
の
は
「
笑
い
」
の
語
、
或

い
は
そ
の
類
語
を
探
す
と
す
れ
ば
の
意
味
で
、
『
古
事
記
」
，
に
具
体
的
に
「
笑

う
」
と
表
記
さ
れ
て
い
る
箇
所
は
次
の
六
箇
所
で
あ
る
。

 
一
、
天
宇
受
売
命
、
天
の
香
山
の
天
の
日
影
を
手
次
に
繋
げ
て
、
天
の
真
折

 
 
を
縷
と
為
て
、
天
の
香
山
の
小
竹
葉
を
手
草
に
結
ひ
て
、
艸
鞘
睦
蕉
融
、
天
の

 
 
石
屋
戸
に
汗
気
翫
裏
山
姐
伏
せ
て
躇
み
登
仔
車
首
志
酷
臓
絆
甜
神
懸
り
為

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
と
 
よ

 
 
て
、
胸
乳
を
掛
き
出
で
裳
緒
を
番
傘
に
煙
し
垂
れ
き
、
爾
に
高
天
の
原
動

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
む
 
 
む

 
 
み
て
、
八
百
万
の
神
魂
に
咲
ひ
き
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
お
も

 
 
是
に
天
照
大
御
神
、
怪
し
と
以
為
ほ
し
て
、
、
天
の
石
屋
戸
を
細
め
に
開
き

 
 
て
、
内
よ
り
告
り
た
ま
ひ
し
く
、
「
吾
が
隠
り
坐
す
に
因
り
て
、
天
の
原

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
お
も

 
 
自
ら
解
く
、
亦
葦
原
中
国
も
二
刀
け
む
と
以
為
ふ
を
、
何
由
以
、
天
瀬
受

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
む
 
 
む

 
 
売
ほ
楽
を
為
、
亦
八
百
万
の
神
も
諸
咲
へ
る
。
」
と
の
り
た
ま
ひ
き
。
爾

 
 
に
天
宇
受
売
白
言
し
し
く
、
「
汝
命
に
益
し
て
貴
き
神
坐
す
。
故
、
歎
喜

 
 
 
む
 
 
む

 
 
び
咲
ひ
楽
ぶ
ぞ
」
。
と
ま
を
し
き
。

 
二
、
青
山
に
 
日
が
隠
ら
ば
 
ぬ
ば
た
ま
の
 
夜
は
出
で
な
む
 
朝
日
の

 
 
む
ゑ

 
 
笑
み
栄
え
来
て
…

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
い
の
ご
ふ
ぞ

 
三
、
宇
陀
の
 
高
城
に
…
え
え
細
引
 
し
ゃ
こ
し
や
 
、
此
は
伊
能
酔
言
曽
'

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
一
 
。
 
。

 
 
あ
あ
渚
引
 
し
や
ご
し
ゃ
 
此
は
脱
塩
そ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
む
 
 
む

 
四
、
．
須
須
許
理
が
 
醸
み
し
御
酒
に
 
我
酔
ひ
に
け
り
 
事
無
灯
 
笑
酒
に

 
 
我
酔
ひ
に
け
り

 
五
、
如
此
歌
ひ
参
帰
て
白
し
け
ら
く
、
「
我
が
天
皇
の
御
子
、
伊
呂
兄
の
王
に

 
 
 
 
 
や
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
o
 
o

 
 
兵
を
な
疑
り
た
ま
ひ
そ
。
若
し
兵
を
及
り
た
ま
は
ば
、
必
ず
人
品
は
む
。

 
 
僕
捕
へ
て
貢
進
ら
む
。
」
と
ま
を
し
き
。

 
 
 
 
 
 
 
ひ
と

 
六
、
爾
に
其
の
一
り
の
少
子
の
日
ひ
け
ら
く
、
「
汝
津
田
に
瞬
へ
。
」
と
い

 
 
へ
ば
、
其
の
兄
も
亦
日
ひ
け
ら
く
「
汝
至
心
に
憐
へ
。
」
と
い
ひ
き
。
如

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
つ
ど
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
む
 
む

 
 
此
相
譲
り
し
時
、
其
の
會
へ
る
人
等
、
其
の
相
譲
る
状
を
咲
ひ
き
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
○
印
は
筆
者
が
つ
け
た
）

 
以
上
六
箇
所
八
例
だ
け
で
あ
る
。
断
る
ま
で
も
な
く
、
語
の
有
無
や
、
用
例

の
頻
度
で
全
て
を
判
断
し
よ
う
と
言
う
の
で
は
な
い
。
こ
の
他
に
も
、
笑
い
と

関
係
あ
る
箇
所
、
宴
、
見
事
な
計
略
が
決
っ
た
話
、
誇
張
さ
れ
た
表
現
な
ど
が

あ
り
、
そ
れ
は
稿
を
改
め
て
考
え
る
が
、
一
見
し
て
笑
い
の
語
例
が
極
め
て
少

な
い
よ
う
に
思
う
。
一
つ
に
は
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
「
明
る
い
古
代
」
の
イ

メ
ー
ジ
が
私
の
中
に
強
い
事
、
い
ま
一
つ
に
は
、
「
泣
く
」
の
語
例
く
暗
伊
佐

知
伎
、
実
時
、
泣
澤
女
神
、
泣
状
、
泣
枯
、
泣
乾
、
実
伊
佐
配
流
、
泣
患
、

那
迦
士
、
那
迦
佐
麻
久
、
泣
涙
V
な
ど
、
，
二
十
箇
所
以
上
、
四
十
六
例
と
比
較

し
て
そ
う
思
う
の
で
あ
る
。
又
「
泣
く
」
の
出
て
い
る
箇
所
は
神
話
・
説
話
の

冒
頭
、
展
開
部
、
盛
り
上
っ
た
所
な
ど
で
、
歌
謡
の
詞
句
の
中
に
も
見
出
さ
れ

る
。
そ
れ
に
比
べ
る
と
先
の
六
箇
所
八
回
は
や
は
り
少
な
い
。
更
に
そ
の
用
例
・

-
を
少
し
詳
し
く
見
て
み
た
い
。

 
第
一
例
は
、
有
名
な
天
の
岩
戸
の
段
で
、
全
八
回
の
内
の
三
回
が
こ
の
場
所

に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
天
の
岩
屋
戸
に
、
刺
許
母
理
坐
し
た
天
照
大
御
神
を
引

き
出
す
為
に
八
百
万
の
神
が
集
り
様
々
な
策
を
練
り
、
天
領
受
売
命
は
神
懸
り

（4 ．）



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
あ
め
の
う
ず
め
の
み
こ
と

を
し
た
。
「
日
本
書
紀
』
で
も
同
じ
内
容
が
語
ら
れ
、
天
栄
女
命
は
「
天

石
三
戸
の
前
に
立
た
し
て
、
巧
に
作
俳
優
す
…
」
と
あ
っ
て
、
そ
の
振
舞
は
か

な
り
露
骨
で
性
的
で
あ
っ
た
。
，

 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
注
4
）

 
松
村
武
雄
博
士
に
よ
れ
ば

 
 
諸
々
の
民
族
は
女
陰
に
関
し
て
、
そ
れ
が
（
1
）
悪
気
・
邪
気
を
楽
勝
す

 
 
る
呪
能
。
 
（
豆
）
そ
れ
が
露
呈
さ
れ
た
場
合
の
可
笑
味
、
笑
い
の
爆
破
に

 
 
よ
る
賦
活
の
呪
能
。
を
持
つ
と
観
じ
、
且
つ
信
じ
て
み
た
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
注
5
）

と
言
う
事
で
あ
る
し
、
松
本
信
廣
氏
は

 
 
之
を
要
す
る
冬
期
に
於
け
る
祭
儀
に
於
て
、
笑
は
せ
る
こ
と
を
主
眼
と
し

 
 
て
喜
劇
的
動
作
が
行
は
れ
た
こ
と
、
天
竜
輪
郭
の
踊
も
そ
の
一
例
で
あ

 
 
り
、
字
義
通
り
、
命
が
道
化
て
胸
乳
を
露
し
、
裳
紐
を
垂
れ
、
俳
優
の
状

 
 
を
な
し
日
章
を
笑
は
し
た
、
と
解
釈
す
べ
き
で
あ
り
、
単
に
悪
魔
を
駆
逐

 
 
す
る
呪
術
行
為
と
の
み
解
す
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
。

と
言
わ
れ
る
。
 
「
古
事
記
」
で
の
天
宇
受
売
命
は
、
も
う
一
度
、
天
孫
降
臨
の

時
事
田
毘
古
弊
に
「
面
勝
っ
神
」
と
し
て
登
場
す
る
が
、
『
日
本
書
記
」
同
場

面
の
一
書
の
第
二
に
は
、
「
乃
ち
其
の
胸
乳
を
露
に
か
き
い
で
て
、
裳
帯
を
謄

 
 
 
 
 
 
 
あ
ざ
わ
ら

の
下
に
振
れ
て
、
咲
朦
唱
ひ
て
向
き
て
立
つ
」
と
あ
る
所
か
ら
し
て
、
松
村
説

に
近
い
行
為
を
し
た
事
と
な
る
だ
ろ
う
。
第
一
例
の
笑
い
を
要
約
す
る
と
、

 
「
、
共
笑
即
ち
集
団
の
笑
い
で
あ
。

 
二
、
他
意
の
な
い
、
喚
笑
で
あ
る
。

と
な
ろ
う
。
神
々
の
爆
笑
は
、
天
照
大
御
神
を
し
て
、
不
思
議
の
感
を
抱
か
せ

る
ほ
ど
に
明
る
く
楽
し
い
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
爆
発
的
な
笑
い
は
、
他
の
例

と
比
べ
る
と
む
し
ろ
異
例
で
あ
っ
た
。
諸
神
が
一
人
の
女
神
の
神
懸
り
の
様
子

を
見
る
状
況
は
、
神
楽
の
様
式
、
酒
宴
に
お
け
る
芸
能
見
物
に
連
な
る
も
の
で

「
古
 
事
 
記
』
 
の
 
笑
 
い
パ
上
）

あ
る
。
神
楽
が
、
神
・
人
臣
に
遊
ぶ
も
の
で
あ
り
、
、
酒
宴
は
専
ら
人
が
酒
食

を
楽
し
む
も
の
で
あ
る
と
は
言
え
、
結
局
は
人
間
の
「
尊
ぶ
も
の
、
喜
こ
ぶ
も

の
」
を
中
心
に
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
 
「
古
語
拾
遣
」
に
、
天
照
大
御
神

の
岩
屋
戸
か
ら
の
出
現
を
書
い
た
後
、

 
 
此
の
時
に
当
り
て
、
上
天
初
め
て
晴
れ
う
衆
評
に
相
見
る
に
、
面
恥
白
し
。

 
 
手
を
伸
し
て
歌
ひ
舞
、
相
与
に
称
へ
て
曰
く
、
阿
波
礼
（
言
は
、
天
晴
な
か
。
）
．

 
 
阿
那
於
茂
志
呂
（
古
語
に
、
事
の
甚
だ
切
な
る
を
ば
、
皆
阿
那
と
称
ふ
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
の

 
．
言
は
衆
面
・
明
白
な
り
）
。
阿
那
多
能
志
（
言
は
手
を
伸
し
て
舞
ふ
な
り
。

 
 
今
、
楽
し
き
事
を
指
し
て
、
之
を
多
能
志
と
謂
ふ
は
、
此
の
意
な
り
。
）

と
あ
る
の
は
、
そ
の
語
源
説
は
全
く
思
い
付
き
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
こ
で
考

え
ら
れ
て
い
る
の
は
、
神
の
振
舞
貼
人
間
の
振
舞
で
あ
る
。
集
団
で
大
い
に
笑

う
こ
の
第
一
例
は
結
ま
る
所
、
宴
の
笑
い
で
、
そ
こ
に
は
ヲ
コ
の
業
に
よ
っ
て

誘
わ
れ
た
笑
い
が
充
満
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

 
第
二
例
は
、
八
千
矛
神
の
性
急
か
つ
乱
暴
な
求
婚
歌
に
対
し
て
、
沼
逆
比
売

が
女
性
的
に
、
即
ち
、
や
ん
わ
り
と
官
能
的
に
答
え
た
歌
詞
の
中
に
見
え
る
語

で
あ
る
。

 
 
八
千
矛
の
 
神
の
命
…
…
青
山
に
 
日
が
隠
ら
ば
、
ぬ
ば
た
ま
の
 
夜
は

 
 
出
で
な
む
、
朝
日
の
饗
栄
え
来
て
樫
禰
の
白
き
．
臨
む
き

 
意
味
は
「
朝
日
の
指
す
よ
う
に
花
や
か
な
笑
顔
で
お
い
で
下
さ
っ
て
…
…
」

と
、
女
性
を
初
め
て
訪
れ
る
時
の
、
満
面
に
笑
み
を
浮
べ
た
男
性
の
姿
が
見
事

に
描
か
れ
て
い
る
所
で
あ
る
。
ゑ
む
は
「
時
代
別
国
語
大
辞
典
ヒ
代
編
」
に

 
 
ゑ
む
〔
笑
・
咲
〕
 
（
動
四
）
①
微
笑
を
浮
か
べ
る
。
…
…
②
花
が
咲
く
。

 
 
花
が
ほ
ほ
え
む
。
 
「
道
の
辺
の
草
深
百
合
の
花
咲
に
笑
ま
し
し
か
ら
に
…

 
 
…
」
「
さ
百
合
の
花
の
花
咲
み
に
に
ふ
ぶ
に
ゑ
み
て
」
…
…
〔
考
〕
②
第

（5）



 
 
一
、
二
例
（
①
の
第
二
例
）
は
、
花
の
エ
ム
こ
と
を
序
と
し
て
人
の
微
笑

 
 
に
か
け
て
お
り
、
元
来
人
の
笑
い
に
の
み
い
う
語
で
は
あ
る
ま
い
。

と
説
き
、
同
じ
く
用
例
と
し
て
挙
げ
る
、

 
 
熈
恰
微
笑
撮
拳
螺
撹
難
質
入
和
也
容
貌
和
悦
也
 
（
華
厳
音
義
私
記
）

と
あ
る
の
を
見
て
も
、
静
か
に
、
自
然
に
咲
く
花
、
徐
々
に
明
る
く
な
る
朝
日

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
む
 
 
む

の
よ
う
な
。
お
だ
や
か
な
笑
い
、
湧
き
あ
が
る
嬉
し
さ
が
ゑ
む
だ
っ
た
の
で
は

な
か
ろ
う
か
。
こ
の
第
二
例
の
笑
い
は
、
男
性
が
好
き
な
女
性
を
訪
れ
る
場
合

の
、
万
人
共
通
の
笑
い
で
、
し
か
も
個
々
の
人
に
密
接
な
笑
い
で
あ
る
。
こ
れ

 
 
 
 
 
 
 
（
注
6
）
r

に
つ
い
て
土
橋
寛
氏
は
 
 
 
 
 
 
 
 
 
．
 
 
 
 
 
 
 
 
、

 
 
こ
の
よ
う
な
解
放
的
な
笑
い
は
、
 
人
間
の
内
面
的
な
深
さ
、
精
神
性
壱

 
 
重
ん
じ
る
よ
う
に
な
る
と
、
や
や
軽
蔑
の
目
で
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、

 
 
『
竹
取
物
語
」
で
は
、
く
ら
も
ち
の
皇
子
の
計
略
が
馬
脚
を
あ
ら
わ
し
た

 
 
の
を
知
っ
て
、
か
ぐ
や
姫
は
「
笑
ひ
さ
か
え
」
、
『
源
氏
物
語
」
で
は
「
老

 
 
人
ど
も
」
「
賎
の
男
」
「
女
ば
ら
」
な
ど
に
つ
い
て
「
笑
み
栄
え
」
の
語

 
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。

と
説
か
れ
る
。
．
沼
河
比
売
の
歌
は
女
歌
の
典
型
的
な
も
の
で
、
比
喩
の
巧
み

さ
、
男
性
を
じ
ら
す
、
或
い
は
官
能
的
に
誘
う
様
子
が
見
事
で
あ
る
が
、
男
性

の
妻
訪
い
の
喜
び
を
女
性
が
歌
っ
て
い
る
点
に
ぱ
願
望
も
多
分
に
混
じ
っ
て
い

る
よ
う
で
あ
る
。

 
第
三
例
は
、
神
武
天
皇
が
、
宇
陀
の
兄
宇
迦
斯
を
撃
た
れ
た
時
の
歌
に
付
け

ら
れ
北
語
で
あ
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
さ
や

 
 
宇
陀
の
 
高
城
に
 
鴫
罠
張
る
 
我
が
待
つ
や
 
鴫
は
障
ら
ず
 
い
す
く

 
 
は
し
 
鯨
障
る

 
 
こ
な
み
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
そ
ば

 
 
前
妻
が
 
肴
乞
は
さ
ば
 
立
楓
稜
の
 
実
の
無
げ
く
を
 
こ
き
し
ひ
ゑ
ね

落
掌
し
磐
ば
義
舗
ぜ
の
響
け
謡
こ
さ
だ
ひ
ゑ
ね
驚

 
 
三
夜
胡
志
夜
 
此
者
伊
能
碁
布
曽
鵬
翫
字
 
阿
阿
哲
 
志
夜
胡
志
夜
 
此
者

 
 
む
 
 
む

 
 
三
咲
者
也
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
、

後
で
こ
の
歌
の
内
容
に
も
触
れ
る
の
で
全
文
を
挙
げ
た
が
、
表
記
上
か
ら
も
分

る
よ
う
に
、
亜
亜
以
下
は
離
詞
と
そ
の
注
記
で
あ
る
。
こ
の
歌
は
「
日
本
書
紀
」

で
ば
雛
詞
以
下
を
持
た
ず
、
後
ろ
に
・

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
う
た
ま
ひ
の
つ
か
さ
 
 
 
 
 
 
 
う
た

 
 
是
を
来
目
歌
と
謂
ふ
。
今
楽
府
に
此
の
歌
を
奏
ふ
時
は
、
な
ほ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ふ
と

 
 
手
量
の
大
き
小
き
、
ま
た
音
声
の
描
き
細
き
あ
り
。
此
は
古
の
遺
式
な
り
・

と
あ
る
よ
う
に
、
宮
中
に
保
存
さ
れ
て
い
た
事
が
分
る
。
更
に
同
じ
書
紀
に
、

や
そ
た
け
る

八
十
臭
帥
を
滅
し
た
後
で

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
む
 
 
む

 
 
皇
軍
、
大
き
に
悦
び
て
、
天
を
仰
ぎ
て
咲
ふ
。
因
り
て
歌
ひ
し
く
、

 
 
 
今
は
よ
 
今
は
よ
 
あ
あ
し
や
を
 
今
だ
に
も
 
吾
子
よ
 
今
だ
に
も

 
 
 
吾
子
よ
 
 
 
 
 
 
 
 
．

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
わ
ら

 
 
今
来
主
部
が
歌
ひ
て
後
に
大
い
に
晒
ふ
は
、
こ
れ
そ
の
縁
な
り
。

と
あ
る
よ
う
に
、
来
目
歌
は
、
出
陣
の
歌
、
戦
勝
の
歌
で
、
敵
を
嘲
け
り
咲
笑

す
る
事
が
、
重
要
な
意
味
を
持
っ
て
い
た
。
 
「
此
は
い
の
ご
ふ
そ
」
「
此
は
嘲

笑
ふ
そ
」
は
、
難
詞
だ
け
の
注
記
の
形
を
と
っ
て
は
い
る
が
、
御
製
歌
全
体
を

受
け
て
い
る
事
は
明
か
で
あ
る
。
歌
の
前
段
の
笑
い
を
誘
う
部
分
は
、
鴫
を
獲

る
羅
を
張
っ
て
い
た
の
に
、
思
い
も
か
け
ず
「
鯨
」
が
か
か
っ
た
、
と
い
ふ
所

で
あ
る
。
従
来
、
こ
の
「
鯨
」
が
蝉
茸
に
か
か
る
の
を
不
審
と
し
て
「
竈
頭
古

事
記
」
や
『
記
紀
歌
謡
全
講
』
武
田
祐
吉
、
な
ど
は
「
鷹
ら
」
説
を
採
っ
て
い

る
が
、
そ
の
有
り
得
な
い
所
が
笑
い
を
呼
ん
で
い
る
と
考
え
る
の
が
正
し
い
と

思
う
。
笑
い
の
発
生
の
一
つ
に
、
思
い
が
け
な
い
も
の
同
志
の
、
コ
ン
ト
ラ
ス

ト
に
よ
る
笑
い
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
鴫
絹
に
は
鴫
、
あ
る
い
は
鴫
大
の
鳥
が
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か
か
る
の
が
当
然
、
期
待
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
鯨
と
い
う
、
海
に

い
る
、
地
上
最
大
の
動
物
を
歌
い
出
す
と
、
そ
こ
に
は
無
条
件
な
笑
い
が
興
る

の
で
あ
る
。
さ
て
次
に
、
そ
の
鯨
が
何
を
意
味
す
る
か
に
つ
い
て
皇
軍
、
あ
る

い
は
兄
宇
迦
斯
と
見
る
二
説
が
あ
る
。
今
そ
の
説
に
つ
い
て
詳
し
く
論
じ
る
余

裕
は
な
い
が
、
本
歌
の
後
に
あ
る
同
じ
神
武
御
製
歌
に
敵
（
登
美
毘
古
）
を
大

石
に
喩
え
た
も
の
が
あ
り
、
「
我
が
待
つ
や
」
の
歌
詞
も
、
話
の
流
れ
に
添
っ

て
解
釈
す
る
時
は
、
神
武
天
皇
の
行
為
と
す
べ
き
で
、
や
は
り
思
い
が
け
な
い

大
き
な
獲
物
、
即
ち
兄
宇
迦
斯
を
鯨
に
喩
え
た
と
見
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。

た
だ
し
、
こ
の
歌
の
発
生
時
、
即
ち
宮
中
に
入
る
以
前
を
考
え
る
な
ら
ば
、
久

米
部
の
敵
に
対
す
る
呪
的
戦
歌
で
あ
っ
た
と
見
る
方
が
良
い
。

 
さ
て
後
段
の
、
前
妻
と
後
妻
と
を
格
段
に
差
別
す
る
構
成
は
い
ず
こ
で
も
、

い
つ
で
も
通
用
す
る
話
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
歌
い
始
め
た
の
は
獲
物
の
鯨
を
ど

う
配
分
す
る
か
へ
と
場
面
を
展
開
さ
せ
た
か
ら
で
あ
る
。
八
千
矛
神
と
須
世
理

毘
売
、
仁
徳
天
皇
と
石
之
日
売
命
の
嫉
妬
物
語
に
よ
っ
て
も
窺
え
る
よ
う
に
、

一
夫
多
妻
の
世
界
で
は
、
女
性
は
屡
々
男
性
を
辟
易
さ
せ
た
。
そ
れ
に
対
し
て

思
い
き
り
本
音
を
歌
っ
．
て
い
る
の
が
こ
の
歌
で
、
男
性
の
間
で
は
謡
い
忙
共
感

を
も
っ
て
迎
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
『
記
紀
歌
謡
評
釈
」
（
山
路
平
四
郎
）
は
、

後
段
に
つ
い
て

 
 
こ
の
部
分
は
、
内
容
か
ら
云
っ
て
、
男
同
志
で
、
女
性
抜
き
の
遠
慮
の
な

 
 
い
酒
席
で
の
謡
物
だ
っ
た
ろ
う
。
女
性
の
面
前
で
は
、
同
じ
女
性
の
間
を

 
 
差
別
す
る
よ
う
な
内
容
の
歌
が
謡
わ
れ
る
筈
も
な
く
、
ま
た
男
連
中
が
妻

 
 
の
こ
と
を
口
に
出
す
の
は
、
お
お
か
た
家
庭
を
離
れ
て
久
し
い
場
合
だ
か

 
 
ら
で
あ
る
。
そ
う
考
え
る
と
、
こ
の
歌
謡
が
、
も
し
本
来
か
ら
久
米
歌
の

 
 
範
囲
の
も
の
と
す
る
な
ら
、
遠
征
の
勝
利
を
祝
う
野
戦
で
の
酒
宴
の
謡
物

「
古
 
事
 
記
」
 
の
 
笑
 
い
 
（
上
）

 
 
で
あ
る
か
、
ま
た
も
し
、
本
来
は
別
の
出
自
の
も
の
と
す
る
な
ら
、
「
斎
ひ

 
 
妻
」
を
あ
と
に
残
し
て
、
八
つ
峰
を
越
え
て
鹿
猪
を
追
う
猟
師
の
間
で
、

 
 
一
猟
終
っ
て
獲
物
を
前
と
し
た
酒
宴
で
の
謡
物
、
い
ず
れ
は
そ
う
し
た
謡

 
 
物
で
あ
っ
た
ろ
う
。

と
推
定
し
て
い
る
が
、
恐
ら
く
正
鵠
を
射
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
、
こ
の

後
段
が
誉
詞
以
下
と
密
接
に
続
く
か
、
の
点
で
あ
る
が
、
ま
ず
「
い
の
ご
ふ
」

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ノ
 
 
イ
ト

に
つ
い
て
考
え
て
み
る
。
こ
の
語
に
つ
い
て
は
「
古
事
記
伝
」
も
「
此
言
過
心

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
い
ご
の
ふ
そ

得
難
し
」
八
但
し
本
文
と
し
て
ま
ず
伊
慢
心
布
曽
を
採
っ
て
い
添
）
と
言
う
よ
一
．

う
に
難
語
で
あ
っ
た
が
、
 
『
霊
異
記
」
 
（
上
巻
第
二
話
）
の
「
期
尉
二
合
イ
ノ

去
不
」
を
参
考
に
、
古
典
大
系
本
『
古
代
歌
謡
集
」
・
の
頭
注
に
「
イ
ノ
ゴ
フ
は

敵
に
向
っ
て
攻
撃
的
態
度
を
と
る
こ
と
。
…
…
こ
こ
は
、
か
ら
か
い
、
廟
奏
す

る
意
」
と
説
く
よ
う
な
解
が
広
く
支
持
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
「
え
え
・
し
ゃ

こ
し
や
」
は
勿
論
正
し
く
前
段
の
部
分
に
対
し
て
説
明
し
て
い
る
形
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
「
此
は
嘲
咲
そ
」
で
あ
る
が
「
古
事
記
伝
」
に
、
「
嘲
読
者
也
は
、

ア
ザ
ノ
ワ
ラ
 
フ
ゾ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
フ

阿
寒
和
羅
布
曽
と
師
の
青
れ
つ
る
に
従
べ
し
。
即
ち
あ
ざ
け
り
笑
ふ
意
な
り
。

 
 
 
 
 
ジ
ア
ザ
ケ
ル
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ノ
 
 

ア
ザ

字
鏡
に
喧
貴
同
阿
佐
介
音
、
又
曽
志
留
、
又
和
良
不
。
書
紀
神
代
巻
に
、
笑

ワ
ラ
フ

虐
又
嘲
。
と
あ
り
」
と
説
く
よ
う
に
、
馬
鹿
に
し
て
笑
う
意
で
あ
る
。
喉
詞
以
下

の
語
句
は
一
ま
と
ま
り
と
意
識
さ
れ
価
理
解
さ
れ
て
い
た
ろ
う
と
思
う
の
で
、

以
上
の
よ
う
に
考
え
て
よ
い
と
思
う
が
、
恥
を
恐
れ
ず
。
次
の
よ
う
な
私
見
も

示
し
て
お
き
た
い
。
と
言
う
の
は
「
嘲
」
は
『
説
文
新
附
」
に
「
善
書
、
杁
口

塞
声
」
と
あ
り
、
嘘
は
『
玉
篇
』
〔
に
「
嘘
同
朦
」
と
、
朦
は
「
説
文
解
字
」
に

「
大
笑
也
、
杁
口
早
声
」
ま
た
『
名
義
抄
」
に
も
「
ワ
ラ
フ
・
ア
ヘ
ク
」
と
あ
る

の
で
、
「
大
い
に
笑
う
」
の
意
味
を
持
つ
文
字
で
る
。
『
時
代
別
国
語
辞
典
上
代
編
」

で
も
「
あ
ざ
わ
ら
ふ
嘲
（
動
四
）
①
大
い
に
笑
う
。
…
…
」
と
あ
る
。
な
ら
ば
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「
あ
あ
 
し
ゃ
こ
し
や
 
こ
は
当
馬
ふ
そ
」
も
、
単
に
明
る
く
咲
笑
す
る
宴
の

歌
、
と
考
え
て
後
段
の
解
説
と
す
る
事
は
出
来
な
い
か
、
と
言
う
の
が
私
見
で

あ
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
か

 
第
四
例
は
「
奏
造
の
祖
漢
直
の
祖
、
及
酒
を
醸
む
こ
と
を
知
れ
る
人
、
名
は

須
須
許
理
」
が
醸
し
た
酒
を
讃
め
て
応
神
天
皇
が
歌
わ
れ
た
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
む
 
 
む
 
 
む

 
 
須
須
許
理
が
 
醸
み
し
御
酒
に
 
我
酔
ひ
に
け
り
 
事
無
漏
 
追
酒
に

 
 
我
酔
ひ
に
け
り

の
中
の
語
句
で
あ
る
。
原
文
は
「
恵
具
煮
魚
」
で
『
古
事
記
伝
』
に

 
 
エ
グ
シ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
エ
ミ
サ
カ
ユ
圏
 
ク
シ
 
 
 
 
 
 
 
エ
ム

 
 
灘
酒
に
な
り
。
歓
ば
心
お
も
し
ろ
《
、
咲
栄
乃
酒
と
云
意
な
り
。
咲

 
 
 
 
エ

 
 
を
、
恵
と
煽
る
こ
と
、
常
多
し
。
…
…
師
云
、
大
御
酒
に
三
十
ひ
て
御
心

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
エ
ミ
サ
カ
エ

 
 
の
万
の
御
思
を
和
さ
み
坐
、
咲
栄
坐
ス
よ
し
な
り
。

と
あ
る
の
が
、
妥
当
な
解
釈
で
あ
ろ
う
コ
人
を
悦
惚
の
世
界
へ
と
誘
う
神
秘
的

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ク
シ

な
力
ゆ
え
に
酒
は
「
奇
し
一
酒
」
と
呼
ば
れ
た
。
今
も
「
笑
い
上
戸
」
の
言
葉
が

あ
る
よ
う
に
、
酒
に
酔
え
ば
笑
い
も
生
れ
る
。
そ
ん
な
笑
い
を
も
た
ら
す
酒
を

「
笑
酒
」
を
歌
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
歌
は
、
整
っ
て
は
い
な
い
が
、
旋
頭
歌

で
、
第
三
句
と
第
六
句
が
同
形
で
あ
る
。
 
「
我
酔
ひ
に
け
り
」
が
、
酒
宴
で
の

謝
酒
歌
の
決
ま
り
文
句
で
あ
る
事
は
確
か
で
、
客
は
、
主
人
の
御
馳
走
の
酒
に

よ
っ
て
心
行
く
ま
で
酔
っ
た
事
を
告
げ
る
の
が
礼
儀
で
あ
っ
た
。
「
結
構
な
お

酒
を
充
分
頂
戴
し
ま
し
た
」
と
言
う
、
謝
酒
歌
の
形
式
を
用
い
て
、
帰
化
人
須

元
勲
理
の
功
績
を
称
え
た
歌
で
あ
る
が
、
こ
の
歌
の
後
に
次
の
よ
う
な
諺
の
起
．

源
が
続
い
て
い
る
。

 
 
か
く
歌
は
し
つ
つ
幸
行
ま
せ
る
時
に
、
御
杖
も
ち
て
大
坂
の
道
の
中
な
る

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
か
た
し
は

 
 
大
石
を
打
給
ひ
し
か
ば
、
そ
の
石
走
り
導
き
き
。
か
れ
諺
に
、
 
「
堅
石

 
 
も
酔
人
を
避
く
」
と
日
ふ
。

こ
う
な
る
と
ま
さ
し
く
落
語
の
落
ち
を
見
る
気
が
す
る
。
真
面
目
な
話
と
説
く

人
も
あ
る
が
、
『
竹
取
物
語
』
や
『
土
佐
日
記
』
に
も
あ
る
、
滑
稽
な
話
、
と

見
る
方
が
正
し
い
と
思
う
。
「
笑
酒
」
と
言
う
言
葉
自
体
に
つ
い
て
み
る
と
、

か
な
り
凝
縮
し
た
内
容
の
語
で
、
他
の
「
笑
い
」
が
、
動
詞
と
し
て
用
い
ら
れ

て
い
る
の
に
、
こ
の
場
合
は
、
酒
の
形
容
語
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
つ
記

紀
歌
謡
で
、
酒
に
関
す
る
歌
は
比
較
的
多
く
、
「
酒
楽
之
歌
」
（
仲
哀
音
）
と
言

う
歌
曲
の
名
称
さ
え
伝
え
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
等
の
い
ず
れ
の
歌
（
醇
酒
、

勧
酒
、
謝
短
歌
の
別
な
く
）
も
明
る
く
健
康
的
で
笑
い
と
喜
こ
び
に
満
ち
て
い

る
。
そ
の
点
で
、
讃
楚
歌
と
言
え
ば
す
ぐ
に
思
い
出
さ
れ
る
、
大
伴
旅
人
の

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ゑ
ひ
な
き

「
讃
瓦
餅
十
三
首
」
 
（
万
葉
巻
三
）
の
「
酔
実
」
の
歌
と
は
大
変
な
違
い
で

あ
る
。

 
第
五
例
は
、
話
し
言
葉
の
中
に
見
出
さ
れ
る
唯
一
の
も
の
で
あ
る
。
木
梨
軽

太
子
は
、
亡
羊
天
皇
の
崩
御
後
、
同
母
妹
と
関
係
し
、
人
々
に
背
か
れ
て
、
大

前
小
前
宿
祢
の
大
臣
の
家
へ
逃
ゆ
込
ん
だ
。
そ
れ
層
攻
撃
す
る
弟
・
穴
穂
御
子

（
安
康
天
皇
）
に
向
っ
て
、
大
前
小
宿
祢
は
次
の
様
に
言
っ
た
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
や

 
 
我
が
天
皇
の
御
子
、
伊
呂
覗
吻
王
に
兵
を
な
及
勤
詑
篭
ひ
そ
。
若
し
兵
を

 
 
及
り
た
ま
は
ば
、
必
ず
人
咲
は
む
。
僕
捕
へ
て
渓
流
ら
む
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ノ
ソ
シ
リ
ワ
ラ

 
人
民
の
模
範
た
る
べ
き
高
貴
の
人
が
、
実
の
兄
を
殺
す
の
は
「
世
人
雪
下

は
む
」
 
（
『
古
事
記
伝
』
）
と
言
う
の
で
あ
る
が
、
 
『
古
事
記
』
に
は
、
弟
が

兄
を
攻
め
た
り
、
殺
し
た
り
、
或
い
は
恋
の
勝
利
を
得
た
り
す
る
話
が
多
い
。

 
一
、
大
国
主
神
が
兄
弟
八
十
神
に
勝
っ
て
、
八
上
比
売
を
獲
得
す
る
話
。

 
 
（
上
巻
）

 
二
、
火
遠
理
命
（
山
幸
彦
）
が
兄
の
火
照
命
（
海
幸
彦
y
を
攻
め
て
勝
ち
、

 
 
守
獲
人
と
し
て
仕
え
さ
せ
る
話
。
 
（
上
巻
）
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三
、
神
沼
河
耳
鼻
（
繧
靖
天
皇
）
，
が
、
庶
兄
で
は
あ
る
が
当
芸
志
美
美
命
を

 
 
殺
す
話
。
 
（
神
武
記
）

 
四
、
大
回
命
を
殺
し
た
小
碓
神
（
倭
建
命
）
の
話
。
 
（
景
行
記
）

 
五
、
大
山
血
糊
の
殺
意
を
知
っ
て
計
略
を
練
り
、
河
に
屠
っ
た
昏
倒
（
宇
遅

 
 
和
紀
郎
子
）
の
話
。
 
（
応
神
意
）

 
六
、
伊
豆
志
衰
登
売
と
結
婚
出
来
る
か
否
か
を
、
秋
山
之
下
氷
壮
夫
（
兄
）

 
 
と
春
山
之
霞
壮
夫
が
賭
け
て
弟
が
勝
ち
、
母
に
頼
ん
で
賭
け
た
物
を
よ
こ

 
 
さ
な
い
兄
を
懲
ら
し
て
も
ら
う
話
。
 
（
応
神
田
）

．
七
、
兄
（
履
中
天
皇
）
を
殺
そ
う
ど
し
た
墨
江
中
王
を
、
次
の
弟
（
反
正
天

 
 
皇
）
が
隼
人
を
使
っ
て
殺
す
話
。
 
（
履
中
記
）

 
八
、
同
母
兄
（
安
康
天
皇
）
を
殺
さ
れ
て
も
起
と
う
と
し
な
か
っ
た
兄
達
、
、

 
 
黒
日
子
、
白
日
子
を
怒
っ
て
殺
し
た
大
長
谷
王
（
雄
略
天
皇
）
。
（
安
康
記
）

 
以
上
の
他
に
、
応
神
天
皇
が
、
大
山
守
命
と
大
雀
命
（
仁
徳
天
皇
）
に
「
汝
等

は
、
兄
な
る
子
と
弟
な
る
子
と
い
つ
れ
か
愛
し
き
」
と
問
わ
れ
た
話
が
あ
る
。

天
皇
の
心
を
察
し
た
大
雀
命
は
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
い
ぶ
せ

 
 
兄
の
子
は
既
に
人
ど
成
り
て
、
垂
れ
侶
き
こ
と
無
き
を
、
弟
は
未
だ
人

 
 
と
成
ら
ね
ば
、
是
れ
ぞ
愛
し
き

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
注
7
）

と
答
え
て
い
て
、
末
子
相
続
の
理
由
付
け
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
板
橋
隆
司
氏

に
よ
れ
ば
．

 
 
皇
位
継
承
の
順
序
か
ら
す
れ
ば
、
長
子
が
即
位
な
さ
る
の
が
、
普
通
の
よ

 
 
う
に
考
え
ら
れ
る
が
、
古
事
記
記
載
の
三
十
三
代
の
天
皇
の
う
ち
、
長
子

 
 
が
相
続
な
さ
っ
た
の
は
付
表
の
よ
・
、
9
に
、
わ
ず
か
に
1
2
例
（
皇
子
御
一
人

 
 
の
場
合
を
も
含
め
て
）
し
か
な
く
、
他
は
次
子
（
4
）
及
び
末
子
（
1
6
）

 
 
そ
の
他
（
女
帝
の
場
合
も
含
め
て
）
で
あ
る
の
を
見
れ
ば
必
ず
し
も
後
世

「
古
 
事
 
記
』
．
の
 
笑
 
い
 
（
上
）

 
 
の
よ
う
に
、
長
子
相
続
は
一
般
的
な
も
の
で
は
な
ぐ
、
む
し
ろ
既
述
の
よ

 
 
う
に
、
末
子
相
続
の
方
が
一
般
化
し
て
い
た
と
見
る
事
の
方
が
正
当
で
あ

 
 
ろ
う
。

と
あ
る
。
同
母
兄
を
殺
せ
ば
、
人
々
が
笑
う
と
い
う
の
は
他
に
例
が
な
い
の
み

な
ら
ず
、
『
日
本
書
紀
』
の
同
じ
場
面
を
見
る
と
、

 
（
大
前
宿
祢
）

 
 
 
「
願
は
く
は
、
太
子
を
な
害
し
た
ま
ひ
そ
、
臣
、
議
ら
む
」
と
ま
う
す
。

 
 
是
に
由
り
て
、
太
子
、
自
ら
大
前
宿
祢
の
家
に
死
せ
ま
し
ぬ
。

・
と
書
か
れ
て
い
て
、
何
の
理
由
付
け
も
な
さ
れ
て
い
な
い
。
以
上
の
事
か
ら
考

え
る
と
こ
の
「
人
咲
は
む
」
の
発
想
は
、
儒
教
の
「
長
幼
序
あ
り
」
的
な
思
想
の

影
響
を
考
え
ざ
る
を
得
な
い
。
他
の
「
笑
い
」
の
語
は
、
思
想
的
な
背
景
な
ど

と
い
う
も
の
は
な
い
が
、
こ
の
第
五
例
は
、
ま
さ
し
く
人
の
道
に
は
ず
れ
た
ら

人
が
笑
う
、
と
い
う
の
で
あ
っ
て
、
笑
い
の
質
が
全
く
違
ヶ
。
今
で
も
「
人
に

笑
わ
れ
な
い
よ
う
に
」
と
よ
く
言
う
が
、
そ
れ
は
ル
ー
ル
か
ら
外
れ
る
者
に
対

す
る
社
会
的
制
裁
と
し
て
の
笑
い
を
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
木
梨
軽
太
子
は

不
倫
の
関
係
で
「
世
の
人
に
背
か
れ
」
た
が
、
弟
が
兄
を
攻
め
れ
ば
同
じ
よ
う

に
人
に
背
か
れ
る
運
命
が
予
想
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
笑
い
の
一
つ
に
、
自
己
の

優
越
性
を
確
認
す
る
時
の
笑
い
が
あ
る
。
あ
ま
り
質
の
高
い
笑
い
と
は
言
え
な

い
が
、
自
己
を
確
認
す
る
事
に
も
な
る
の
で
あ
る
か
ら
最
も
本
質
的
な
笑
い
で

あ
ろ
う
。
今
日
で
も
、
周
囲
の
人
々
か
ら
浮
き
上
っ
て
生
き
る
困
難
さ
は
あ
る

が
、
我
が
道
を
行
く
人
も
少
く
な
い
。
然
し
、
古
代
に
あ
っ
て
は
、
共
同
体
か

ら
の
脱
落
、
あ
る
い
は
排
斥
は
死
を
ま
ね
い
た
。
笑
い
が
凶
器
に
な
る
事
も
少

層
く
は
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

 
第
六
例
は
、
播
磨
の
国
の
人
、
名
は
志
自
牟
の
新
室
の
宴
で
、
火
焼
き
の
二

少
子
（
顕
宗
・
仁
賢
）
が
擁
の
順
番
を
譲
り
合
っ
た
時
の
様
子
に
、
人
々
が
笑

（9）



つ
た
時
の
も
の
で

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
む
 
 
む

 
 
其
の
相
譲
ら
ふ
状
を
咲
ひ
き
、

ど
あ
る
。
 
『
古
事
記
伝
』
は

 
 
イ
ト
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヤ
ツ
コ

 
 
甚
難
き
火
焼
少
子
の
如
き
奴
の
、
身
に
怨
ず
、
人
が
ま
し
き
ふ
る
ま
ひ

 
 
を
笑
ふ
な
り
。

と
解
し
て
い
て
、
こ
れ
以
上
の
解
釈
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
話
は

「
日
本
書
紀
」
に
は
更
に
詳
し
く
書
か
れ
て
い
る
が
、

 
 
兄
弟
相
譲
り
て
、
久
に
起
た
ず
。
小
楯
、
噴
め
て
曰
は
く
「
何
為
れ
ぞ
太

 
 
だ
遅
き
、
速
に
起
ち
て
憐
へ
」

と
、
来
目
部
小
楯
（
二
人
の
少
子
が
、
顕
宗
、
仁
賢
で
あ
る
事
を
発
見
し
た
功

績
で
山
部
連
の
氏
を
賜
は
る
）
が
噴
る
話
に
な
っ
て
い
る
。
『
播
磨
風
土
記
」

 
 
 
こ
こ

で
も
「
爾
に
、
兄
弟
各
相
譲
り
」
と
あ
っ
て
、
こ
の
点
が
全
て
に
共
通
で
あ
り
、

伝
調
の
一
つ
の
ポ
イ
ン
ト
に
な
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
譲
り
合
う
話
の

典
型
的
な
も
の
は
、
大
愚
命
（
仁
徳
天
皇
）
と
宇
遅
能
和
紀
郎
子
の
皇
位
の
譲

り
合
い
で
あ
っ
た
。
そ
の
話
は
中
神
記
（
紀
で
は
仁
徳
天
皇
即
位
前
紀
）
に
あ

り
、
同
様
の
記
事
は
、
孝
徳
天
皇
即
位
前
紀
に
、
更
に
天
智
紀
十
年
十
月
の
条

（
天
武
天
皇
即
位
前
紀
に
再
録
）
に
見
出
き
れ
る
。
第
六
例
の
場
合
も
、
い
ず

れ
が
先
に
憐
う
か
で
皇
位
継
承
の
先
後
が
決
る
の
で
あ
る
か
ら
、
二
少
子
は
懸

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ひ
た
き

命
に
譲
り
合
っ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
仕
草
が
小
供
、
し
か
も
火
焼
を
す
る
身

・
分
の
者
と
は
と
う
て
い
思
え
ぬ
、
即
ち
身
分
の
高
い
大
人
の
振
舞
い
そ
っ
く
り

だ
っ
た
の
で
人
々
は
笑
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
笑
い
は
似
つ
か
わ
し
く
な
い
事

に
対
す
る
笑
い
、
即
ち
予
測
し
な
か
っ
、
た
事
を
見
て
の
笑
い
で
あ
る
。
勿
論
会

衆
一
同
の
笑
い
で
あ
っ
た
。

四

／

 
以
上
、
 
「
笑
う
」
と
実
際
に
書
か
れ
て
い
を
所
を
全
て
挙
げ
て
、
そ
の
笑
い
・

の
内
容
を
見
て
来
た
の
で
あ
る
が
、
全
て
に
共
通
し
て
い
る
の
は
、
衆
団
の
笑

い
で
あ
っ
て
、
個
人
的
な
笑
い
で
は
な
か
っ
た
、
と
言
う
事
で
あ
る
。
こ
れ
は

「
古
事
記
」
の
内
容
か
ら
す
れ
ば
当
然
で
あ
る
が
、
そ
の
笑
い
も
決
し
て
、
暗

さ
の
な
い
、
咲
笑
に
類
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
然
し
最
初
に
述
べ
た
よ
う
に
、

そ
の
頻
度
数
は
多
い
も
の
で
は
な
く
、
「
泣
く
」
に
比
較
す
れ
ば
全
く
乏
し
い

「
笑
い
」
で
あ
る
つ
た
だ
、
話
の
中
で
は
「
笑
う
」
行
為
が
重
要
な
意
味
を
持
'

っ
て
い
た
事
は
見
て
来
た
通
り
で
あ
る
。
今
回
は
あ
く
ま
で
「
笑
う
」
と
書
い

て
あ
る
。
語
の
有
無
忙
よ
る
「
笑
い
」
に
つ
い
て
考
え
た
が
、
次
回
で
は
、

「
ゑ
ら
ぐ
」
・
を
含
め
て
、
「
古
事
記
」
を
編
ん
だ
太
安
指
導
が
笑
い
を
感
じ
た
、

所
、
或
い
は
笑
い
と
関
係
を
持
つ
場
の
問
題
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
そ
し

て
『
古
事
記
」
の
文
学
性
に
つ
い
て
考
え
み
た
い
と
思
っ
て
い
る
。
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