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三
矢
重
松
学
位
論
文
の
浄
書
者
と
第
五
章
執
筆
者
と中　

村　

幸　

弘　
　

　
　
一
　『
古
事
記
に
於
け
る
特
殊
な
る
訓
法
の
研
究
』
へ
の
疑
問

　

三
矢
重
松
学
位
論
文
を
活
字
化
し
た
『
古
事
記
に
於
け
る
特
殊
な
る
訓
法
の
研
究
』（
文
学
社
・
大
正
十
四
年
二
月
九
日
発
行
）
に
は
、

そ
れ
を
通
読
し
て
、
直
ち
に
、
著
者
三
矢
が
ま
っ
た
く
関
知
し
て
い
な
い
で
あ
ろ
う
と
感
じ
と
れ
た
。
眺
め
る
程
度
の
通
読
で
、
直
ち
に

で
あ
る
。
そ
の
表
記
ミ
ス
の
二
点
は
、あ
ま
り
に
も
大
き
い
ミ
ス
で
あ
っ
た
。
そ
の
う
ち
の
、動
詞
の
活
用
の
行
の
誤
り
は
、三
矢
が
『
高

等
日
本
文
法
』
の
な
か
で
も
、『
文
法
論
と
国
語
学
』
の
な
か
で
も
、
繰
り
返
し
取
り
立
て
て
い
る
事
柄
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
浄

書
者
は
、
三
矢
が
命
じ
た
人
物
で
は
な
い
。
そ
う
思
い
た
い
。

　

第
五
章
の
総
括
は
、
学
位
論
文
と
し
て
審
査
を
受
け
る
以
上
必
要
で
は
あ
っ
た
ろ
う
が
、
引
い
た
用
例
を
越
え
て
論
じ
る
表
現
に
は
、

姿
勢
そ
の
も
の
か
ら
し
て
、
こ
れ
が
三
矢
か
と
思
わ
せ
ら
れ
た
。
そ
こ
に
は
、
三
矢
の
文
法
論
に
つ
い
て
の
姿
勢
が
引
か
れ
て
い
て
、
そ

れ
は
、
直
ち
に
、『
高
等
日
本
文
法
』
の
冒
頭
か
ら
引
か
れ
た
も
の
と
判
断
さ
れ
た
。
し
か
し
、
こ
の
学
位
論
文
は
、
文
体
や
語
法
に
関

す
る
事
柄
が
章
の
名
称
と
し
て
第
一
・
二
・
三
章
と
な
っ
て
は
い
る
が
、
実
質
的
に
は
、
第
四
章
の
訓
読
の
問
題
点
を
取
り
立
て
て
の
各
論
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で
あ
る
。
そ
の
章
立
て
か
ら
し
て
、
つ
く
ら
れ
た
構
成
で
あ
る
。
そ
こ
を
、
三
矢
の
文
法
論
の
、
そ
の
表
現
で
括
ろ
う
と
し
て
い
る
の
で

あ
る
。
そ
れ
は
、
書
名
と
も
齟
齬
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

　

大
正
十
二
年
と
も
な
る
と
、
言
文
一
致
が
一
般
化
し
て
き
て
い
て
、
近
代
文
語
文
は
、
現
代
語
文
を
翻
訳
す
る
な
ど
し
て
い
た
の
で
は

な
か
ろ
う
か
。
短
い
一
語
句
だ
が
、
そ
う
感
じ
さ
せ
ら
れ
る
と
こ
ろ
も
あ
っ
た
。

　
『
古
事
記
に
於
け
る
特
殊
な
る
訓
法
の
研
究
』
を
、
東
京
古
書
会
館
の
市
で
、
意
識
し
て
買
い
求
め
た
の
は
、
昭
和
五
十
年
代
の
半
ば

過
ぎ
で
あ
る
。
既
に
、
三
矢
が
学
位
論
文
に
し
よ
う
な
ど
と
は
思
っ
て
い
な
か
っ
た
テ
ー
マ
の
論
文
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
い
た
。
そ
の

目
録
に
二
冊
あ
っ
た
。（
定
価
金
貳
円
）
本
と
（
非
売
品
）
本
と
で
あ
る
。
陋
屋
に
架
蔵
し
て
い
る
の
は
、ち
ょ
っ
と
高
か
っ
た
（
非
売
品
）

本
の
ほ
う
で
あ
る
。

　

昭
和
四
十
八
年
は
、
三
矢
重
松
先
生
の
五
十
年
祭
が
、
ま
ず
、
十
月
十
二
日
に
三
矢
先
生
ご
郷
里
の
鶴
岡
で
催
さ
れ
た
。
今
泉
忠
義
先

生
の
ご
講
演
は
、
國
學
院
大
學
学
報
（
11
月
10
日
）
に
詳
細
記
録
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
十
一
月
十
日
、
学
内
で
、
藤
野
岩
友
氏
の
「
三
矢

先
生
と
折
口
先
生
と
」
と
、
安
田
喜
代
門
氏
の
「
三
矢
先
生
と
国
語
学
」
と
の
二
講
演
が
行
わ
れ
た
。
そ
の
安
田
先
生
の
、
そ
の
日
の
肩

書
は
、
東
京
女
学
館
短
期
大
学
講
師
で
あ
っ
た
。
翌
年
昭
和
四
十
九
年
か
ら
、
筆
者
も
、
そ
の
東
京
女
学
館
に
ご
採
用
い
た
だ
い
て
、
安

田
先
生
と
ご
一
緒
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
が
重
な
っ
た
。
安
田
先
生
か
ら
伺
う
三
矢
先
生
伝
は
、
憂
国
の
志
士
で
あ
っ
た
。『
古
事
記
に

於
け
る
特
殊
な
る
訓
法
の
研
究
』
を
買
い
求
め
た
の
は
、
安
田
先
生
が
お
亡
く
な
り
に
な
っ
て
間
も
な
く
で
あ
っ
た
。
読
も
う
と
し
て
買
っ

た
も
の
で
は
な
か
っ
た
。（
非
賣
品
）
本
が
ど
う
し
て
存
在
す
る
の
か
、
そ
ん
な
こ
と
が
知
り
た
い
と
は
考
え
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

　
　
二
　『
倭
姫
命
世
記
』
と
『
倭
姫
命
世
紀
』
と
―
筆
者
に
は
許
せ
な
い
事
情
―

　

第
二
章
語
法
上
の
問
題
其
の
一
の
、
そ
の
二
は
「
曰
ハ
ク
云
々
」
と
い
う
見
出
し
で
、
そ
の
、「
曰
ハ
ク
云
々
」
の
下
に
「
ト
云
へ
リ
」
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「
ト
」
な
ど
が
あ
る
も
の
と
何
も
な
い
も
の
と
の
、
三
種
の
言
い
方
に
つ
い
て
、
ど
れ
が
正
し
い
か
を
論
じ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
用
例

を
『
倭
姫
命
世
記
』
か
ら
も
引
い
て
い
て
、
そ
の
出
典
名
と
し
て
、
そ
の
書
名
が
引
か
れ
て
い
る
。
二
八
ペ
ー
ジ
12
行
め
で
あ
る
。

　
　

○（
倭
姫
命
世
記
）
詔〇

曰〇

「
御
供
従
爾ニ

仕
ツ
カ
ヘ
マ
ツ
ラ
ム
ヤ

奉
哉
」
答〇

曰〇

「
仕

ツ
カ
ヘ
マ
ツ
ラ
ン

奉
」（
二
八
12
）

　

そ
こ
は
、
飯
田
武
郷
氏
の
説
を
引
い
て
紹
介
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
が
、
既
に
紹
介
ず
み
の
本
居
翁
の
説
と
並
べ
て
、
そ
れ
ら
両

説
を
批
判
す
る
と
こ
ろ
の
、
三
一
ペ
ー
ジ
１
行
め
に
は
、
そ
の
同
じ
出
典
名
が
『
倭
姫
命
世
紀
』
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
　

�

○
大
同
本
紀
の
は
、「
云
々
と〇

答〇

ふ〇

」
と
も
訓
む
べ
く
（
倭
姫
命
世
紀
の
も
）
竹
取
物
語
の
は
如
何
な
る
悪
本
を
ば
見
け
む
、（
以
下

略
）（
三
一
１
）

　

そ
の
こ
ろ
、
筆
者
は
、
そ
の
『
倭
姫
命
世
記
』
に
、
い
さ
さ
か
興
味
を
抱
い
て
い
た
。「
語
構
成
法
一
考
察
―（
名
詞
＋
形
容
詞
語
幹
）

型
形
容
動
詞
の
生
成
に
つ
い
て
―
」（「
國
學
院
雜
誌
」
第
八
二
巻
第
三
号
・
昭
和
五
十
六
年
）
執
筆
の
際
、
そ
の
該
当
用
例
「
加
左
波
奈
」

（
被
覆
形
「
か
ざ
」
と
形
状
言
「
は
や
」
と
が
合
し
た
も
の
）
の
、
そ
の
確
認
の
た
め
に
『
倭
姫
命
世
記
』
に
ど
ん
な
伝
本
が
あ
る
か
な
ど
、

序
で
に
覗
い
て
み
た
こ
と
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
後
年
、
不
十
分
な
が
ら
『『
倭
姫
命
世
記
』
研
究
―
付
訓
と
読
解
―
』（
新

典
社
・
平
成
二
十
四
年
）
と
な
る
の
だ
が
、
と
に
か
く
、
活
字
本
と
し
て
訓
み
下
し
や
通
釈
を
施
し
た
も
の
が
ま
っ
た
く
な
か
っ
た
の
で
、

せ
め
て
、
こ
の
本
文
ぐ
ら
い
は
訓
み
下
し
た
い
と
思
っ
て
い
た
だ
け
に
、
そ
の
書
名
が
、
誤
植
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
と
に
か
く
誤
っ
て

い
る
こ
と
が
、
正
直
許
せ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
印
象
は
、
あ
く
ま
で
も
筆
者
個
人
の
事
情
に
よ
る
も
の
だ
が
、
こ
の
『
古
事
記
に

於
け
る
特
殊
な
る
訓
法
の
研
究
』
と
い
う
、
こ
の
本
は
、
誰
の
目
に
も
触
れ
さ
せ
な
い
で
お
き
た
い
、
と
思
っ
た
の
で
あ
る
。

　

浄
書
者
は
、
そ
う
い
う
素
養
に
欠
け
て
い
た
。
そ
し
て
、
三
矢
先
生
は
、
病
床
で
ご
覧
に
な
ろ
う
に
も
な
れ
な
か
っ
た
の
だ
、
と
思
い

描
い
た
り
し
た
。
さ
ら
に
、同
書
末
尾
に
「
三
矢
重
松
君
伝
」
を
書
い
て
い
る
鳥
野
幸
次
氏
へ
の
信
頼
感
も
崩
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
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当
時
、
愛
読
書
と
も
な
っ
て
い
た
「
応
問
錄
」（
上
・
下
）
の
編
集
者
と
し
て
、
穏
や
か
で
実
直
な
老
人
と
見
え
て
い
た
同
氏
だ
っ
た
が
、

そ
う
思
っ
て
い
た
こ
と
が
悔
し
く
思
え
て
な
ら
な
か
っ
た
。『
高
等
日
本
文
法
』（
大
正
十
五
年
増
訂
発
行
）
の
「
改
版
に
つ
き
て
」
と
い

う
巻
頭
の
挨
拶
は
、
挨
拶
で
し
か
な
か
っ
た
の
だ
と
思
お
う
と
思
っ
た
。
た
だ
、
そ
の
増
訂
版
は
、
初
版
本
（
明
治
四
十
一
年
発
行
）
と

比
較
し
た
と
き
、
実
に
よ
く
整
っ
て
い
る
。
本
文
百
五
十
ペ
ー
ジ
、
付
録
百
三
十
ペ
ー
ジ
の
増
補
は
、
彼
が
推
薦
し
た
榊
原
朝
雄
氏
だ
け

で
な
く
、
鳥
野
氏
も
、
大
き
く
関
わ
っ
て
い
る
と
見
て
よ
い
よ
う
で
あ
る
。
筆
者
は
、
昭
和
三
十
年
代
に
、
相
模
女
子
大
学
の
紀
要
か
な

に
か
に
載
っ
て
い
た
「
橘

た
ち
ば
な

」
と
い
う
語
の
成
立
に
つ
い
て
の
、
あ
の
田た

道じ

間ま

守も
り

の
ご
論
を
読
ん
だ
記
憶
が
微
か
に
残
っ
て
い
る
。

　
『
古
事
記
に
於
け
る
特
殊
な
る
訓
法
の
研
究
』
に
つ
い
て
は
、
そ
の
本
文
に
触
れ
て
は
な
ら
な
い
事
情
が
鳥
野
氏
た
ち
に
あ
っ
た
り
し

た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
　
三
　
三
矢
が
頻
り
に
説
く
ワ
行
上
二
段
が
認
識
で
き
て
い
な
い
「
用
ひ
」
と
い
う
表
記

　

そ
の
動
詞
は
、
あ
ち
ら
に
も
こ
ち
ら
に
も
現
れ
る
の
だ
が
、
い
ま
、
近
い
と
こ
ろ
に
集
中
し
て
現
れ
、
し
か
も
そ
こ
に
誤
っ
て
は
な
ら

な
い
「
用
ひ
」
が
登
場
す
る
と
こ
ろ
を
直
ち
に
指
摘
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。
第
四
章
特
殊
な
る
漢
字
の
二
「
之
」
の
字
の
冒
頭
で
あ
る
。

六
〇
ペ
ー
ジ
の
５
・
６
・
７
行
め
で
あ
る
。

　
　

�

〇「
之
」
の
字
、（
往
）（
至
）（
就
）
な
ど
訓
ず
る
は
本
義
な
れ
ど
、
国
文
に
は
昔
よ
り
用ａ

ゐ
ず
。
両
名
詞
の
接
辞
と
し
て
用ｂ

ひ
た
る
は
、

之
を
「
の
」
と
訓
み
て
、
今
は
「
の
の
字
」
と
い
ふ
ば
か
り
に
「
我
が
国
人
の
漢
文
に
は
、
之
を
濫
に
多
く
用ｃ

う
る
こ
と
、
支
那
人

な
ど
の
怪
む
こ
と
な
り
。（
六
〇
５
・
６
・
７
）

　

右
の
ａ
は
、
ワ
行
上
一
段
の
未
然
形
と
も
ワ
行
上
二
段
の
未
然
形
と
も
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ｃ
が
ワ
行
上
二
段
の
連
体
形
で
あ
る
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と
こ
ろ
か
ら
、
ａ
は
ワ
行
上
二
段
の
未
然
形
と
見
る
の
が
よ
い
こ
と
に
な
ろ
う
。
そ
れ
ら
に
対
し
て
、
ｂ
は
、
ど
う
見
て
も
、
ハ
行
上
二

段
の
連
用
形
と
し
か
い
え
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
ハ
行
上
二
段
に
つ
い
て
は
、
当
時
の
多
く
の
物
書
き
た
ち
が
、
そ
れ
に
従
っ
て
い
た
。

し
か
し
、
三
矢
先
生
は
、
反
対
し
て
い
ら
っ
し
ゃ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
動
詞
を
、
三
矢
先
生
は
好
ん
で
用
い
ら
れ
た
。
殊
に
『
高
等
日
本
文
法
』
に
は
多
く
見
ら
れ
る
。
そ
こ
を
、
鳥
野
氏
も
榊
原
氏
も

よ
く
心
得
て
い
て
、
こ
こ
を
誤
る
こ
と
は
な
い
。
そ
の
、
八
三
二
ペ
ー
ジ
か
ら
成
る
大
著
『
高
等
日
本
文
法
』
の
な
か
で
、
こ
の
動
詞
は
、

ワ
行
上
二
段
活
用
動
詞
と
し
て
一
貫
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。
あ
る
程
度
、
三
矢
の
文
章
を
読
ん
で
い
た
ら
、
こ
の
、
誤
り
を
犯
す
こ
と

は
、
ま
ず
な
い
で
あ
ろ
う
。

　

三
矢
の
、
そ
の
ワ
行
上
二
段
活
用
説
に
つ
い
て
は
、
当
代
の
世
間
で
も
注
目
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
る
。『
文
法
論
と

国
語
学
』（
中
文
館
書
店
・
昭
和
七
年
発
行
）
の
応
問
集
に
は
、
そ
の
問
い
に
答
え
る
、
そ
の
問
答
（
449
ペ
ー
ジ
～
450
ペ
ー
ジ
）
が
載
っ

て
い
る
。

　
　
　

問　
「
用
」
の
字
の
仮
名
は
和
行
上
一
段
活
と
波
行
上
二
段
活
と
は
、
い
づ
れ
か
正
し
き
。

　
　

�　

答　

こ
れ
古
よ
り
の
問
題
な
り
。
さ
る
は
此
の
語
古
き
所
慥
な
る
証
拠
な
く
後
世
は
両
様
に
用
ゐ
た
れ
ば
な
り
。
古
事
記
の
火
照

命
と
火
遠
理
命
と
の
山
海
の
幸
を
易
へ
給
ふ
段
に
「
各
相
易
佐
知
欲
用
」
と
あ
る
、本
居
氏
の
伝
に
源
仲
正
の
家
集
に
、元
日
恋
「
千

代
ま
で
も
影
を
な
ら
べ
て
逢
ひ
見
む
と
祝
ふ
鏡
の
用○
ひ○
ざ
ら
め
や
」
と
あ
り
て
餅モ

チ
ヒ飯

に
言
ひ
掛
け
た
る
に
よ
り
波
行
と
定
む
と
言
は

れ
た
り
。
此
の
仲
正
は
後
撰
の
作
者
に
て
仮
字
の
誤
ら
ざ
る
頃
の
人
な
れ
ば
拠
と
す
べ
し
と
い
ふ
説
に
て
、
後
世
な
が
ら
藤
原
経
衡

の
家
集
に
も
、「
宇
治
殿
に
も
餅
を
お
こ
す
と
て
、
肴
に
は
何
も
あ
れ
ど
も
此
の
中
に
心
に
つ
か
ば
是
を
用○

ひ○

よ
。
か
へ
し
、
君
が

代
を
心
も○

ち○

ひ○

の
う
れ
し
き
は
い
か
な
る
人
の
情
な
る
ら
ん
。」
な
ど
あ
る
を
も
引
か
れ
た
り
。
此
の
外
俊
賴
の
歌
に
も
「
今
日
よ

り
は
わ
れ
を
も○

ち○

ひ○

の
ま
す
鏡
う
れ
し
き
か
げ
を
う
つ
し
て
ぞ
見
る
」
と
あ
り
。
此
の
説
を
信
ず
る
人
も
多
け
れ
ど
、
一
方
よ
り
観
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察
す
る
時
は

　
　
　

蜻
蛉
日
記　

夢
を
も
仏
を
も
も
ち
ゐ○

る○

べ
し
や
も
ち
ゐ○

る○

ま
じ
や
。

　
　
　

源
氏
夕
霧　

そ
こ
に
心
清
う
お
ぼ
す
と
も
し
か
も
も
ち
ゐ○

る○

人
は
少
く
こ
そ
あ
ら
め
。

　
　
　

閑
居
友　
　

ふ
つ
に
も
ち
ゐ○

る○

こ
と
な
か
れ
と
は
戒
め
給
は
ず
。

　
　
　

和
語
灯　
　

病
重
け
れ
ば
薬
を
も
ち
ゐ○

る○

が
如
し
。

　
　

�

な
ど
の
例
も
あ
り
と
て
義
門
は
山
口
栞
に
疑
を
存
し
置
け
り
。
此
の
和
行
説
を
取
る
人
は
「
も
ち
ゐ
る
」
の
モ
チ
は
「
持
」
の
義
ヰ

ル
は
「
率
以
」
の
ヰ
ル
に
て
和
行
上
一
段
活
な
る
こ
と
猶
ヒ
キ
ヰ
ル
の
「
引
以
ル
」
な
る
が
如
し
と
説
く
な
り
。
答
者
は
此
の
説
を

正
し
と
信
ず
。
仲
正
時
代
に
は
言
ひ
か
く
る
場
合
に
は
仮
字
の
相
違
あ
り
て
構
は
ざ
る
例
あ
れ
ば
か
の
歌
は
根
拠
と
し
が
た
し
。
思

ふ
に
波
行
上
二
段
説
の
今
も
尚
行
は
る
ゝ
は
和
行
上
一
段
に
て
は
俗
語
の
様
に
聞
え
て
得
心
の
行
か
ぬ
よ
り
の
事
な
り
。
こ
れ
一
顧

の
値
あ
り
。
答
者
は
此
の
語
を
和
行
上
二
段
と
立
つ
。
其
の
故
は
此
の
語
古
は
一
段
活
な
り
し
か
ど
、
今
は
二
段
と
な
れ
る
な
り
。

一
段
の
二
段
と
な
る
例
は
コ
ロ
ヽ
ミ○
ル○
の
コ
ヽ
ロ
ム○

と
な
り
、
ウ
ラ
ミ○

ル○

の
ウ
ラ
ム○

と
な
り
、
は
た
ヒ
キ
ヰ
ル
を
ば
詞
の
八
衢
に
は

や
く
中
二
段
の○

列
に
加
へ
た
る
如
く
、
少
か
ら
ず
あ
り
。
崇
神
紀
に
「
急
居
此�

曰
菟
岐
于
」
と
あ
る
ウ○

も
ヰ
の
転
な
れ
ば
、
モ
チ
ヰ

ル
の
モ
チ
ウ
と
な
る
事
勢
の
自
然
な
り
。
さ
れ
ば
此
の
語
上
二
段
活
と
い
ふ
は
よ
し
、
波
行
と
い
ふ
は
わ
ろ
し
。
古
は
和
行
上
一
段

な
り
し
が
後
に
上
二
段
活
と
な
り
、
又
也
行
に
訛
り
し
が
今
は
又
口
語
上
一
段
活
と
な
れ
り
と
定
む
べ
き
な
り
。

　

ま
た
、
同
書
第
三
編
文
法
の
、
そ
の
第
三
章
の
、
そ
の
ま
た
三
の
時
代
の
変
化
に
よ
る
活
用
の
変
化
を
述
べ
た
一
部
（
107
ペ
ー
ジ
～
108

ペ
ー
ジ
）
に
、
こ
の
問
題
を
引
い
て
い
る
。

8号 中村先生.indd   172 2016/02/20   16:37:53



173 三矢重松学位論文の浄書者と第五章執筆者と

　

三
、
時
代
に
よ
る
活
用
の
変
化

　
（
イ
）
一
段
か
ら
二
段
・
四
段
に

　
　
　

―
中
略
―

　
　

日
本
紀
の
崇
神
紀
の
中
に
急
居
の
本
注
に
莵ツ

岐キ

于ウ

と
し
て
あ
る
。

　
　

居
る
は
ワ
上
一
で
あ
る
が
ウ
と
書
い
て
あ
る
の
は
、当
時
上
二
に
用
ゐ
ら
れ
て
ゐ
た
こ
と
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
ゐ
る
（
以
・
率
）・

は
ワ
上
一
で
あ
る
。
こ
れ
を
上
二
と
し
て
、
熟
語
で
ひ
き
う
（
引
率
）
と
し
て
八
衢
に
認
め
て
あ
る
。
此
れ
を
持モ

チ
ヰ率

る
（
用
）
に
あ
て
て

考
へ
る
に
、
こ
の
語
を
も
ち
ひ
と
書
い
た
の
が
あ
る
。
そ
し
て
餅
飯
に
ひ
き
か
け
た
の
が
あ
る
。
故
に
用
は
ハ
行
を
正
し
い
と
す
る
と
い

ふ
人
が
あ
る
。
そ
し
て
此
れ
は
も
ち
ひ
は
持モ

チ

が
ハ
上
二
に
活
い
て
も
ち
ひ
と
な
つ
た
の
で
あ
る
と
い
つ
て
ゐ
る
。
宣
長
翁
の
説
で
あ
る
。

物
集
博
士
や
文
部
省
が
こ
れ
を
採
つ
て
ゐ
る
。
し
か
し
か
く
上
二
な
る
こ
と
は
決
し
て
な
い
。
ど
こ
ま
で
も
此
れ
は
持
率
る
ワ
上
一
な
る

こ
と
を
先
哲
は
明
か
に
言
ひ
大
槻
氏
が
此
れ
を
明
か
に
し
国
語
調
査
会
が
此
れ
を
採
つ
て
ゐ
る
。
義
門
も
こ
れ
を
研
究
し
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
ひ
き
ゐ�

ひ
き
う
と
な
る
他
の
例
も
あ
り
か
つ
飯
飯
と
さ
へ
か
け
て
あ
る
か
ら
上
二
と
す
る
の
は
悪
く
な
い
、
―
ハ
行
の
問
題

は
別
に
し
て
。
し
か
し
も
ち
う
は
契
沖
・
真
淵
は
こ
れ
を
上
二
と
し
て
ワ
行
と
し
た
。
ハ
行
と
し
た
の
は
宣
長
に
始
ま
る
。
谷
川
士
清
は

和
訓
栞カ

ン

に
此
れ
を
ワ
上
二
に
し
た
。
村
田
了
阿
の
俚
言
集
覧
、
楫
取
魚ナ

彦
の
古
言
梯
も
さ
う
で
あ
る
。
宣
長
翁
の
勢
に
た
ぶ
ら
か
さ
れ
、

一
は
古
に
な
づ
ん
だ
の
で
あ
る
。
故
に
此
の
語
は
上
一
か
ら
上
二
で
あ
つ
た
の
は
明
か
に
て
学
問
上
十
分
認
定
す
べ
き
で
あ
る
。

　

執
拗
に
至
る
と
こ
ろ
で
繰
り
返
し
て
い
る
、
こ
の
動
詞
の
行
を
誤
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
三
矢
の
教
え
子
で
あ
っ
た
と
し
た
ら
、
そ
れ

は
、
三
矢
の
教
え
が
体
得
で
き
て
い
な
い
人
物
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

　

こ
の
問
題
は
、
代
筆
者
を
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
第
五
章
に
も
現
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
ワ
行
上
二
段
の
和
語
動
詞
を
回
避
し
て
い
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る
表
現
と
も
見
え
て
く
る
の
で
あ
る
。
第
五
章
総
括
の
第
二
段
落
、同
書
九
六
ペ
ー
ジ
の
２
・
３
行
め
の
「
正
用
し
」「
通
用
し
」「
並
用
せ
」

と
い
う
漢
語
サ
変
動
詞
が
、
そ
れ
で
あ
る
。

　
　

〇
字
義
を
正
用
し
た
る
が
あ
る
か
と
見
れ
ば
、
同
訓
異
義
を
通
用
し
、
異
字
同
訓
を
並
用
せ
る
如
き
も
あ
り
。（
九
六
２
・
３
）

　
「
正
し
く
用
ゐ
（
た
る
）」「
通
は
せ
用
ゐ
」「
併
せ
用
ゐ
（
た
る
）」
な
ど
と
も
い
え
よ
う
の
に
、
と
思
え
て
く
る
の
で
あ
る
。
筆
者
だ
っ

た
ら
、
次
の
よ
う
に
表
現
し
た
で
あ
ろ
う
と
、
失
礼
な
が
ら
申
し
上
げ
て
お
き
た
い
。

　
　

○
字
義
を
正
し
く
用
ゐ
た
る
が
あ
る
か
と
見
れ
ば
、
同
訓
異
義
を
通
は
せ
用
ゐ
、
異
字
同
訓
を
併
せ
用
ゐ
た
る
が
如
き
も
あ
り
。

　
　
四
　『
高
等
日
本
文
法
』（
初
版
）
冒
頭
か
ら
借
り
た
「
演
繹
」
と
「
帰
納
」
と

　

学
位
論
文
第
五
章
の
最
終
段
落
は
、
あ
る
意
味
で
は
、
そ
れ
こ
そ
が
三
矢
の
姿
勢
で
あ
る
。
た
だ
、
こ
の
論
文
は
、
そ
の
用
例
の
量
か

ら
し
て
も
、
三
矢
が
い
う
「
帰
納
」
に
値
す
る
ほ
ど
に
は
至
り
え
て
い
な
い
。
そ
れ
は
量
で
は
な
く
姿
勢
だ
と
し
て
も
、
そ
れ
は
、
文
法

研
究
な
ど
の
結
論
の
導
き
方
に
つ
い
て
い
う
用
語
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
か
。
訓
読
法
の
結
論
の
導
き
方
を
そ
う
呼
ぶ
こ
と
に
仮
に
し
た

と
し
て
も
、
と
に
か
く
、
そ
れ
は
、『
高
等
日
本
文
法
』
の
総
論
一
の
、
文
法
の
性
質
の
、
そ
の
冒
頭
三
文
の
三
文
め
に
あ
っ
た
表
現
と

重
な
る
の
で
あ
る
。
以
下
に
、
そ
れ
ぞ
れ
を
そ
の
ま
ま
引
い
て
お
く
こ
と
と
す
る
。

　
　

�

〇
是
れ
、
余
が
此
の
小
論
文
を
草
し
た
る
所
以
に
し
て
、
兼
て
は
、
思
弁
よ
り
出
で
ゝ
演
繹
的0

態
度
を
採
る
大
体
論
の
空
し
き
に
拠

ら
む
よ
り
も
、
個
々
の
語
法
・
用
字
法
よ
り
帰
納
し
て
、
真
の
訓
読
法
に
達
し
得
べ
き
実
証
的
態
度
を
と
る
こ
と
を
主
張
せ
む
為
の

試
み
に
過
ぎ
ず
。

（『
古
事
記
に
於
け
る
特
殊
な
る
訓
法
の
研
究
』
最
終
章
最
終
段
落
）
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�
〇
文
の
法
則
は
帰
納
的0

に
研
究
し
、
之
を
演
繹
的0

に
応
用
す
べ
き
も
の
な
る
が
、
今
は
専
ら
帰
納
的0

に
研
究
し
た
る
結
果
を
説
く
に

止
む
べ
し
。

（『
高
等
日
本
文
法
』
総
論
の
冒
頭
段
落
の
最
終
文
）

　

明
治
四
十
一
年
発
行
の
同
書
『
高
等
日
本
文
法
』
の
本
文
や
、
三
矢
の
既
発
表
論
文
を
見
て
も
、
接
尾
語
「
的
」
の
使
用
は
、
決
し
て

多
い
ほ
う
で
は
な
い
。
時
代
的
に
見
て
も
、
接
尾
語
「
的
」
の
使
用
が
な
お
限
ら
れ
て
い
た
時
代
で
あ
る
。
筆
者
は
、
た
ま
た
ま
、
鈴
木

修
次
『
漢
語
と
日
本
人
』（
み
す
ず
書
房
・
昭
和
五
十
三
年
）
の
一
部
に
現
代
の
日
本
人
が
「
的
」
を
用
い
る
よ
う
に
な
っ
た
経
緯
な
ど

を
述
べ
た
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
の
を
引
い
て
、
右
文
書
院
・
文
部
省
検
定
教
科
書
『
高
等
学
校
国
語
Ⅱ
』（
昭
和
五
十
七
年
三
月
三
十
一
日

文
部
省
検
定
済
）
に
「
的
の
文
化
」
と
題
し
て
教
材
化
し
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
こ
ろ
、
筆
者
自
身
、「
的
」
に
つ
い
て
教
授
資
料
執
筆
に

備
え
て
調
査
確
認
し
て
い
た
時
期
だ
け
に
、
特
に
そ
う
感
じ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
「
的
」
が
な
お
用
例
が
限
ら
れ
て
い
た
こ
ろ
、

そ
の
よ
う
に
「
演
繹
的
」「
帰
納
的
」
と
い
っ
て
い
る
の
は
、
あ
る
い
は
、
三
矢
が
何
か
を
契
機
に
、
そ
の
「
演
繹
的
」「
帰
納
的
」
に
限
っ

て
好
ん
で
用
い
て
い
た
の
で
は
な
い
か
、
と
思
え
て
く
る
の
で
あ
る
。
代
作
者
は
、
そ
の
『
高
等
日
本
文
法
』
の
、
総
論
ぐ
ら
い
は
見
て

い
た
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
か
。

　
　
五
　
大
体
論
で
総
括
し
て
お
い
て
、
大
体
論
を
否
定
す
る
齟
齬

　

最
終
章
の
第
五
章
が
総
括
で
あ
る
の
は
、
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。

　

た
だ
、
こ
の
総
括
に
お
い
て
は
、
第
一
章
・
第
二
章
・
第
三
章
に
触
れ
る
こ
と
は
な
く
、
第
二
段
落
か
ら
、
第
四
章
の
漢
字
の
用
法
は
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安
万
侶
の
一
存
で
は
な
い
と
し
て
、
長
い
推
移
の
歴
史
あ
っ
て
生
じ
た
も
の
だ
と
い
う
。
そ
の
安
万
侶
は
、
第
一
章
の
『
古
事
記
』
の
文

体
に
関
連
し
て
現
れ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
そ
れ
に
応
じ
て
い
る
よ
う
に
思
え
て
き
て
、
コ
ン
タ
ミ
ネ
ー
シ
ョ
ン
を
起
こ
し
て
い
る
か
に

見
え
て
き
た
の
で
あ
る
。

　

第
一
段
落
末
尾
で
、「
い
で
、
茲
に
は
云
ひ
残
し
た
る
大
体
論
を
述
べ
て
、
此
の
論
の
と
ぢ
め
と
為
さ
む
。」
と
い
っ
た
と
お
り
、
以
下

の
各
段
落
と
も
、
常
識
的
な
大
体
論
が
展
開
さ
れ
て
、
訓
読
史
の
概
説
を
、
第
一
章
か
ら
第
四
章
ま
で
の
箇
々
の
事
例
な
ど
を
踏
ま
え
る

こ
と
な
く
論
述
し
て
い
る
。
第
一
章
か
ら
第
四
章
ま
で
の
ど
こ
か
ら
ど
こ
ま
で
と
か
、
殊
に
、
第
四
章
の
、
こ
の
漢
字
の
ど
う
い
う
訓
み

と
か
、
そ
う
い
う
関
連
な
ど
踏
ま
え
る
こ
と
の
な
い
、
概
説
書
の
概
説
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

そ
の
よ
う
な
大
体
論
を
述
べ
て
お
い
て
、
最
終
段
落
に
お
い
て
は
、「
演
繹
」
と
「
帰
納
」
と
い
う
術
語
を
交
え
て
、「
演
繹
的
態
度
を

採
る
大
体
論
の
空
し
き
に
拠
ら
む
よ
り
も
、
個
々
の
語
法
・
用
字
法
よ
り
帰
納
し
て
」
い
き
た
い
と
結
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
第
一
段
落
に

お
い
て
は
、「
大
体
論
」
を
採
用
し
て
、
第
二
段
落
以
降
第
九
段
落
ま
で
、
そ
の
姿
勢
で
展
開
し
て
お
い
て
、
最
終
段
落
の
第
十
段
落
で
は
、

そ
の
、「
大
体
論
」
を
否
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
せ
め
て
、
そ
の
第
十
段
洛
に
お
い
て
「
大
体
論
」
と
い
う
用
語
を
用
い
る
こ
と
だ
け

で
も
避
け
て
ほ
し
か
っ
た
、
と
思
え
て
き
た
の
で
あ
る
。

　

と
に
か
く
、
第
一
段
落
に
い
う
「
大
体
論
」
の
肯
定
、
第
十
段
落
に
お
い
て
の
「
大
体
論
」
の
否
定
、
ど
う
見
て
も
噛
み
合
わ
な
い
の

で
あ
る
。

　
　
六
　
口
頭
語
性
か
ら
脱
し
き
れ
な
い
文
語
表
現
「
出
来
た
ら
ば
、」

　

第
五
章
総
括
の
、
そ
の
第
九
段
落
も
ま
た
、
概
説
と
い
え
ば
概
説
で
あ
る
が
、
そ
の
第
一
文
は
、
ど
こ
か
に
、
そ
の
該
当
事
例
が
あ
っ

た
よ
う
に
も
思
え
る
説
明
で
あ
る
。
九
八
ペ
ー
ジ
の
３
・
４
・
５
行
め
で
あ
る
。
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�

〇
古
事
記
に
於
て
も
、
最
も
伝
誦
を
重
ん
じ
た
る
部
分
に
は
、
極
め
て
忠
実
な
る
表
記
法
を
と
り
、
音ア

ク
セ
ン
ト

勢
点
を
示
し
た
る
さ
へ
あ
れ

ど
、
或
部
分
に
至
り
て
は
、
大
体
の
訓
読
だ
に
出
来
た
ら
ば
、
細
部
は
読
者
の
自
由
な
る
訓
読
に
委
せ
む
と
し
た
る
ふ
し
も
見
え
ざ

る
に
非
ず
。（
九
八
３
・
４
・
５
）

　

オ
・
ヲ
の
別
な
ど
、
い
わ
ゆ
る
借
音
仮
名
に
触
れ
た
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
が
、「
音
勢
点
を
示
し
た
る
さ
へ
あ
れ
ど
」
は
、
ど
の
よ
う
な

事
象
を
指
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
と
に
か
く
、
そ
の
前
半
は
、
万
葉
仮
名
表
記
部
分
を
い
っ
て
い
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
そ
れ
に
対
し
て
、

後
半
は
、
正
訓
表
記
部
分
を
指
し
て
い
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
の
部
分
に
つ
い
て
、「
訓
読
だ
に
出
来
た
ら
ば
、」

と
い
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

そ
こ
で
、
そ
の
「
出
来
」
で
あ
る
が
、〈
な
し
う
る
〉
意
と
見
て
、「
で
き
」
と
読
ん
で
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。「
訓
読
だ
に
出
来
た
ら
ば
」

で
、〈
訓
読
さ
え
で
き
た
な
ら
、〉
と
解
し
て
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。「
出い

で
来く

」
が
「
で
き
る
」
に
な
っ
て
、
近
世
か
ら
近
代
に
か
け
て
、

そ
の
〈
な
し
う
る
〉
意
と
な
っ
た
動
詞
が
、
そ
の
、「
出
来
る
」
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
口
頭
語
で
は
あ
っ
て
も
、
当
時
、
文
章
語
と

し
て
認
め
ら
れ
て
い
た
か
ど
う
か
、
甚
だ
疑
問
で
あ
る
。

　

大
正
も
十
二
年
と
も
な
る
と
、
文
語
文
と
し
て
の
作
文
は
容
易
な
こ
と
で
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
口
頭
語
で
趣
旨
を
述
べ
て
か
ら
、

文
語
文
へ
の
翻
訳
も
行
わ
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
か
。
と
に
か
く
、
こ
の
、「
出
来
た
ら
ば
、」
は
、
そ
の
口
頭
語
性
を
払
拭
す
る
こ
と
が
で

き
な
い
ま
ま
、
残
っ
て
し
ま
っ
た
表
現
の
よ
う
に
思
え
て
く
る
。
漢
語
を
用
い
る
こ
と
に
な
る
が
、「
訓
読
だ
に
可
な
ら
ば
、」
く
ら
い
か

と
思
え
て
き
た
の
で
あ
る
。
三
矢
先
生
が
、
こ
ん
な
表
現
を
な
さ
っ
た
と
は
思
い
た
く
な
か
っ
た
。
三
矢
先
生
は
、
こ
の
学
位
論
文
を
ま
っ

た
く
ご
覧
に
な
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
ら
な
い
。
そ
う
思
っ
た
。
誰
に
も
知
ら
れ
た
く
な
い
、
誰
に
も
知
ら
せ
た
く
な
い
、
三
矢
学
位
論
文
の

表
現
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
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―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

　

以
上
は
、
三
十
年
ほ
ど
前
の
筆
者
の
思
い
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
、
今
回
の
渡
邉
卓
氏
論
文
「
三
矢
重
松
の
学
位
論
文
と
折
口
信

夫
を
め
ぐ
っ
て
」
を
見
る
前
ま
で
の
印
象
で
も
あ
っ
た
。
渡
邉
論
文
を
読
ん
で
か
ら
、
確
信
を
得
た
と
こ
ろ
、
若
干
考
え
を
改
め
た
く
な
っ

た
と
こ
ろ
な
ど
が
鮮
明
と
な
っ
た
。
以
下
、
そ
の
よ
う
に
変
化
の
見
え
た
と
こ
ろ
を
整
理
し
て
お
く
こ
と
と
す
る
。

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

　
　
七
　
三
矢
学
位
論
文
と
初
出
「
國
學
院
雜
誌
」
論
文
と

　

三
矢
学
位
論
文
の
第
一
章
か
ら
第
四
章
ま
で
が
、「
國
學
院
雜
誌
」
既
発
表
論
文
に
、
若
干
の
順
序
入
れ
換
え
と
句
読
の
統
一
に
向
け

て
の
補
訂
を
施
し
た
だ
け
で
、
ほ
ぼ
元
の
ま
ま
拠
っ
て
い
る
。
既
に
、
渡
邉
卓
論
文
の
「
二
、
古
事
記
に
於
け
る
特
殊
な
る
訓
法
の
研
究
」

に
、
全
四
章
の
各
小
見
出
し
と
「
國
學
院
雜
誌
」
発
表
時
の
「
読
方
」「
漢
字
用
法
」
の
各
小
見
出
し
と
を
対
照
さ
せ
て
の
異
同
紹
介
が

な
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　

そ
こ
で
、
小
稿
の
「
二
『
倭
姫
命
世
記
』
と
『
倭
姫
命
世
紀
』
と
」
の
、
そ
の
、『
倭
姫
命
世
紀
』
は
、「
國
學
院
雜
誌
」
に
お
い
て
は

ど
う
で
あ
っ
た
か
、
ま
ず
そ
の
点
に
つ
い
て
確
認
し
た
。「
國
學
院
雜
誌
」
に
載
る
そ
の
部
分
は
、「
古
事
記
の
読
方
（
其
の
四
）」
の
「
第

六�

曰
は
く
云
々
」
の
「
三�

両
説
の
批
評
」
の
項
で
、
そ
こ
に
も
、「（
倭
姫
命
世
紀
の
も
）」
と
あ
っ
て
、
い
っ
そ
う
複
雑
な
思
い
に
さ

せ
ら
れ
た
。
こ
こ
は
、
三
矢
先
生
の
校
正
ミ
ス
だ
っ
た
の
か
、
さ
ら
に
は
、
原
稿
ミ
ス
だ
っ
た
の
か
、
今
回
、
こ
の
「
國
學
院
雑
誌
」
論

文
と
し
て
、
そ
の
『
倭
姫
命
世
紀
』
を
確
認
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
現
在
、
新
し
い
悩
み
を
抱
え
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
っ
た

筆
者
で
あ
る
。

　

続
い
て
、「
用
ゐ
」
を
「
用
ひ
」
と
し
た
、
第
四
章
特
殊
な
る
漢
字
の
「
之
」
字
の
冒
頭
に
相
当
す
る
部
分
を
探
し
て
、
開
い
た
。「
國
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學
院
雜
誌
」
で
は
、「
古
事
記
に
於
け
る
漢
字
の
用
法
（
中
）」
の
第
四
「
之
」
の
字
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、「
両
名
詞
の
接
辞
と
し
て
用

ゐ
た
る
は
、」
と
あ
っ
て
、
三
矢
の
表
記
と
し
て
適
切
な
も
の
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
が
三
矢
学
位
論
文
で
「
用
ひ
」
と
な
っ

て
い
る
の
は
、
小
稿
の
「
三�

三
矢
が
頻
り
に
説
く
ワ
行
上
二
段
が
認
識
で
き
て
い
な
い
「
用
ひ
」
と
い
う
表
記
」
に
お
い
て
既
に
述
べ

た
と
お
り
、
そ
の
書
写
者
の
誤
字
で
あ
っ
た
こ
と
が
い
よ
い
よ
明
確
と
な
っ
た
。
そ
れ
に
し
て
も
、
そ
の
書
写
者
は
、
あ
る
い
は
、
三
矢

学
位
論
文
の
校
正
者
と
い
う
こ
と
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
平
生
は
、
何
行
何
活
用
説
に
従
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
前
文
末

に
「
用
ゐ
ず
。」
と
あ
り
、
同
一
文
中
に
「
用
う
る
こ
と
」
と
あ
る
の
に
、「
用
ひ
た
る
は
、」
と
表
記
し
て
い
る
仮
名
遣
ひ
の
猛
者
な
の

で
あ
る
。

　

も
ち
ろ
ん
、
一
冊
の
書
物
に
す
る
要
領
は
心
得
て
い
て
、
そ
う
い
う
調
整
に
は
手
慣
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
第
一
章
の
「
序
説
」
末
尾

を
見
た
と
き
、「
國
學
院
雜
誌
」
で
は
、「
古
事
記
の
読
方
」
と
い
う
大
き
な
タ
イ
ト
ル
だ
け
で
小
見
出
し
の
な
い
部
分
だ
が
、
そ
の
末
尾

は
「
敢
え
て
愚
見
を
述
べ
て
大
方
に
問
は
む
と
す
。」
と
な
っ
て
い
た
。
そ
れ
が
、
三
矢
学
位
論
文
で
は
、「
敢
え
て
愚
見
を
述
ぶ
る
所
以

な
り
。」
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

い
ま
一
用
例
挙
げ
る
と
、
三
矢
学
位
論
文
第
四
章
特
殊
な
る
漢
字
の
「
四�

「
矣
」
の
字
」
の
末
尾
は
、
そ
こ
を
「
國
學
院
雜
誌
」
で
確

認
す
る
と
、『
古
事
記
』
で
は
、「
乎
」
を
「
ヲ
」
と
訓
ま
な
い
疑
問
点
に
つ
い
て
、「
…
そ
の
適
用
や
ヽ
新
し
き
為
に
、
阿
礼
の
口
誦
に

旧
記
を
参
酌
し
て
撰
録
せ
る
此
の
古
事
記
に
は
、
之
を
用
ゐ
ざ
る
に
あ
ら
ざ
る
べ
き
か
。
記
し
て
大
方
の
批
正
を
俟
つ
。」
と
あ
る
。
し

か
し
、
三
矢
学
位
論
文
に
は
、
そ
の
最
後
の
一
文
「
記
し
て
大
方
の
批
正
を
俟
つ
。」
は
、
当
然
の
こ
と
で
は
あ
る
が
、
省
か
れ
て
い
る
。

一
書
と
す
る
た
め
の
、
一
定
の
手
当
て
は
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
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八
　
三
者
三
様
の
三
矢
重
松
先
生
像
、
そ
し
て
、
安
田
喜
代
門
先
生
執
筆
の
「
三
矢
博
士
の
著
作
年
譜
」

　

今
回
、
渡
邉
卓
論
文
の
「
お
わ
り
に
」
に
引
か
れ
る
、
折
口
先
生
が
三
矢
先
生
を
回
想
さ
れ
た
、
次
の
紹
介
（
出
典
は
、
渡
邉
論
文
の

注
（
19
）。『
全
集
』
十
二
巻
に
も
）
を
読
ん
で
、
あ
ま
り
の
意
外
さ
に
驚
い
て
い
る
。

　
　

�

〇
私
の
教
室
で
す
る
講
義
ぶ
り
や
表
れ
な
ど
を
反
省
し
て
み
ま
し
て
も
、
亡
く
な
ら
れ
た
恩
師
三
矢
重
松
先
生
の
俤
が
、
あ
り
あ
り

自
分
の
内
に
生
き
て
ゐ
る
の
に
驚
か
さ
れ
ま
す
。

　

今
泉
忠
義
先
生
が
お
話
し
に
な
っ
た
三
矢
先
生
像
は
、
あ
の
、
三
矢
先
生
五
十
年
祭
の
折
の
鶴
岡
で
の
ご
講
演
が
國
學
院
大
學
学
報

（
昭
和
48
年
11
月
10
日
）
に
残
っ
て
い
る
こ
と
、
さ
き
に
触
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
洋
服
に
イ
ン
パ
ネ
ス

を
お
召
し
に
な
っ
て
、
電
車
か
ら
飛
び
下
り
ら
れ
た
三
矢
先
生
像
で
あ
る
。
端
本
専
門
の
古
書
店
で
、
大
き
な
声
で
「
何
と
か
い
う
本
の

何
冊
め
が
あ
る
か
い
。」
な
ど
と
怒
鳴
る
よ
う
に
お
っ
し
ゃ
る
三
矢
先
生
像
で
あ
る
。
三
矢
先
生
の
源
氏
全
講
会
・
折
口
先
生
の
源
氏
全

講
会
を
、
ど
う
い
う
流
れ
で
引
き
継
ぐ
こ
と
に
お
な
り
に
な
る
の
か
、
今
泉
先
生
の
院
友
国
語
研
究
会
は
、
長
く
続
い
て
、
そ
の
毎
回
の

直
会
に
は
、
三
矢
先
生
な
ら
こ
う
お
っ
し
ゃ
っ
た
と
呟
か
れ
た
。
安
田
先
生
は
、
三
矢
先
生
は
熱
意
の
人
で
、
文
法
の
苦
手
な
私
に
も
わ

か
る
よ
う
に
教
え
て
く
だ
さ
っ
た
、
と
繰
り
返
し
て
言
っ
て
お
ら
れ
た
。
高
等
文
検
試
験
に
落
ち
た
私
を
も
励
ま
し
て
く
だ
さ
っ
た
、
と
、

そ
の
後
、
決
ま
っ
て
言
っ
て
お
ら
れ
た
。
三
矢
先
生
は
、
学
者
で
あ
っ
て
教
育
者
だ
、
と
も
お
っ
し
ゃ
っ
て
、
あ
な
た
は
、
学
者
か
ど
う

か
は
わ
か
ら
な
い
が
、
教
育
者
だ
と
学
生
が
言
っ
て
い
た
よ
、
と
言
い
添
え
ら
れ
た
。
私
は
、
当
時
、
再
履
修
者
の
授
業
を
専
ら
担
当
さ

せ
て
い
た
だ
い
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
長
く
地
方
の
高
校
教
員
を
し
て
い
た
、
研
究
業
績
も
な
い
講
師
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　

そ
の
安
田
先
生
だ
け
が
、
三
矢
学
位
論
文
『
古
事
記
に
於
け
る
特
殊
な
る
訓
法
の
研
究
』
の
第
一
章
か
ら
第
四
章
ま
で
の
初
出
が
國
學

院
雜
誌
に
載
っ
て
い
る
事
実
を
ど
う
し
て
「
三
矢
博
士
著
作
年
譜
」
で
明
ら
か
に
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
三
矢
学
位
論
文
は
、
そ
の
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人
物
と
学
識
か
ら
、
現
物
提
出
以
前
に
審
査
評
価
と
学
位
記
授
与
の
決
定
が
見
え
て
い
て
、
む
し
ろ
公
的
に
関
わ
る
人
々
に
は
、
改
め
て

触
れ
る
必
要
な
い
事
柄
と
な
っ
て
い
た
か
に
思
え
て
く
る
の
で
あ
る
。
あ
る
意
味
で
は
、
そ
の
よ
う
な
世
間
の
常
識
に
疎
い
安
田
先
生
は
、

先
生
の
常
識
と
し
て
、
そ
の
内
訳
を
明
記
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
当
時
、
東
京
女
学
館
は
、
國
學
院
大
學
日
本
文
化
研
究
所
に

も
お
勤
め
で
い
ら
っ
し
ゃ
っ
た
宮
地
治
邦
先
生
が
館
長
で
い
ら
っ
し
ゃ
っ
て
、
そ
の
宮
地
先
生
か
ら
、
出
講
を
促
さ
れ
た
。
國
學
院
大
學

か
ら
は
、
阿
部
正
路
先
生
・
浅
野
通
有
先
生
が
ご
出
講
で
、
そ
し
て
、
安
田
先
生
が
ご
年
齢
的
に
限
界
な
の
で
、
と
い
う
こ
と
で
、
二
年

ほ
ど
ご
一
緒
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
、
そ
の
後
、
国
語
学
は
専
ら
筆
者
が
担
当
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。

　

確
か
に
、
安
田
先
生
は
、
少
々
老
耄
を
お
見
せ
で
い
ら
っ
し
ゃ
っ
た
ろ
う
か
。「
ま
ま
な
ら
ぬ
」
の
「
ま
ま
」
に
つ
い
て
雑
談
さ
せ
て

い
た
だ
い
た
折
、「
儘
田
さ
ん
」
と
い
う
方
の
、「
ま
ま
」
は
、
形
式
名
詞
化
以
前
の
も
の
か
ど
う
か
と
即
座
に
言
わ
れ
て
、
そ
の
雑
談
を

お
楽
し
み
の
お
顔
が
ま
だ
消
え
て
い
な
い
。
当
時
、
専
攻
学
生
の
授
業
は
ま
っ
た
く
担
当
し
て
い
な
か
っ
た
が
、
時
に
接
触
の
あ
っ
た
碁
石

雅
利
（
現
聖
徳
大
学
短
期
大
学
部
教
授
）・
清
水
史
（
現
愛
媛
大
学
教
授
）・
林
健
太
郎
（
現
二
松
学
舎
大
学
教
授
）
の
三
氏
が
、
大
学
院

に
お
進
み
に
な
っ
た
年
か
、
吉
祥
寺
の
安
田
先
生
宅
を
お
訪
ね
し
た
と
の
お
話
を
伺
っ
た
日
が
あ
っ
た
。

　　

渡
邉
卓
氏
の
「
三
矢
重
松
学
位
論
文
と
折
口
信
夫
を
め
ぐ
っ
て
」（「
國
學
院
大
學�

校
史
・
学
術
資
産
研
究
」
第
七
号
・
平
成
二
十
七

年
三
月
六
日
発
行
）
に
つ
い
て
は
、
同
氏
の
、
そ
れ
に
先
立
っ
て
発
表
さ
れ
た
「
近
代
神
道
史
の
一
齣
―
三
矢
重
松
の
学
位
論
文
―
」
前

後
篇
（「
神
社
新
報
」
第
三
二
一
四
～
五
号
・
平
成
二
十
六
年
六
月
二
日
・
十
六
日
刊
）
掲
載
に
際
し
て
、
そ
の
三
矢
先
生
の
ご
著
作
な

ど
、
関
連
す
る
二
、
三
の
事
項
に
つ
い
て
、
阪
本
是
丸
先
生
か
ら
お
電
話
で
私
的
な
お
尋
ね
が
あ
っ
た
。
そ
の
「
神
社
新
報
」
は
、
平
生

も
、
ご
寄
贈
い
た
だ
い
て
い
て
、
改
め
て
で
は
な
く
読
ま
せ
て
い
た
だ
い
て
い
た
。
続
い
て
、
本
年
四
月
、
筆
者
の
勤
務
先
に
ご
寄
贈
い

た
だ
い
た
「
國
學
院
大
學�

校
史
・
学
術
資
産
研
究
」（
第
七
号
）
に
よ
っ
て
、
い
っ
そ
う
展
開
の
鮮
や
か
な
ご
論
文
と
し
て
読
ま
せ
て
い
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た
だ
い
た
。
そ
の
数
日
後
、
た
ま
た
ま
益
井
邦
夫
先
生
と
出
会
っ
て
雑
談
、
そ
れ
が
改
め
て
の
契
機
と
な
っ
て
、
阪
本
先
生
・
渡
邉
卓
氏

に
お
目
に
か
か
る
こ
と
と
も
な
っ
て
、
小
稿
執
筆
と
な
っ
た
次
第
で
あ
る
。
な
お
、
三
矢
先
生
の
「
國
學
院
雜
誌
」
ご
発
表
の
当
該
ご
論

文
に
つ
い
て
は
、
國
學
院
大
學
学
術
・
メ
デ
ィ
ア
セ
ン
タ
ー
事
務
部
図
書
館
事
務
課
主
幹
・
林
利
久
氏
が
コ
ピ
ー
し
て
ご
送
付
く
だ
さ
っ

た
。
記
し
て
謝
意
を
表
す
る
。
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