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は
じ
め
に

　

長
年
研
究
に
携
わ
っ
て
い
る
と
、
か
え
っ
て
思
い
込
み
が
強
く
な
る
こ

と
が
あ
る
よ
う
だ
。
た
と
え
ば
古
語
辞
典
を
参
照
し
て
い
る
と
、
研
究
の

成
果
に
よ
っ
て
辞
書
の
説
明
は
刷
新
さ
れ
て
い
く
も
の
だ
と
ば
か
り
思
っ

て
い
た
。
も
ち
ろ
ん
そ
う
い
っ
た
面
も
否
定
で
き
な
い
の
だ
が
、
中
に
は

研
究
以
前
に
辞
書
の
方
が
本
質
を
射
抜
い
て
い
る
こ
と
も
あ
る
。
最
近
の

辞
書
は
な
か
な
か
い
い
こ
と
が
書
か
れ
て
い
る
と
あ
ら
た
め
て
認
識
さ
せ

ら
れ
た
。
考
え
て
み
れ
ば
そ
れ
は
当
然
の
こ
と
で
あ
り
、
む
し
ろ
自
分
の

「
世
の
中
騒
が
し
」
に
疫
病
を
読
む
こ
と

─
『
源
氏
物
語
』
薄
雲
巻
の
再
検
討
─

吉
海
直
人

頭
が
研
究
至
上
主
義
思
想
に
毒
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
思
い
知
っ
た
。
こ
こ

に
紹
介
す
る
「
世
の
中
騒
が
し
」
が
ま
さ
に
そ
の
好
例
だ
っ
た
の
で
、
自

省
を
込
め
て
紹
介
し
た
い
。

　

さ
て
、「
騒
が
し
」
と
い
う
形
容
詞
か
ら
、
ど
ん
な
こ
と
が
想
像
さ
れ

る
だ
ろ
う
か
。
辞
書
の
一
番
目
の
説
明
は
、
そ
の
ま
ま
「
騒
が
し
い
・
騒
々

し
い
」（
学
研
『
全
訳
古
語
辞
典
』）
と
な
っ
て
い
る
も
の
が
多
い
。
こ
の

説
明
な
ら
、
わ
ざ
わ
ざ
辞
書
を
参
照
す
る
必
要
は
あ
る
ま
い
。
で
き
れ
ば

最
初
に
現
代
語
の
用
法
と
は
異
な
る
も
の
を
あ
げ
て
ほ
し
い
と
願
う
の
は

虫
が
よ
す
ぎ
る
だ
ろ
う
か
。

　

学
研
の
辞
書
の
場
合
は
、
二
番
目
に
「
忙
し
い
・
あ
わ
た
だ
し
い
・
落

〔
研
究
ノ
ー
ト
〕
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ち
着
か
な
い
」
と
あ
っ
て
、
こ
れ
も
見
る
必
要
は
な
さ
そ
う
で
あ
る
。
と

こ
ろ
が
末
尾
の
注
意
に
、「
②
の
意
味
は
現
代
語
「
さ
わ
が
し
い
」
に
は

な
い
」
と
い
う
面
白
い
コ
メ
ン
ト
が
付
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
な
ど
現
代
語

は
音
（
聴
覚
）
に
訴
え
る
も
の
で
あ
っ
て
、
比
喩
的
な
も
の
は
含
ま
な
い

と
い
う
意
味
で
あ
ろ
う
。
い
わ
れ
て
み
れ
ば
確
か
に
そ
の
通
り
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
取
り
上
げ
た
い
の
は
②
で
は
な
く
、
学
研
の
辞
書
の
三
番
目
に

書
か
れ
て
い
る
意
味
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
そ
こ
に
「
世
の
中
が
穏
や

か
で
な
い
。
騒
然
と
し
て
い
る
」
と
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
例
と
し
て
引

用
さ
れ
て
い
る
『
枕
草
子
』
は
、「
世
の
中
に
事
出
で
来
て
、
さ
わ
が
し

う
な
り
て
」
で
あ
っ
た
。
だ
か
ら
こ
そ
意
味
に
も
「
世
の
中
」
が
含
ま
れ

て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

　

し
か
し
こ
れ
だ
け
で
は
終
わ
ら
な
い
。
な
ん
と
学
研
の
辞
書
に
は
、
別

に
「
世
の
中
騒
が
し
」
項
が
設
け
ら
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
（
後
述
）。

で
は
「
騒
が
し
」
と
「
世
の
中
騒
が
し
」
で
は
一
体
何
が
違
う
の
だ
ろ
う

か
。
何
故
わ
ざ
わ
ざ
「
世
の
中
騒
が
し
」
が
立
項
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う

か
。
だ
ん
だ
ん
興
味
が
わ
い
て
き
た
。

一

　

ど
う
や
ら
「
騒
が
し
」
と
い
う
語
に
は
、
意
味
の
広
が
り
が
あ
り
そ
う

だ
。
同
じ
よ
う
に
「
世
の
中
」
に
も
い
ろ
ん
な
意
味
が
あ
る
こ
と
は
古
典

の
常
識
で
あ
る
。
あ
ら
た
め
て
小
学
館
『
日
本
国
語
大
辞
典
第
二
版
』
を

見
る
と
、「
さ
わ
が
し
い
」
で
な
ん
と
七
項
目
に
も
分
け
て
意
味
が
掲
載

さ
れ
て
い
た
。
そ
の
六
番
目
の
意
味
と
し
て
、

⑹ 

（
戦
争
や
疫
病
ま
た
は
天
変
地
異
な
ど
で
）
社
会
の
情
勢
が
不
安
定

で
あ
る
。
世
情
が
落
ち
着
か
な
い
。

と
あ
っ
た
（「
世
の
中
」
項
の
方
に
は
そ
う
い
っ
た
記
述
は
認
め
ら
れ
な

か
っ
た
）。
こ
れ
が
私
が
注
目
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
例
と
し
て

引
用
さ
れ
て
い
る
作
品
を
見
る
と
、

・ 

す
べ
て
世
の
中
い
と
騒
が
し
か
な
り
。
こ
れ
が
わ
づ
ら
ふ
や
う
に
、

み
な
人
あ
な
る
。 

（『
う
つ
ほ
物
語
』
あ
て
宮
巻
１
１
７
頁
）

・ 

殿
な
ど
お
は
し
ま
さ
で
後
、
世
の
中
に
事
出
で
来
、
さ
わ
が
し
う
な

り
て
、
宮
も
ま
ゐ
ら
せ
給
は
ず
。

 

（『
枕
草
子
』
一
三
七
段
「
殿
な
ど
の
お
は
し
ま
さ
で
後
」
２
５
９
頁
）

・ 

そ
の
頃
、
世
の
中
い
と
騒
が
し
う
て
、
道
大
路
に
ゆ
ゆ
し
き
も
の
多

う
、
や
ん
ご
と
な
き
人
も
あ
ま
た
亡
う
な
り
な
ど
し
給
へ
ば
、
あ
は

れ
に
は
か
な
き
こ
と
を
誰
も
思
す
に
、 （『
狭
衣
物
語
四
』
３
３
８
頁
）

と
あ
っ
て
、
三
例
と
も
「
世
の
中
」
と
結
び
つ
い
て
い
る
こ
と
を
確
認
し

た
。

　

こ
の
中
の
『
枕
草
子
』「
殿
な
ど
お
は
し
ま
さ
で
後
」
の
例
（
学
研
に
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も
あ
り
）
は
、
間
に
「
事
出
で
来
」
が
挿
入
さ
れ
て
い
る
の
で
わ
か
り
に

く
い
が
、
新
編
全
集
の
頭
注
二
二
に
は
、「
四
月
五
月
に
流
行
し
た
疫
病

の
折
の
こ
と
を
含
め
た
表
現
か
。」
と
コ
メ
ン
ト
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
点
、

『
狭
衣
物
語
』
の
例
は
明
確
（
具
体
的
）
で
あ
る
。
し
か
も
頭
注
二
に
は
、

「「
世
の
中
」
が
「
騒
が
し
」
と
は
疫
病
が
流
行
し
て
世
間
が
落
ち
着
か

な
い
状
態
を
い
う
。」（
３
３
８
頁
）
と
は
っ
き
り
示
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら

に
続
く
頭
注
三
に
も
、

疫
病
の
た
め
、
行
き
倒
れ
に
な
る
人
、
あ
る
い
は
け
が
れ
を
忌
ん
で

死
ぬ
前
に
か
つ
ぎ
出
す
場
合
も
あ
り
、
死
体
の
こ
と
を
さ
す
。

と
補
わ
れ
て
い
た
。

　

二
つ
の
言
葉
が
合
体
し
て
連
語
・
複
合
語
に
な
る
と
、
ま
た
新
た
な
意

味
が
発
生
す
る
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
が
日
本
語
の
面
白
い
と
こ
ろ
で
あ
ろ

う
。
た
だ
し
古
語
辞
典
な
ど
の
項
目
は
、
短
い
一
品
詞
で
立
項
さ
れ
る
の

が
原
則
な
の
で
、
こ
う
い
っ
た
複
合
表
現
が
見
出
し
に
上
が
る
こ
と
は
滅

多
に
な
い
よ
う
だ
。
参
考
ま
で
に
岩
波
書
店
『
古
語
辞
典
』
で
「
さ
わ
が

し
」
を
引
い
て
み
る
と
、
二
番
目
の
説
明
と
し
て
「
物
情
騒
然
た
る
状
態

や
疫
病
流
行
な
ど
に
つ
い
て
い
う
。」
と
指
摘
さ
れ
て
い
た
。
同
様
に
角

川
書
店
『
古
語
辞
典
』
の
「
さ
わ
が
し
」
項
の
三
番
目
に
も
、「（
世
情
が
）

不
安
だ
。
不
穏
だ
。
ま
た
特
に
、
疫
病
の
流
行
に
い
う
こ
と
も
あ
る
。」

と
コ
メ
ン
ト
さ
れ
て
い
た
。
さ
ら
に
角
川
書
店
『
古
語
大
辞
典
』
で
も
、

三
番
目
の
説
明
の
中
に
「
疫
病
の
流
行
に
関
し
て
用
い
る
こ
と
が
多
い
」

と
あ
っ
た
。

　

こ
の
場
合
、
必
ず
し
も
「
世
の
中
」
と
の
関
連
に
は
触
れ
ら
れ
て
い
な

い
の
で
、「
騒
が
し
」
単
独
で
も
疫
病
流
行
の
意
味
を
担
っ
て
い
る
と
判

断
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
多
く
の
古
語
辞
典
で
は
、

か
な
り
早
く
か
ら
「
騒
が
し
」
の
中
に
「
疫
病
流
行
」
を
指
摘
し
て
い
た

こ
と
が
わ
か
っ
た
（
そ
の
嚆
矢
は
未
詳
）。
そ
こ
で
試
み
に
「
世
の
中
騒

が
し
」
の
論
文
を
探
し
て
み
た
が
、
古
い
論
文
は
見
当
た
ら
な
か
っ
た
。

要
す
る
に
複
数
の
古
語
辞
典
の
方
が
、
早
く
か
ら
疫
病
を
読
み
取
っ
て
い

た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

二

　

そ
う
い
っ
た
中
で
、
さ
す
が
に
『
日
本
国
語
大
辞
典
第
二
版
』
で
も
、

「
世
の
中
」
に
続
い
て
わ
ざ
わ
ざ
「
世
の
中
騒
が
し
」
が
立
項
さ
れ
て
お

り
、⑴

悪
疫
が
流
行
し
て
、
世
間
が
落
ち
着
か
な
い
。

と
記
さ
れ
て
い
た
。
ま
た
そ
の
例
と
し
て
、

・ 

親
な
ど
の
心
地
あ
し
と
て
、
例
な
ら
ぬ
け
し
き
な
る
。
ま
し
て
世
の

中
な
ど
さ
わ
が
し
と
聞
ゆ
る
こ
ろ
は
、
よ
ろ
づ
の
こ
と
お
ぼ
え
ず
。
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（『
枕
草
子
』
一
四
四
段
「
胸
つ
ぶ
る
る
も
の
」
２
７
０
頁
）

・ 
年
頃
思
ふ
こ
と
な
く
て
、
世
中
さ
は
が
し
と
い
え
ば
、
こ
の
君
た
ち

い
か
が
と
思
へ
ど
、 

（『
成
尋
阿
闍
梨
母
集
』
96
頁
）

・ 

主
上
の
御
悩
、
大
方
世
中
の
さ
わ
が
し
き
時
は
、
五
条
の
天
神
に
靫

を
か
け
ら
る
。 

（『
徒
然
草
』
二
〇
三
段
２
４
０
頁
）

が
引
用
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
う
ち
の
『
枕
草
子
』
一
四
四
段
「
胸
つ
ぶ
る

る
も
の
」
を
見
て
み
よ
う
。「
世
の
中
な
ど
さ
わ
が
し
と
聞
ゆ
る
こ
ろ
」

に
つ
い
て
、
新
編
全
集
頭
注
四
に
は
「
悪
疫
流
行
の
こ
ろ
」
と
記
し
て
あ

る
。
そ
の
直
前
の
「
例
な
ら
ぬ
け
し
き
」
に
つ
い
て
注
は
な
く
、
現
代
語

訳
も
「
ふ
だ
ん
と
は
違
っ
た
よ
う
す
」
と
あ
る
が
、「
心
地
─
例
な
ら
ぬ
」

は
重
病
で
死
に
そ
う
に
な
っ
て
い
る
と
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

次
の
『
成
尋
阿
闍
梨
母
集
』
は
延
久
三
年
（
一
〇
七
一
年
）
の
秋
の
こ

と
の
よ
う
で
あ
る
。
講
談
社
学
術
文
庫
の
語
釈
に
は
、

世
間
の
様
子
が
お
だ
や
か
で
な
い
こ
と
、
物
情
騒
然
た
る
状
態
や
疫

病
流
行
な
ど
に
つ
い
て
い
う
。 
（
99
頁
）

と
あ
る
（
岩
波
の
『
古
語
辞
典
』
と
同
じ
）。
翌
年
の
延
久
四
年
に
は
疱

瘡
が
流
行
し
た
よ
う
だ
が
、
こ
の
年
の
記
録
は
見
当
た
ら
な
か
っ
た
。

　

こ
う
い
っ
た
『
日
本
国
語
大
辞
典
第
二
版
』
か
ら
進
展
し
た
の
が
、
小

学
館
『
全
文
全
訳
古
語
辞
典
』
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
「
さ
わ
が
し
」
項

に
参
考
が
設
け
ら
れ
、
そ
こ
で
、

「
世
の
中
さ
わ
が
し
」
の
形
で
用
い
る
場
合
は
、
多
く
流
行
病
な
ど

で
世
間
が
騒
然
と
し
て
い
る
こ
と
に
い
う
。

と
、
あ
え
て
「
世
の
中
さ
わ
が
し
」
と
い
う
複
合
語
で
の
特
殊
な
意
味
（
流

行
病
）
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
が
学
研
『
全
訳
古
語
辞

典
』
や
旺
文
社
『
全
訳
古
語
辞
典
第
三
版
』
に
な
る
と
さ
ら
に
一
歩
踏
み

込
ん
で
、「
よ
の
な
か
─
さ
わ
が
し
」（
連
語
）
項
が
別
に
立
て
ら
れ
て
い

た
。
そ
の
上
で
学
研
は
、「
悪
性
の
伝
染
病
が
流
行
し
て
い
て
、
世
の
中

が
落
ち
着
か
な
い
。」
と
、
伝
染
病
に
特
化
し
た
説
明
に
な
っ
て
い
る
。

旺
文
社
に
し
て
も
、「
疫
病
が
流
行
し
て
世
間
が
さ
わ
い
で
い
る
。」
と
説

明
し
て
あ
る
。
小
学
館
『
精
選
版
日
本
国
語
大
辞
典
』
に
な
る
と
「
世
中

騒
が
し
」項
で
真
っ
先
に
、「
悪
疫
が
流
行
し
て
、世
間
が
落
ち
着
か
な
い
。」

を
あ
げ
て
い
る
。
こ
れ
は
当
然
な
が
ら
『
日
本
国
語
大
辞
典
第
二
版
』
と

ま
っ
た
く
同
じ
説
明
で
あ
る
。

　

こ
う
な
る
と
、「
世
の
中
騒
が
し
」
が
熟
語
・
複
合
語
と
し
て
認
知
さ

れ
て
い
た
と
い
う
か
、
重
要
な
常
套
表
現
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
た
と

い
え
そ
う
で
あ
る
。
で
は
従
来
の
一
般
的
な
古
語
辞
典
は
ど
う
で
あ
ろ
う

か
。
た
と
え
ば
三
省
堂
『
全
訳
読
解
古
語
辞
典
』
の
「
さ
わ
が
し
」
を
見

る
と
、「
世
の
中
の
状
況
や
人
心
が
不
安
定
で
落
ち
着
か
な
い
。
お
だ
や

か
で
な
い
。」
と
、
漠
然
と
し
た
説
明
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
。
い
つ
も
何

か
と
頼
み
に
し
て
い
る
小
学
館『
古
語
大
辞
典
』に
し
て
も
、「
さ
わ
が
し
」
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の
説
明
の
中
で
疫
病
に
は
一
切
触
れ
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
の
だ
か
ら
、
こ

こ
に
引
用
し
た
小
学
館
・
角
川
・
学
研
・
旺
文
社
は
、
か
な
り
意
味
が
特

化
さ
れ
て
い
る
と
い
う
か
、「
世
の
中
騒
が
し
」
が
限
定
的
に
解
釈
さ
れ

て
い
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
が
高
校
生
用
の
古
語
辞
典
で
あ
る
の
は
、
重

版
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
の
で
新
し
い
説
が
取
り
入
れ
や
す
い
か
ら
で
あ
ろ

う
か
。

三

　

こ
こ
ま
で
長
々
と
古
語
辞
典
に
お
け
る
説
明
の
違
い
を
見
て
き
た
。
し

か
し
な
が
ら
、
何
故
か
そ
の
こ
と
が
論
文
に
書
か
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た

よ
う
で
あ
る
（
探
し
て
も
見
つ
か
ら
な
か
っ
た
）。
東
日
本
大
震
災
後
の

平
成
二
五
年
に
刊
行
さ
れ
た
『
天
変
地
異
と
源
氏
物
語
』（
翰
林
書
房
）

に
し
て
も
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
天
変
地
異
（
も
の
の
さ
と
し
）
が
主
体
・

焦
点
と
な
っ
て
お
り
、
疫
病
に
つ
い
て
は
看
過
さ
れ
て
い
た（
１
）。

　

最
近
に
な
っ
て
コ
ロ
ナ
が
世
界
的
に
蔓
延
し
た
こ
と
で
、
過
去
の
疫
病

流
行
が
歴
史
を
遡
っ
て
顧
み
ら
れ
、
疫
病
の
歴
史
が
雑
誌
の
特
集
に
な
っ

た
り
単
行
本
と
し
て
出
版
さ
れ
る
中
、
よ
う
や
く
「
世
の
中
騒
が
し
」
表

現
が
疫
病
流
行
の
キ
ー
ワ
ー
ド
と
し
て
論
文
に
登
場
し
て
き
た
。そ
れ
が
、

・ 

桜
井
宏
徳
氏
「『
栄
花
物
語
』〈
世
の
中
騒
が
し
〉
小
考
─
疫
病
の
流

行
を
め
ぐ
る
表
現
と
し
て
─
」『
危
機
下
の
中
古
文
学
二
〇
二
〇
』（
武

蔵
野
書
院
）
令
和
３
年
３
月

・ 

河
添
房
江
氏
「『
源
氏
物
語
』
と
王
朝
の
疫
病
─
薄
雲
巻
の
「
世
の

中
騒
が
し
」
を
中
心
に
─
」
文
学
語
学
２
３
１
・
令
和
３
年
４
月

で
あ
る
。
こ
の
二
本
が
ほ
ぼ
同
時
に
発
表
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
も
留
意
し

た
い（
２
）。

と
い
う
こ
と
で
論
文
の
タ
イ
ト
ル
を
見
る
と
、
桜
井
氏
は
『
栄
花

物
語
』
を
中
心
に
広
く
論
じ
ら
れ
て
お
り
、
河
添
氏
は
逆
に
『
源
氏
物
語
』

薄
雲
巻
に
特
化
し
て
い
る
こ
と
が
見
て
取
れ
る
。

　
『
栄
花
物
語
』
は
ス
ト
レ
ー
ト
に
「
世
の
中
騒
が
し
」
に
疫
病
の
流
行

と
死
を
記
し
て
い
る
の
だ
か
ら
、
桜
井
氏
が
『
栄
花
物
語
』
を
取
り
上
げ

た
の
は
当
然
だ
ろ
う
。
そ
れ
に
対
し
て
河
添
氏
は
、
ほ
と
ん
ど
疫
病
に
触

れ
て
い
な
い
『
源
氏
物
語
』
か
ら
、
王
朝
の
疫
病
を
論
じ
よ
う
と
し
て
お

ら
れ
る
の
だ
か
ら
、
察
す
る
に
か
な
り
大
変
だ
っ
た
に
違
い
な
い
。

　

と
い
う
こ
と
で
、
普
通
な
ら
ば
こ
の
お
二
人
の
功
績
と
し
て
高
く
評
価

し
た
い
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
前
述
の
よ
う
に
既
に
複
数
の
古
語
辞
典
に
示

唆
的
な
コ
メ
ン
ト
が
あ
っ
た
の
だ
か
ら
、
む
し
ろ
コ
ロ
ナ
以
前
の
古
語
辞

典
の
説
明
を
こ
そ
高
く
評
価
し
た
い
（
誰
が
言
い
出
し
た
の
か
ま
で
は
特

定
で
き
て
い
な
い
）。

　

そ
れ
は
さ
て
お
き
、
桜
井
論
を
参
考
に
し
て
「
世
の
中
騒
が
し
」
表
現

を
有
す
る
作
品
を
列
挙
す
る
と
、
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『
う
つ
ほ
物
語
』・『
蜻
蛉
日
記
』・『
枕
草
子
』・『
源
氏
物
語
』・『
朝

忠
集
』・『
大
納
言
公
任
集
』・『
紫
式
部
集
』・『
和
泉
式
部
続
集
』『
大

鏡
』・『
栄
花
物
語
』・『
後
拾
遺
集
』・『
狭
衣
物
語
』・『
更
級
日
記
』・

『
徒
然
草
』

な
ど
、
か
な
り
多
く
の
平
安
朝
の
作
品
に
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ

か
っ
た（
３
）。
疫
病
は
奈
良
時
代
に
も
流
行
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
上

代
の
文
学
作
品
に
は
見
当
た
ら
な
い
こ
と
、
ま
た
案
外
和
歌
の
詞
書
に
は

見
ら
れ
る
こ
と
を
付
け
加
え
て
お
き
た
い
。
初
出
は
前
述
の
『
う
つ
ほ
物

語
』
あ
て
宮
巻
の
よ
う
で
、

す
べ
て
世
の
中
い
と
騒
が
し
か
な
り
。
こ
れ
が
わ
づ
ら
ふ
や
う
に
、

み
な
人
あ
な
る
。
源
宰
相
も
死
ぬ
べ
し
と
な
ん
い
ふ
め
る
。

 

（
１
１
７
頁
）

と
「
わ
づ
ら
ふ
」（
疾
病
用
語
）
を
伴
っ
て
書
か
れ
て
い
る
（
桜
井
氏
も

注
目
さ
れ
て
い
る
）。
用
例
が
一
番
多
い
の
は
『
栄
花
物
語
』
の
十
七
例

で
あ
る
。
歴
史
物
語
で
は
疫
病
の
流
行
が
政
治
と
か
か
わ
る
重
要
事
項
な

の
で
あ
ろ
う
。

　

ま
た
辞
書
に
引
用
さ
れ
て
い
た
『
枕
草
子
』
一
三
七
段
「
殿
な
ど
の
お

は
し
ま
さ
で
後
」
に
は
、

殿
な
ど
の
お
は
し
ま
さ
で
後
、
世
の
中
に
事
出
て
来
、
さ
わ
が
し
う

な
り
て
、
宮
も
ま
ゐ
ら
せ
た
ま
は
ず
、
小
二
条
殿
と
い
ふ
所
に
お
は

し
ま
す
に
、 

（
２
５
９
頁
）

と
見
え
て
い
る
。
た
だ
し
前
述
の
よ
う
に
「
世
の
中
」
と
「
さ
わ
が
し
」

の
間
が
離
れ
て
い
る
こ
と
も
あ
っ
て
、
疫
病
に
特
化
さ
れ
て
は
い
な
か
っ

た
。
か
ろ
う
じ
て
頭
注
二
二
に
、「「
な
ど
」
と
あ
る
の
は
、
同
年
五
月
八

日
の
関
白
道
兼
の
死
な
ど
、
四
月
五
月
に
流
行
し
た
疫
病
の
折
の
こ
と
を

含
め
た
表
現
か
。
婉
曲
表
現
か
。」
と
あ
る
程
度
で
あ
っ
た
。
こ
の
注
が

書
か
れ
た
頃
に
は
、
疫
病
へ
の
関
心
が
ま
だ
薄
か
っ
た
こ
と
が
察
せ
ら
れ

る
。

四

　

こ
こ
で
参
考
ま
で
に
、
河
添
論
を
参
照
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
、
当
時
の

疫
病
の
流
行
を
簡
単
に
紹
介
し
て
お
こ
う
。
正
暦
四
年
か
ら
長
保
三
年
ま

で
の
わ
ず
か
十
年
足
ら
ず
（『
源
氏
物
語
』
が
執
筆
さ
れ
る
直
前
）
を
例

に
し
た
だ
け
で
、

正
暦
四
年
（
九
九
三
年
）　

咳
逆
疫
（
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
）・
疱
瘡
（
天

然
痘
）
の
流
行

正
暦
五
年
（
九
九
四
年
）　

疫
病
の
流
行　

京
都
で
五
位
以
上
の

六
七
人
死
亡

長
徳
元
年
（
九
九
五
年
）　

疫
病
の
流
行　

納
言
以
上
二
人
、
四
位
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七
人
、
五
位
五
四
人
死
亡

　
　
　
　

 
関
白
藤
原
道
兼
・
左
大
臣
源
重
信
・
大
納
言
朝
光
・
大
納

言
済
時
・
大
納
藤
原
道
頼
・
中
納
言
源
保
光
・
中
納
言
伊

陟
死
去　
（
関
白
道
隆
は
糖
尿
病
？
）

長
徳
四
年
（
九
九
八
年
）　

疱
瘡
（
麻
疹
）
流
行

長
保
二
年
（
一
〇
〇
〇
年
）　

疫
病
流
行

長
保
三
年
（
一
〇
〇
一
年
）　

疫
病
流
行　

為
尊
親
王
死
去　

夫
宣

孝
死
去

と
い
っ
た
疫
病
の
流
行
が
あ
げ
ら
れ
る
（
天
変
・
地
震
・
飢
饉
・
台
風
な

ど
は
省
い
た
）。
こ
れ
を
見
る
と
、
ほ
ぼ
毎
年
の
よ
う
に
疫
病
が
流
行
し

て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
も
ち
ろ
ん
一
口
に
疫
病
と
い
っ
て
も
、
天
然
痘

だ
け
で
な
く
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
・
麻
疹
・
赤
痢
な
ど
複
数
の
疫
病
が
し
ば

し
ば
猛
威
を
振
る
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
う
し
て
み
る
と
、
震
災
な
ど
よ

り
疫
病
の
方
が
京
都
で
の
被
害
（
死
者
の
数
）
は
甚
大
だ
っ
た
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。

　

こ
れ
は
現
在
の
コ
ロ
ナ
禍
の
状
況
と
類
似
し
て
お
り
、
第
一
波
・
第
二

波
と
繰
り
返
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
こ
う
い
っ
た
疫
病
の
こ
と
は
、『
日

本
紀
略
』
正
暦
五
年
（
九
九
四
）
条
の
末
尾
に
、

今
年
正
月
ヨ
リ
十
二
月
ニ
至
リ
テ
、
天
下
ノ
疫
癘
最
モ
盛
ン
ナ
リ
。

鎮
西
ヨ
リ
起
コ
リ
七
道
ニ
遍
満
ス
。 

（
国
史
大
系
本
１
７
９
頁
）

と
あ
っ
て
、
外
国
か
ら
感
染
者
が
入
港
す
る
こ
と
で
、
ま
ず
鎮
西
（
大
宰

府
）
で
発
生
し
、
そ
れ
が
街
道
沿
い
に
拡
散
し
て
京
都
ま
で
も
た
ら
さ
れ

る
よ
う
で
あ
る
。
正
暦
五
年
の
「
五
位
以
上
六
七
人
」
や
長
徳
元
年
の
「
五

位
五
四
人
」
は
と
ん
で
も
な
い
数
で
あ
る
。
長
徳
元
年
な
ど
、
公
卿
だ
け

で
も
七
名
が
亡
く
な
っ
て
い
る
。
そ
の
年
の
公
卿
は
全
部
で
十
四
人
な
の

で
、
そ
の
半
数
が
亡
く
な
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
も
疫
病
以
外
で

道
隆
も
亡
く
な
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
こ
の
年
は
欠
員
補
填
が
は
な
は
だ

多
か
っ
た
こ
と
に
な
る
。

　

次
に
桜
井
氏
の
御
論
を
参
考
に
さ
せ
て
い
た
だ
く
と
、
そ
の
正
暦
五
年

に
つ
い
て
『
栄
花
物
語
』
み
は
て
ぬ
ゆ
め
巻
に
は
「
わ
づ
ら
ふ
」
を
伴
っ

て
、

は
か
な
く
と
し
も
く
れ
て
、
正
暦
五
年
と
い
ふ
。
い
か
な
る
に
か
、

こ
と
し
世
の
中
さ
は
が
し
う
、
春
よ
り
わ
づ
ら
ふ
人
々
お
ほ
く
、
み

ち
お
ほ
ぢ
に
も
ゆ
ゆ
し
き
物
ど
も
お
ほ
か
り
。 

（
２
０
３
頁
）

と
あ
り（
４
）、
長
徳
元
年
に
つ
い
て
は
、

か
く
て
長
徳
元
年
正
月
よ
り
よ
の
中
い
と
さ
は
が
し
う
な
り
た
ち
ぬ

れ
ば
、 

（
２
０
８
頁
）

と
あ
る
。
ま
た
『
大
鏡
』
に
は
長
徳
元
年
の
こ
と
が
、

そ
の
年
の
祭
の
前
よ
り
、
世
の
中
き
は
め
て
さ
わ
が
し
き
に
、
ま
た

の
年
、
い
と
ど
い
み
じ
く
な
り
た
ち
に
し
ぞ
か
し
。
ま
づ
は
、
大
臣
・
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公
卿
多
く
う
せ
た
ま
へ
り
し
に
、
ま
し
て
四
位
・
五
位
の
ほ
ど
は
、

数
や
は
知
り
し 

（
２
９
４
頁
）

と
語
ら
れ
、
そ
れ
に
続
い
て
亡
く
な
っ
た
人
の
名
前
が
、

閑
院
大
納
言
、
中
関
白
殿
、
小
一
条
左
大
将
済
時
卿
、
六
条
左
大
臣

殿
、
粟
田
右
大
臣
殿
、
桃
園
中
納
言
保
光
卿
、
山
井
大
納
言
殿
、

 

（
２
９
４
頁
）

と
七
名
も
羅
列
さ
れ
て
い
た
。
ま
た
『
大
鏡
』
に
よ
る
と
、

そ
れ
も
た
だ
こ
の
入
道
殿
の
御
幸
ひ
の
、
上
を
き
は
め
た
ま
ふ
に
こ

そ
は
べ
る
め
れ
。
か
の
殿
ば
ら
、
次
第
の
ま
ま
に
ひ
さ
し
く
保
ち
た

ま
は
ま
し
か
ば
、
い
と
か
く
し
も
や
は
お
は
し
ま
さ
ま
し
。

 

（
２
９
５
頁
）

と
あ
っ
て
、
疫
病
流
行
の
お
蔭
で
藤
原
道
長
が
破
格
の
昇
進
を
遂
げ
た
と

さ
れ
て
い
る
（
焼
け
太
り
？
）。
こ
の
点
が
『
栄
花
物
語
』
と
『
大
鏡
』

の
執
筆
意
図
の
違
い
で
も
あ
る
の
だ
ろ
う
が
、
そ
れ
は
さ
て
お
き
道
長
は

ど
う
も
ウ
イ
ル
ス
に
強
か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

続
く
長
徳
四
年
は
疱
瘡
（
麻
疹
）
が
流
行
し
て
お
り
、『
日
本
紀
略
』

長
徳
四
年
条
の
末
尾
に
は
、

今
年
、
天
下
夏
よ
り
冬
ニ
至
リ
疫
疱
遍
発
ス
。
六
七
月
ノ
間
、
京
師

ノ
男
女
死
者
甚
ダ
多
シ
。
下
人
死
ナ
ズ
。
四
位
以
下
ノ
妻
最
モ
甚
ダ

シ
。 

（
国
史
大
系
本
１
９
１
頁
）

と
あ
っ
て
、
何
故
か
四
位
以
下
の
妻
の
感
染
が
多
か
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ

て
い
る
（「
遍
発
」
は
広
く
起
こ
る
こ
と
）。

　
『
源
氏
物
語
』
が
執
筆
さ
れ
る
直
前
に
、
こ
れ
だ
け
大
々
的
に
疫
病
が

流
行
し
て
い
る
の
だ
か
ら
、
紫
式
部
が
そ
の
こ
と
を
知
ら
な
か
っ
た
は
ず

は
あ
る
ま
い
。
第
一
、
紫
式
部
の
夫
・
藤
原
宣
孝
に
し
て
も
、
長
保
三
年

（
一
〇
〇
一
年
）
に
疫
病
に
罹か
か

っ
て
亡
く
な
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
で
は
な

い
か（
５
）。

仮
に
夫
の
死
が
『
源
氏
物
語
』
執
筆
の
動
機
と
な
っ
た
の
で
あ
れ

ば
、
疫
病
と
『
源
氏
物
語
』
は
深
層
で
深
く
関
わ
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

だ
か
ら
こ
そ
紫
式
部
は
、
あ
え
て
疫
病
と
い
う
直
接
的
な
表
現
を
避
け
て

い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

五

　

か
つ
て
『
源
氏
物
語
』
は
、
王
朝
時
代
の
貴
族
の
生
活
を
知
る
こ
と
が

で
き
る
便
利
（
重
宝
）
な
作
品
と
考
え
ら
れ
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
は
な
は

だ
し
い
も
の
と
し
て
、『
日
本
の
歴
史
』
の
平
安
時
代
が
『
源
氏
物
語
』

を
参
考
に
し
て
執
筆
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
（
そ
の
頃
の
歴
史

資
料
が
少
な
い
た
め
）。
し
か
し
、
た
と
え
平
安
中
期
の
歴
史
資
料
が
欠

落
し
て
い
る
と
し
て
も
、
そ
の
穴
を
『
源
氏
物
語
』（
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
）

で
埋
め
る
と
い
う
の
は
賛
成
で
き
な
い
（
歴
史
家
の
す
る
こ
と
で
は
な
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い
）。
何
故
な
ら
ば
、『
源
氏
物
語
』
に
は
日
常
の
生
活
、
い
い
か
え
れ
ば

当
た
り
前
の
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
書
か
れ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　
『
源
氏
物
語
』
に
書
か
れ
て
い
る
の
は
、
物
語
展
開
に
必
要
な
こ
と
に

限
ら
れ
て
い
る
。
む
し
ろ
当
た
り
前
で
な
い
こ
と
が
書
か
れ
て
い
る
と

思
っ
た
方
が
い
い
く
ら
い
で
あ
る
。
多
発
し
て
い
た
内
裏
の
火
事
に
も
触

れ
ら
れ
て
い
な
い
。
だ
か
ら
『
源
氏
物
語
』
を
資
料
と
し
て
平
安
時
代
の

生
活
や
文
化
を
語
る
の
は
、
逆
に
平
安
時
代
を
大
き
く
見
誤
る
こ
と
に
な

り
か
ね
な
い
の
だ
。『
源
氏
物
語
』は
そ
ん
な
都
合
の
い
い
作
品（
資
料
集
）

で
は
な
い
の
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
が
「
世
の
中
（
の
）
騒
が
し
」
と
い
う
表
現
が
三
回
用
い
ら
れ

て
い
る
こ
と
に
気
付
い
た
途
端
、
状
況
が
一
変
す
る
。『
源
氏
物
語
』
全

体
で
も
、
用
例
は
こ
の
わ
ず
か
三
例
し
か
用
い
ら
れ
て
い
な
い（
６
）。
し
か
も

薄
雲
巻
だ
け
に
キ
ー
ワ
ー
ド
の
よ
う
に
三
例
ま
と
め
て
用
い
ら
れ
て
い
る

と
い
う
偏
り
が
あ
っ
た
。
薄
雲
巻
を
見
る
と
、
同
年
に
太
政
大
臣
・
藤
壺
・

式
部
卿
宮
の
三
人
が
立
て
続
け
に
亡
く
な
っ
て
い
る
。
そ
の
重
要
人
物
の

死
に
関
わ
る
か
の
よ
う
に
「
世
の
中
騒
が
し
」
が
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
の

で
あ
る
。
既
に
河
添
氏
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
繰
り
返
す
こ
と
に
な

る
が
、
あ
ら
た
め
て
用
例
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。

１ 

そ
の
年
、
お
ほ
か
た
世
の
中
騒
が
し
く
て
、
公
ざ
ま
に
物
の
さ
と
し

し
げ
く
、
の
ど
か
な
ら
で
、
天
つ
空
に
も
、
例
に
違
へ
る
月
日
星
の

光
見
え
、 

（
４
４
３
頁
）

　
「
そ
の
年
」
と
い
う
の
は
直
前
の
「
そ
の
こ
ろ
、
太
政
大
臣
亡
せ
た
ま

ひ
ぬ
」（
４
４
２
頁
）
を
受
け
て
い
る
。
頭
注
十
三
に
は
、「
天
変
地
異
や

疫
病
が
起
る
。
以
下
永
祚
元
年
（
九
八
九
年
）
の
史
実
を
も
と
に
し
た
と

の
説
が
あ
る
。」
と
あ
る
。
た
だ
し
新
編
全
集
五
二
九
頁
の
付
録
に
疫
病

の
こ
と
は
記
載
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
玉
上
琢
彌
氏
『
源

氏
物
語
評
釈
四
』（
角
川
書
店
）
の
語
釈
に
は
、「
世
の
中
が
い
ろ
い
ろ
な

災
害
や
流
行
病
な
ど
で
落
ち
着
か
な
い
、不
安
が
満
ち
て
い
る
。」（
１
８
２

頁
）
と
疫
病
に
触
れ
て
い
る
し
、
わ
ざ
わ
ざ
「
凶
兆
頻
出
」
と
い
う
見
出

し
を
立
て
て
、

「
世
の
な
か
騒
が
し
く
て
」
と
い
う
の
は
、
伝
染
病
が
は
や
っ
て
、

死
亡
者
が
多
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
当
時
は
い
っ
た
ん
伝
染
病
が

は
や
り
だ
す
と
手
の
つ
け
よ
う
が
な
い
。
自
然
に
消
滅
す
る
の
を
待

つ
ば
か
り
で
あ
る
。歴
史
の
上
で
は
こ
の
物
語
が
で
き
る
す
こ
し
前
、

正
暦
六
年
（
九
九
五
年
）
一
月
か
ら
伝
染
病
で
、
上
達
部
が
ぞ
く
ぞ

く
と
死
ぬ
事
件
が
あ
っ
た
（
そ
の
お
か
げ
で
道
長
が
政
権
の
座
に
つ

い
た
の
で
あ
る
。い
ま
の
場
合
も
そ
れ
で
、多
く
の
人
々
が
な
く
な
っ

た
。 

（
１
８
２
頁
）

と
、
伝
染
病
の
流
行
を
強
調
し
て
お
ら
れ
る
。
こ
ん
な
に
早
く
に
疫
病
に

言
及
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
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と
こ
ろ
が
古
注
な
ど
に
こ
う
い
っ
た
指
摘
は
一
切
見
当
た
ら
な
い
。
疫

病
に
触
れ
て
い
る
早
い
例
は
江
戸
時
代
の
『
湖
月
抄
』（
北
村
季
吟
）
か

ら
で
、
前
述
の
「
世
の
中
さ
わ
が
し
く
て
」
に
「
疫
病
の
は
や
る
な
る
べ

し
。
栄
花
物
語
な
ど
に
、
数
多
此
こ
と
ば
あ
り
」（
学
術
文
庫
中
巻

１
６
９
頁
）
と
記
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
を
見
る
と
、『
栄
花
物
語
』
に
用

例
が
多
い
こ
と
も
既
に
知
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
あ
る
い
は
私
と

同
じ
よ
う
に
、『
栄
花
物
語
』
の
例
か
ら
遡
っ
て
『
源
氏
物
語
』
の
例
を

判
断
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
後
に
書
か
れ
た
『
栄
花
物
語
』

の
記
事
を
先
行
す
る
『
源
氏
物
語
』
に
あ
て
は
め
て
読
む
と
い
う
の
は
本

道
で
は
あ
る
ま
い
。

　

な
お
太
政
大
臣
に
つ
い
て
は
、

し
ば
し
籠
り
た
ま
へ
り
し
ほ
ど
を
だ
に
天
の
下
の
騒
ぎ
な
り
し
か

ば
、
ま
し
て
悲
し
と
思
ふ
人
多
か
り
。 
（
４
４
２
頁
）

と
、
か
つ
て
朱
雀
帝
の
御
代
に
辞
任
し
て
い
た
時
の
こ
と
を
、「
天
の
下

の
騒
ぎ
」
と
し
て
い
る
。
賢
木
巻
で
辞
任
し
た
左
大
臣
に
そ
ん
な
こ
と
は

書
か
れ
て
い
な
か
っ
た
が
、
そ
れ
を
踏
ま
え
て
こ
こ
で
は
太
政
大
臣
の
死

去
が
そ
の
時
以
上
に
重
た
い
で
き
ご
と
だ
っ
た
と
し
て
い
る
。
そ
の
こ
と

は
光
源
氏
の
口
か
ら
死
期
迫
る
藤
壺
に
、

太
政
大
臣
の
隠
れ
た
ま
ひ
ぬ
る
を
だ
に
世
の
中
心
あ
わ
た
た
し
く
思

ひ
た
ま
へ
ら
る
る
に
、
ま
た
か
く
て
お
は
し
ま
せ
ば
、
よ
ろ
づ
に
心

乱
れ
は
べ
り
て
、 

（
４
４
７
頁
）

と
語
ら
れ
て
い
る
。
た
だ
し
源
氏
は
太
政
大
臣
の
影
響
力
を
あ
え
て
「
だ

に
」
と
し
て
、
藤
壺
の
重
要
性
を
強
調
し
て
い
る
。「
だ
に
」
を
意
図
的

に
繰
り
返
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
両
者
の
軽
重
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

次
の
用
例
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。

２ 

そ
の
日
、
式
部
卿
の
み
こ
う
せ
給
ぬ
る
よ
し
を
そ
う
す
る
に
、
い
よ

い
よ
世
中
の
さ
は
が
し
き
事
を
な
げ
き
お
ぼ
し
た
り
。 （
４
５
３
頁
）

３ 

こ
ま
や
か
な
る
鈍
色
の
御
直
衣
に
て
、
世
中
の
さ
は
が
し
き
な
ど
こ

と
つ
け
給
ひ
て
、
や
が
て
精
進
な
れ
ば
、 

（
４
５
８
頁
）

　

２
は
式
部
卿
の
こ
と
を
「
奏
す
」
と
あ
る
の
で
、
冷
泉
帝
に
奏
上
さ
れ

た
の
で
あ
ろ
う
。
３
は
光
源
氏
が
斎
宮
女
御
を
訪
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ

る
が
、
藤
壺
の
死
を
受
け
て
喪
服
を
身
に
着
け
て
い
る
。
お
そ
ら
く
そ
の

年
は
、
こ
の
三
人
以
外
に
も
多
く
の
人
が
疫
病
で
亡
く
な
っ
て
い
る
は
ず

だ
が
、『
源
氏
物
語
』
は
そ
の
こ
と
を
あ
え
て
語
ろ
う
と
は
し
な
い
。
こ

れ
に
つ
い
て
頭
注
に
は
、
永
祚
元
年
（
九
八
九
年
）
の
史
実
が
踏
ま
え
ら

れ
て
い
る
と
さ
れ
て
い
る
。
と
い
う
の
も
、
こ
の
年
に
太
政
大
臣
の
モ
デ

ル
で
あ
る
左
大
臣
藤
原
頼
忠
が
亡
く
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
た
だ
し

『
小
右
記
』
な
ど
の
記
述
に
よ
る
と
、
確
か
に
そ
の
年
に
疫
病
も
流
行
し

て
い
る
が
、
む
し
ろ
天
変
地
異
や
災
害
の
被
害
の
方
が
甚
大
だ
っ
た
こ
と

が
わ
か
っ
た（
７
）。も

う
一
人
、藤
原
良
房
も
モ
デ
ル
と
し
て
あ
が
っ
て
い
る
。
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彼
な
ど
疫
病
死
し
て
い
る
も
の
の
、
従
来
の
研
究
者
の
疫
病
に
対
す
る
扱

い
が
軽
か
っ
た
の
で
、
浮
上
し
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
、

　

な
お
こ
の
三
人
の
中
で
は
、
式
部
卿
の
親
王
の
死
を
あ
げ
て
い
る
理
由

が
よ
く
わ
か
ら
な
い
。
太
政
大
臣
も
藤
壺
も
光
源
氏
政
権
に
と
っ
て
重
要

人
物
だ
が
、
式
部
卿
は
親
王
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
て
、
源
氏
政
権
に
さ
ほ

ど
重
要
な
役
割
を
荷
っ
て
い
た
と
は
思
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
あ
る
い
は

式
部
卿
と
い
う
ポ
ス
ト
は
、
多
く
の
親
王
を
統
括
す
る
重
要
な
職
掌
な
の

で
あ
ろ
う
か
。
も
し
そ
う
な
ら
、
こ
れ
に
よ
っ
て
藤
壺
の
兄
兵
部
卿
宮
が

次
の
式
部
卿
に
就
任
す
る
こ
と
に
意
味
が
見
出
せ
そ
う
で
あ
る（
８
）。

六

　

あ
ら
た
め
て
薄
雲
巻
を
丹
念
に
読
む
と
、「
世
の
中
騒
が
し
」
に
類
似

し
た
表
現
が
い
く
つ
か
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
気
付
く
。
そ
の
一
つ
が

「
世
の
中
静
か
な
ら
ぬ
」
で
あ
る
。
こ
れ
も
一
例
の
み
な
ら
ず
、
複
数
用

い
ら
れ
て
い
る
。

・ 

天
変
頻
り
に
さ
と
し
、
世
の
中
静
か
な
ら
ぬ
は
こ
の
け
な
り
。
い
と

き
な
く
も
の
の
心
知
ろ
し
め
す
ま
じ
か
り
つ
る
ほ
ど
こ
そ
は
べ
り
つ

れ
、 

（
４
５
２
頁
）

・ 

世
の
静
か
な
ら
ぬ
こ
と
は
、
か
な
ら
ず
政
の
直
く
ゆ
が
め
る
に
も
よ

り
は
べ
ら
ず
。 

（
４
５
４
頁
）

　

ま
た
若
菜
下
巻
に
も
「
世
の
中
静
か
な
ら
ぬ
車
の
音
」（
２
３
２
頁
）

と
あ
る
が
、
こ
れ
は
疫
病
と
は
無
縁
の
軽
い
用
法
な
の
で
除
外
し
た
い
。

そ
う
な
る
と
こ
れ
も
薄
雲
巻
の
特
殊
用
法
と
し
て
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き

そ
う
だ
。
特
に
前
者
は
夜
居
の
僧
都
に
よ
っ
て
、
冷
泉
帝
が
出
生
の
秘
密

を
知
ら
な
い
こ
と
に
起
因
す
る
と
説
か
れ
、
後
者
は
源
氏
が
冷
泉
帝
譲
位

を
戒
め
る
言
葉
と
し
て
説
か
れ
て
い
る
。

　

さ
ら
に
１
の
末
尾
を
み
る
と
、「
の
ど
か
な
ら
で
」
と
あ
る
こ
と
に
気

付
く
。
こ
れ
も
上
の
文
と
の
繋
が
り
か
ら
読
む
と
、「
世
の
中
─
の
ど
か

な
ら
で
」
と
な
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
『
栄
花
物
語
』
く

も
の
ふ
る
ま
ひ
巻
に
も
、

世
の
中
い
と
騒
が
し
う
心
の
ど
か
な
ら
ぬ
に
、
関
白
殿
春
よ
り
久
し

く
悩
み
わ
た
ら
せ
た
ま
ふ
に
、
四
月
に
な
り
て
は
す
こ
し
よ
ろ
し
く

な
ら
せ
た
ま
ふ
に
、
大
将
殿
世
の
中
の
御
心
地
わ
づ
ら
は
せ
た
ま
ひ

け
り
。
七
日
と
い
ふ
に
う
せ
さ
せ
た
ま
ひ
ぬ
。 

（
３
２
１
頁
）

と
あ
り
、関
白
頼
道
は
回
復
し
て
い
る
も
の
の
、息
子
の
大
将
通
房
は
あ
っ

け
な
く
亡
く
な
っ
て
い
る
。
こ
こ
に
あ
る
「
世
の
中
の
御
心
地
」
は
、
既

に
疫
病
感
染
に
特
化
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
読
め
る
（「
わ
づ
ら
ふ
」
も
重

要
）。
同
様
に
、

・ 

天
の
下
も
か
く
の
ど
か
な
ら
ぬ
に
よ
ろ
づ
あ
わ
た
た
し
く
な
む
。
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（
４
５
３
頁
）

の
「
あ
わ
た
た
し
」
に
も
留
意
し
た
い
。
こ
う
い
っ
た
関
連
語
を
含
め
て
、

薄
雲
巻
に
は
疫
病
を
想
起
さ
せ
る
表
現
が
こ
れ
で
も
か
と
仕
掛
け
ら
れ
て

い
る
（
鏤
め
ら
れ
て
い
る
）
こ
と
に
な
る
。

　

こ
れ
ま
で
薄
雲
巻
の
「
世
の
中
騒
が
し
」
は
、
天
変
地
異
を
天
の
啓
示

と
見
た
冷
泉
帝
が
譲
位
を
ほ
の
め
か
す
方
向
で
解
釈
さ
れ
て
お
り
、
そ
の

た
め
疫
病
に
重
点
を
置
く
解
釈
は
皆
無
に
近
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
コ
ロ
ナ

の
蔓
延
に
よ
っ
て
、
俄
か
に
「
世
の
中
騒
が
し
」
と
疫
病
の
結
び
つ
き
が

注
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
で
、
疫
病
に
ウ
エ
イ
ト
を
置
い
た
解
釈

の
再
検
討
が
要
請
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
『
源
氏
物
語
』
が
コ
ロ
ナ

に
影
響
を
与
え
た
の
で
は
な
く
、
コ
ロ
ナ
に
よ
っ
て
『
源
氏
物
語
』
研
究

者
の
偏
見
が
よ
う
や
く
打
破
さ
れ
た
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。

　

い
ず
れ
に
し
て
も
薄
雲
巻
に
は
「
世
の
中
騒
が
し
」
が
集
中
し
て
い
る

だ
け
で
な
く
、
類
義
語
の
「
静
か
な
ら
ぬ
」
や
「
の
ど
か
な
ら
ぬ
」「
あ

わ
た
た
し
」
ま
で
用
い
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
薄
雲
巻
の
異
常
性

は
自
ず
か
ら
看
取
さ
れ
る
。
そ
う
い
っ
た
表
現
の
中
で
、
三
人
の
重
要
人

物
が
亡
く
な
る
の
で
あ
る
か
ら
、
当
然
疫
病
を
患
っ
て
亡
く
な
っ
た
の
で

は
な
い
か
と
い
う
読
み
も
可
能
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
こ
ま
で
だ
っ
た
。

　

冷
泉
帝
が
譲
位
の
意
志
を
源
氏
に
ほ
の
め
か
し
た
の
は
、
必
ず
し
も
式

部
卿
の
死
去
が
契
機
と
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
母
藤
壺
の
死

に
連
動
し
て
、
夜
居
の
僧
都
か
ら
父
が
源
氏
だ
と
知
ら
さ
れ
た
こ
と
が
大

き
な
要
因
の
は
ず
で
あ
る
。
こ
の
後
は
「
世
の
中
騒
が
し
」
よ
り
も
、
冷

泉
帝
が
密
通
の
秘
密
を
知
っ
た
こ
と
に
ウ
エ
イ
ト
が
置
か
れ
て
い
る
。
と

い
う
よ
り
、
す
べ
て
は
源
氏
の
政
権
が
よ
り
一
層
安
定
化
恒
常
化
す
る
方

向
で
事
態
が
収
束
し
て
い
る
（
世
代
交
替
を
含
む
）。
疫
病
の
流
行
が
ど

の
よ
う
に
鎮
静
化
し
た
の
か
は
書
か
れ
て
い
な
い
。

　

社
会
の
不
穏
を
描
い
て
い
る
薄
雲
巻
は
、
結
局
冷
泉
帝
の
御
代
で
源
氏

の
政
権
が
盤
石
で
あ
る
こ
と
を
再
確
認
し
た
に
す
ぎ
な
い
の
だ
。

ま
と
め

　

今
回
と
り
あ
げ
た
「
世
の
中
騒
が
し
」
表
現
に
つ
い
て
正
直
に
白
状
す

れ
ば
、
私
は
か
つ
て
「
宝
船
」
の
調
査
を
通
し
て
、『
徒
然
草
』
二
〇
三

段
に
五
条
天
神
が
、

主
上
の
御
悩
、
大
方
、
世
中
の
騒
が
し
き
時
は
、
五
条
の
天
神
に
靫ゆ
ぎ

を
か
け
ら
る
。 

（
２
４
０
頁
）

と
登
場
し
て
い
る
こ
と
を
承
知
し
て
い
た（
９
）。
し
か
も
新
編
全
集
の
頭
注

一
〇
に
は
、「
流
行
病
で
世
間
が
大
騒
ぎ
に
な
る
時
」
と
あ
る
に
も
か
か

わ
ら
ず
、「
世
の
中
騒
が
し
」表
現
に
ま
っ
た
く
注
目
で
き
て
い
な
か
っ
た
。

五
条
天
神
が
薬
の
神
様
で
あ
る
こ
と
を
考
慮
す
れ
ば
、
そ
の
時
に
疫
病
と
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の
関
わ
り
に
気
づ
い
て
も
よ
か
っ
た
の
に
と
悔
や
ま
れ
る
。

　

で
は
「
世
の
中
騒
が
し
」
は
、『
日
本
国
語
大
辞
典
第
二
版
』
の
説
明

の
よ
う
に
、
疫
病
だ
け
で
な
く
戦
争
や
天
変
地
異
・
災
害
・
飢
饉
と
も
深

く
関
わ
っ
て
い
る
と
読
む
べ
き
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
と
も
疫
病
に
特

化
し
て
読
む
べ
き
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
う
考
え
た
時
、
本
来
は
何
で
も

い
い
の
だ
ろ
う
が
、
そ
の
中
で
疫
病
の
流
行
が
も
っ
と
も
発
生
す
る
回
数

が
多
い
こ
と
に
思
い
至
っ
た
。
し
か
も
人
の
出
入
り
が
多
く
、
人
口
が
密

集
し
て
い
る
京
都
で
蔓
延
し
や
す
い
の
で
あ
る
か
ら
、
必
然
的
に
「
世
の

中
騒
が
し
」
の
大
半
を
疫
病
の
例
が
占
め
て
も
不
思
議
は
あ
る
ま
い
。
そ

れ
が
古
語
辞
典
の
解
釈
だ
っ
た
。

　

そ
ん
な
中
に
あ
っ
て
、
特
に
『
栄
花
物
語
』
は
積
極
的
に
疫
病
流
行
に

伴
う
歴
史
の
面
白
さ
を
読
ま
せ
よ
う
と
し
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
『
源

氏
物
語
』
の
場
合
は
、
む
し
ろ
疫
病
を
表
面
化
せ
ず
、
あ
え
て
韜
晦
し
て

い
る
。
夫
の
疫
病
死
さ
え
朧
化
し
て
い
る
の
だ
か
ら
、『
源
氏
物
語
』
に

疫
病
を
書
か
な
い
の
も
首
肯
で
き
る
。
た
だ
し
薄
雲
巻
に
「
世
の
中
騒
が

し
」
が
三
回
も
繰
り
返
さ
れ
、
さ
ら
に
類
似
表
現
が
繰
り
返
さ
れ
て
不
穏

な
雰
囲
気
を
醸
成
さ
せ
て
お
り
、
必
然
的
に
読
者
が
疫
病
の
流
行
と
そ
れ

に
伴
う
冷
泉
帝
の
譲
位
を
予
測
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
ろ
う
。

　

と
こ
ろ
が
冷
泉
帝
が
夜
居
の
僧
都
か
ら
密
通
の
秘
密
を
知
ら
さ
れ
た
こ

と
で
、
か
え
っ
て
光
源
氏
と
の
提
携
が
密
接
と
な
り
、
譲
位
ど
こ
ろ
か
光

源
氏
政
権
は
一
層
盤
石
と
な
り
、
一
時
は
真
剣
に
譲
位
を
考
え
て
い
た
冷

泉
帝
の
御
代
も
、
光
源
氏
に
守
ら
れ
る
こ
と
で
安
泰
と
な
っ
た
。
結
果
的

に
、
太
政
大
臣
の
力
を
借
り
な
く
て
も
、
藤
壺
の
協
力
が
な
く
て
も
、
光

源
氏
は
立
派
に
政
権
を
担
当
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
「
世
の
中
騒
が
し
」
は
、
史
実
と
し
て
疫
病
蔓
延
の
キ
ー
ワ
ー
ド
で
あ
っ

た
が
、『
源
氏
物
語
』
で
は
そ
れ
を
表
面
化
さ
せ
ず
、
重
大
事
と
せ
ず
、

単
に
物
語
展
開
の
契
機
と
し
て
利
用
し
た
だ
け
だ
っ
た
と
読
み
た
い
。
だ

か
ら
薄
雲
巻
以
降
に
は
引
き
ず
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
こ
そ
が
『
源
氏

物
語
』
の
手
法
で
あ
っ
た
。
桜
井
氏
・
河
添
氏
の
御
論
か
ら
多
く
の
こ
と

を
学
ば
せ
て
い
た
だ
い
た
。
末
尾
な
が
ら
謝
意
を
表
し
た
い
。

〔
注
〕

（
１
） 

所
収
さ
れ
て
い
る
藤
本
勝
義
氏
「「
薄
雲
」
巻
の
天
変
と
天
文
密
奏
─
冷
泉
帝
の

対
応
と
「
源
氏
物
語
」
の
独
自
性
─
」
に
し
て
も
、「
そ
の
年
、
お
ほ
か
た
世
の

中
の
騒
が
し
く
て
」
と
あ
り
、
具
体
的
に
は
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
疫
病
流
行
あ

る
い
は
地
震
な
ど
が
起
き
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
」（
１
５
７
頁
）
と
疫
病
に

も
触
れ
て
お
ら
れ
る
も
の
の
、
主
と
し
て
天
変
地
異
の
重
要
性
が
論
じ
ら
れ
て
い

る
。
そ
れ
と
は
別
に
、
貞
観
の
大
地
震
と
津
波
が
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
た
。
私

も
「
末
の
松
山
」
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。

（
２
） 『
危
機
下
の
中
古
文
学
二
〇
二
〇
』
に
は
高
橋
麻
織
氏
「『
大
鏡
』
天
変
地
異
に
見

る
歴
史
認
識
─
怨
霊
と
疫
病
─
」
も
掲
載
さ
れ
て
い
る
が
、
高
橋
氏
は
『
大
鏡
』



國學院雑誌　第 125 巻第６号（2024年） ─ 32 ─

道
長
伝
に
あ
る
「
そ
の
年
の
祭
り
の
前
よ
り
、
世
の
中
き
わ
め
て
さ
わ
が
し
き
に
」

本
文
を
引
用
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
表
現
の
特
殊
性
（
疫
病
流
行
）

に
は
言
及
さ
れ
て
い
な
い
。

（
３
） 

桜
井
氏
の
御
調
査
に
よ
れ
ば
、
勅
撰
集
で
は
『
後
拾
遺
集
』
の
詞
書
に
四
例
あ
る

他
、
私
家
集
で
は
『
朝
忠
集
』・『
兼
澄
集
』・『
清
少
納
言
集
』・『
紫
式
部
集
』・『
和

泉
式
部
集
』・『
公
任
集
』
な
ど
の
詞
書
に
「
世
の
中
騒
が
し
」
の
用
例
が
相
当
数

見
出
せ
る
と
の
こ
と
で
あ
る
。そ
う
い
っ
た
用
例
の
中
に
は
、「
わ
づ
ら
ふ
」や「
亡

く
な
る
・
失
す
・
死
ぬ
」
と
共
起
し
て
い
る
例
も
見
つ
か
っ
た
。
な
お
「
世
の
中

騒
が
し
」
に
近
い
表
現
と
し
て
「
世
の
騒
が
し
」（『
伊
勢
集
』・『
和
泉
式
部
集
』）

も
あ
る
。
内
容
は
類
似
し
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
「
世
の
中
騒
が
し
」
表
現
を
考

え
て
い
る
の
で
別
に
考
え
た
い
。
そ
の
た
め
『
伊
勢
集
』
の
例
を
初
例
と
は
認
定

し
な
い
こ
と
と
す
る
。
ま
た
『
蜻
蛉
日
記
』
の
「
よ
の
中
い
と
さ
は
が
し
か
な
れ

ば
」（
１
９
２
頁
）
に
関
し
て
は
、
ち
ょ
う
ど
天
禄
元
年
（
九
七
〇
年
）
に
祇
園

御
霊
会
が
催
さ
れ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
疫
病
の
流
行
と
し
て
読
み
取
れ
そ
う
で
あ

る
。

（
４
） 『
狭
衣
物
語
』
に
は
、

 

そ
の
頃
、
世
の
中
い
と
騒
が
し
う
て
、
道
大
路
に
ゆ
ゆ
し
き
も
の
多
う
、

や
む
ご
と
な
き
人
も
あ
ま
た
亡
う
な
り
な
ど
し
た
ま
へ
ば
、 
（
３
３
８
頁
）

 

と
類
似
し
た
描
写
が
出
て
い
る
。
こ
れ
は
『
日
本
紀
略
』
長
保
三
年
条
末
尾
の
「
道

路
死
骸
其
ノ
数
ヲ
知
ラ
ズ
」（
国
史
大
系
本
１
９
９
頁
）
を
踏
襲
し
た
も
の
で
あ

ろ
う
。

（
５
） 『
紫
式
部
集
』
の
五
二
番
に
は
、

 

世
中
の
さ
わ
が
し
き
こ
ろ
、
朝
顔
を
人
の
も
と
へ
や
る
と
て
、

 

消
え
ぬ
間
の
身
を
も
知
る
知
る
朝
顔
の
露
と
あ
ら
そ
ふ
世
を
嘆
く
く
か
な

（
和
歌
文
学
大
系
２
１
６
頁
）

 

と
あ
り
、
詞
書
の
「
世
の
中
さ
わ
が
し
き
こ
ろ
」
こ
そ
は
夫
宣
孝
が
疫
病
で
亡
く

な
っ
た
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
。
同
年
の
為
尊
親
王
の
死
に
つ
い
て
は
、『
和
泉

式
部
集
』
の
詞
書
に
「
世
の
中
さ
わ
が
し
き
こ
ろ
」（
一
八
四
番
）
と
あ
る
こ
と

か
ら
、
為
尊
親
王
を
疫
病
死
と
見
る
説
も
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
『
栄
花
物
語
』
み

は
て
ぬ
ゆ
め
巻
に
、

 

・ 

弾
正
宮
い
み
じ
う
色
め
か
し
う
お
は
し
ま
し
て
、
知
る
知
ら
ぬ
分
か
ぬ
御
心
な

り
。
世
の
中
の
騒
が
し
き
こ
ろ
、
夜
夜
中
分
か
ぬ
御
歩
き
も
い
と
う
し
ろ
め
た

げ
な
り
。 

（
１
９
３
頁
）

 

・ 

弾
正
宮
う
ち
は
へ
御
夜
歩
き
の
恐
ろ
し
さ
を
、
世
の
人
や
す
か
ら
ず
、
あ
い
な

き
こ
と
な
り
と
、
さ
か
し
ら
に
聞
え
さ
せ
つ
る
、
今
年
は
お
ほ
か
た
騒
が
し
う
、

い
つ
ぞ
や
の
心
地
し
て
、
道
大
路
の
い
み
じ
き
に
、
も
の
ど
も
を
見
過
ぐ
し
つ

つ
あ
さ
ま
し
か
り
つ
る
御
夜
歩
き
の
し
る
し
に
や
、
い
み
じ
う
わ
づ
ら
は
せ
た

ま
ひ
て
、
う
せ
た
ま
ひ
ぬ
。 

（
３
５
７
頁
）

 

と
書
か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
察
せ
ら
れ
る
。
た
だ
し
亡
く
な
っ
た
の
が
か
な
り

経
っ
て
か
ら
な
の
で
、
そ
れ
を
否
定
す
る
説
も
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
二
度
感
染
し
た

可
能
性
も
あ
る
に
は
あ
る
が
、
文
脈
と
し
て
何
が
何
で
も
疫
病
死
に
し
た
い
よ
う

に
も
読
め
る
。

（
６
） 「
世
の
中
騒
が
し
」
で
な
け
れ
ば
、
明
石
巻
に
出
て
い
る
「
そ
の
と
し
、
お
ほ
や

け
に
も
の
の
さ
と
し
し
き
り
て
、
物
さ
は
が
し
き
事
お
ほ
か
り
」（
２
４
１
頁
）

も
「
も
の
の
さ
と
し
」
と
共
起
し
て
い
る
の
で
、
疫
病
流
行
を
暗
示
し
て
い
る
と

読
め
な
い
こ
と
は
な
い
。
な
お
明
石
巻
に
は
「
物
の
さ
と
し
」
が
三
例
も
集
中
し

て
い
る
。

 

　

ま
た
桐
壺
巻
で
高
麗
の
相
人
が
登
場
す
る
と
こ
ろ
に
、

宮
の
内
に
召
さ
む
こ
と
は
宇
多
帝
の
御
誡
い
ま
し
め

あ
れ
ば
、
い
み
じ
う
忍
び
て
こ

の
皇
子
を
鴻
臚
館
に
遣
は
し
た
り
。 

（
39
頁
）

 

と
あ
る
。
こ
れ
は
「
寛
平
の
御ご
ゆ
い
か
い

遺
誡
」
の
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
が
、
必
ず
し
も
天

皇
の
威
厳
を
保
つ
た
め
だ
け
で
な
く
、
外
国
か
ら
齎も
た
らさ

れ
る
疫
病
の
感
染
を
避
け

る
た
め
の
処
置
と
い
う
説
も
あ
る
。
河
添
氏
は
こ
れ
を
疫
病
に
対
す
る
対
策
が
施

さ
れ
て
い
る
と
見
て
お
ら
れ
る
。
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（
７
） 

古
記
録
類
に
は
疫
病
の
蔓
延
に
つ
い
て
記
述
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
そ
れ
を
「
世

の
中
騒
が
し
」
と
い
う
語
で
包
括
し
て
い
る
例
は
見
あ
た
ら
な
い
。「
世
の
中
騒

が
し
」
は
歴
史
用
語
で
は
な
く
、
仮
名
文
学
特
有
の
疫
病
朧
化
表
現
と
い
え
そ
う

で
あ
る
。

（
８
） 

兵
部
卿
宮
は
少
女
巻
で
「
兵
部
卿
と
聞
こ
え
し
は
、
今
は
式
部
卿
に
て
、
こ
の
御

時
に
は
ま
し
て
や
む
ご
と
な
き
御
お
ぼ
え
に
て
お
は
す
る
」（
31
頁
）
と
式
部
卿

に
就
任
し
て
い
る
こ
と
が
語
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
若
菜
下
巻
で
は
、「
親
王
の
御

お
ぼ
え
い
と
や
む
ご
と
な
く
、
内
裏
に
も
、
こ
の
宮
の
御
心
寄
せ
い
と
こ
よ
な
く

て
〈
中
略
〉、
こ
の
院
、
大
殿
に
さ
し
つ
ぎ
た
て
ま
つ
り
て
は
」（
１
６
０
頁
）
と

「
さ
し
つ
ぎ
」
の
地
位
を
獲
得
し
て
い
る
。
こ
れ
は
村
上
天
皇
の
天
皇
親
政
に
近

い
。

（
９
） 

頭
注
に
は
ま
た
、「
五
条
天
神
も
靫
の
明
神
も
、
疫
病
神
と
し
て
靫
を
か
け
て
封

じ
ら
れ
た
と
い
う
の
で
あ
る
」
と
も
記
さ
れ
て
い
る
。
奇
妙
な
こ
と
だ
が
、
こ
れ

が
当
時
の
疫
病
に
対
す
る
対
処
法
の
一
つ
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

〔
補
注
〕「
騒
ぐ
」
と
い
う
動
詞
に
つ
い
て
は
、
土
屋
裕
美
子
氏
「
平
安
・
鎌
倉
時
代
に

お
け
る
「
さ
わ
ぐ
」
を
構
成
要
素
と
す
る
複
合
動
詞
語
彙
」『
鎌
倉
時
代
語
研
究
第
二
三

輯
』（
武
蔵
野
書
院
）
平
成
12
年
10
月
、
荻
田
み
ど
り
氏
「『
源
氏
物
語
』
に
お
け
る
「
騒

ぐ
」
に
つ
い
て
─
周
囲
の
視
線
を
中
心
に
─
」
平
安
文
学
研
究
衣
笠
編
・
平
成
26
年
３

月
な
ど
が
あ
る
。


