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長
明
『
無
名
抄
』
第
二
十
七
話
の
再
検
討

─
　勝
劣
の
真
実
と
長
明
の
執
筆
態
度
　─
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　雅

　
　之

１
．
は
じ
め
に

鴨
長
明
は
、
六
条
源
家
の
俊
恵
に
和
歌
を
学
ん
だ
歌
人
で
あ
り
、
後
世
に
お
い
て
は
『
方
丈
記
』
の
著
者
と
し
て
も
世
に
広
く
知

ら
れ
る
人
物
で
あ
る
。
長
明
は
五
十
歳
を
前
後
に
出
家
し
た
と
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
と
き
長
明
は
『
新
古
今
和
歌
集
』
撰
和
歌
所

の
寄
人
を
拝
す
る
立
場
に
あ
り
、『
源
家
長
日
記
』
の
記
述
に
よ
れ
ば
、
歌
会
へ
の
参
加
を
欠
か
す
こ
と
な
く
、
そ
の
勤
め
ぶ
り
も

た
い
へ
ん
謹
直
で
あ
っ
た
と
い
う
。
出
家
の
後
、
や
が
て
日
野
に
隠
棲
し
た
長
明
は
、
随
筆
『
方
丈
記
』・
歌
論
書
『
無
名
抄
』・
仏

教
説
話
『
発
心
集
』
を
著
し
た
。
歌
論
書
『
無
名
抄
』
に
は
、
長
明
が
俊
恵
か
ら
学
ん
だ
歌
学
的
な
事
柄
に
加
え
て
、
自
身
の
見
聞

を
踏
ま
え
た
和
歌
に
関
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
知
識
や
理
解
の
あ
り
方
な
ど
、
歌
学
と
歌
論
が
広
い
範
囲
で
記
さ
れ
て
い
る
。

さ
て
歌
論
書
一
般
に
お
い
て
、
そ
の
執
筆
は
客
観
的
な
立
場
か
ら
学
術
的
に
和
歌
を
論
じ
よ
う
と
す
る
も
の
が
多
い
。
し
か
し

一
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『
無
名
抄
』
に
あ
っ
て
は
、
長
明
の
見
聞
や
経
験
が
語
ら
れ
て
い
く
中
に
あ
っ
て
、
自
讃
や
回
想
と
い
っ
た
長
明
の
主
観
に
関
わ
る

記
事
も
数
多
く
見
ら
れ
（
１
）、

長
明
個
人
の
視
点
と
歌
論
が
不
可
分
な
状
態
に
あ
る
こ
と
が
歌
論
書
『
無
名
抄
』
の
一
つ
の
特
徴
と

な
っ
て
い
る
。
本
稿
で
は
『
無
名
抄
』
の
第
二
十
七
話
に
つ
い
て
、
従
来
の
研
究
で
は
見
過
ご
さ
れ
て
き
た
解
釈
の
問
題
点
を
指
摘

し
、
そ
の
事
実
の
解
明
を
試
み
る
も
の
で
あ
り
、
加
え
て
第
二
十
七
話
に
見
ら
れ
る
長
明
の
執
筆
態
度
の
特
異
性
に
つ
い
て
論
じ
る

も
の
で
あ
る
。

２
．『
無
名
抄
』
第
二
十
七
話
「
貫
之
躬
恒
勝
劣
事
」
の
内
容

『
無
名
抄
』
第
二
十
七
話
は
、『
古
今
和
歌
集
』
当
代
歌
人
の
中
で
も
特
に
傑
出
し
た
歌
人
と
さ
れ
る
、
貫
之
と
躬
恒
の
勝
劣
に
関

す
る
話
で
あ
り
、
長
明
は
こ
れ
を
和
歌
の
師
で
あ
る
俊
恵
か
ら
の
伝
聞
と
し
て
記
述
す
る
。
こ
の
話
で
は
、
三
条
大
相
国
（
実
行
）

と
二
条
の
帥
（
俊
忠
（
２
））

の
間
で
、
貫
之
と
躬
恒
の
歌
人
的
優
劣
が
論
争
に
な
る
。
実
行
と
俊
忠
は
そ
の
判
定
を
白
河
院
に
求
め
る
が
、

白
河
院
も
こ
の
問
い
に
答
え
ら
れ
ず
、
白
河
院
は
こ
れ
を
時
の
大
歌
人
で
あ
る
源
俊
頼
に
尋
ね
る
よ
う
指
示
す
る
。
後
日
、
答
え
を

求
め
る
俊
忠
に
対
し
て
俊
頼
が
出
し
た
答
え
は
、「
み
つ
ね
を
ば
、
な
あ
な
づ
ら
せ
給
そ
（
躬
恒
を
、
侮
り
な
さ
い
ま
す
な
）」
と
い
う

も
の
で
あ
っ
た
。〈
躬
恒
が
勝
る
〉
と
す
る
よ
う
な
こ
の
回
答
は
、
貫
之
の
勝
ち
を
主
張
す
る
俊
忠
に
と
っ
て
は
予
想
外
で
あ
り
、

俊
忠
は
改
め
て
勝
劣
を
問
い
た
だ
す
が
、
俊
頼
は
「
み
つ
ね
を
ば
あ
な
づ
ら
せ
給
ま
じ
き
ぞ
（
躬
恒
を
、
侮
り
な
さ
る
べ
き
で
な
い
）」

と
し
て
、
同
じ
よ
う
に
曖
昧
な
答
え
を
繰
り
返
す
だ
け
で
あ
っ
た
。
こ
れ
を
聞
い
た
俊
忠
は
「
お
ほ
し
お
ほ
し
こ
と
が
ら
聞
こ
え
侍

り
に
た
り
。
を
の
れ
が
負
け
に
な
り
ぬ
る
に
こ
そ
（
お
よ
そ
、
だ
い
た
い
の
事
柄
は
わ
か
り
ま
し
た
。
私
が
負
け
と
な
っ
た
に
違
い
な
い
）

※
口
語
訳
の
詳
細
は
後
述
。」
と
語
っ
て
、
論
争
の
敗
者
に
な
っ
た
と
い
う
話
で
あ
る
。

二
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従
来
の
研
究
に
お
い
て
、
こ
の
第
二
十
七
話
の
内
容
に
疑
問
が
示
さ
れ
た
こ
と
は
な
い
。
俊
頼
が
示
し
た
二
つ
の
回
答
は
、
何
れ

も
俊
忠
が
理
解
す
る
よ
う
に
〈
躬
恒
が
勝
る
〉
こ
と
の
意
味
で
解
釈
さ
れ
、
貫
之
優
位
を
主
張
す
る
側
で
あ
っ
た
俊
忠
が
論
争
の
敗

者
と
な
る
こ
と
で
、
文
章
全
体
の
整
合
性
に
も
問
題
は
な
い
と
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
二
者
択
一
の
結
論
を
、
俊
頼
は
な
ぜ
曖
昧

な
答
え
で
語
る
の
だ
ろ
う
か
。
ま
た
更
に
は
、
勝
劣
を
問
い
た
だ
す
俊
忠
に
対
し
て
、
俊
頼
は
な
ぜ
同
じ
よ
う
に
曖
昧
な
答
え
を
繰

り
返
す
の
だ
ろ
う
か
。
勝
劣
を
明
確
に
し
な
い
俊
頼
の
言
動
に
不
審
を
指
摘
し
、
そ
の
理
由
を
説
明
す
る
先
行
研
究
は
な
く
、
第

二
十
七
話
の
解
釈
は
、
幾
つ
か
の
疑
問
と
文
脈
の
不
自
然
さ
を
見
過
ご
す
こ
と
で
、
理
解
を
曖
昧
に
し
た
ま
ま
進
め
ら
れ
て
き
た
も

の
と
言
え
る
。

本
稿
に
お
け
る
考
察
を
進
め
る
に
あ
た
っ
て
、
ま
ず
は
第
二
十
七
話
の
内
容
を
詳
細
に
確
認
し
な
が
ら
、
そ
こ
に
潜
在
す
る
問
題

点
が
何
か
を
、
具
体
的
に
す
る
こ
と
か
ら
始
め
て
い
き
た
い
。
以
下
に
第
二
十
七
話
の
全
文
を
引
用
す
る
。
第
二
十
七
話
は
、
話
の

展
開
か
ら
全
体
を
三
つ
に
区
分
す
る
こ
と
が
で
き
る
。【
第
一
区
分
】
は
、
貫
之
と
躬
恒
の
優
劣
を
め
ぐ
っ
て
、
そ
の
決
着
が
俊
頼

に
委
ね
ら
れ
る
ま
で
の
経
緯
を
記
し
た
部
分
。
続
く
【
第
二
区
分
】
は
、
貫
之
と
躬
恒
の
優
劣
を
め
ぐ
る
俊
忠
と
俊
頼
の
対
話
部
分
。

そ
し
て
【
第
三
区
分
】
は
、
第
二
十
七
話
の
語
り
手
で
あ
る
俊
恵
の
言
説
が
記
さ
れ
た
部
分
で
あ
る
。
以
下
に
、
第
二
十
七
話
を
便

宜
的
に
こ
の
三
つ
に
区
分
し
た
状
態
で
引
用
す
る
。（
傍
線
は
稿
者
に
よ
る
）

◎
『
無
名
抄
』
第
二
十
七
話
「
貫
之
躬
恒
勝
劣
事
」

�

（『
鴨
長
明
全
集
』
貴
重
本
刊
行
会
　
二
〇
〇
〇
・
五
　
底
本
・
東
京
国
立
博
物
館
蔵
本
）

【
第
一
区
分
】

俊
恵
法
師
語
云
、
三
条
の
大
相
国
ひ
ゐ
の
別
当
と
き
こ
え
け
る
と
き
、
二
条
の
帥
と
ふ
た
り
の
人
、
み
つ
ね
、
つ
ら
ゆ
き
が

三
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を
と
り
ま
さ
り
を
論
ぜ
ら
れ
け
り
。
か
た
み
に
さ
ま
ざ
ま
の
こ
と
ば
を
つ
く
し
て
あ
ら
そ
は
れ
け
れ
ど
、
さ
ら
に
事
き
る
べ
く

も
あ
ら
ざ
り
け
れ
ば
、
帥
い
ぶ
か
し
く
お
も
ひ
て
、
御
気
色
と
り
て
勝
劣
き
ら
ん
と
て
、
白
河
院
に
御
気
色
給
は
る
。
仰
云
、

わ
れ
は
い
か
で
か
さ
だ
め
む
。
と
し
よ
り
な
ど
に
と
へ
か
し
と
お
ほ
せ
ご
と
あ
り
け
れ
ば
、
と
も
に
そ
の
び
ん
を
ま
た
れ
け
る

ほ
ど
に
、
二
、
三
日
あ
り
て
、
俊
頼
ま
い
り
た
り
け
り
。

【
第
二
区
分
】

帥
こ
の
こ
と
を
か
た
り
出
て
、
は
じ
め
あ
ら
そ
ひ
そ
め
し
よ
り
、
院
の
仰
の
お
も
む
き
ま
で
か
た
ら
れ
け
れ
ば
、
俊
頼
き
き

て
、
た
び
た
び
う
ち
う
な
づ
き
て
、
み
つ
ね
を
ば
、
な
あ
な
づ
ら
せ
給
そ
と
い
ふ
。
帥
お
も
ひ
の
ほ
か
に
お
ぼ
え
て
、
さ
れ
ば
、

貫
之
が
お
と
り
侍
か
。
こ
と
を
き
り
給
べ
き
な
り
と
せ
め
け
れ
ど
、
な
を
な
を
た
だ	

を
な
じ
や
う
に
、
み
つ
ね
を
ば
あ
な
づ

ら
せ
給
ま
じ
き
ぞ
と
い
ひ
け
れ
ば
、
お
ほ
し
お
ほ
し	

こ
と
が
ら
き
こ
え
侍
に
た
り
。
を
の
れ
が
ま
け
に
な
り
ぬ
る
に
こ
そ
と

て
、
か
ら
き
こ
と
に
せ
ら
れ
け
り
。

【
第
三
区
分
】

ま
こ
と
に
、
み
つ
ね
が
よ
み
く
ち
ふ
か
く
、
お
も
ひ
い
れ
た
る
方
は
、
又
た
ぐ
ひ
な
き
物
な
り
と
ぞ
。

第
二
十
七
話
の
内
容
を
確
認
し
て
い
く
。
ま
ず
勝
劣
の
比
較
対
象
に
な
る
貫
之
（
３
）と

躬
恒
は
、
共
に
『
古
今
和
歌
集
』（
総
歌
数

一
一
一
一
首
）
の
撰
者
と
し
て
知
ら
れ
る
。
貫
之
の
『
古
今
和
歌
集
』
入
集
歌
数
は
集
中
第
一
位
の
一
〇
二
首
。
対
す
る
躬
恒
は

『
古
今
和
歌
集
』
入
集
六
〇
首
に
し
て
、
貫
之
に
次
ぐ
と
こ
ろ
の
集
中
第
二
位
。
貫
之
と
躬
恒
は
、『
古
今
和
歌
集
』
の
双
璧
と
さ
れ

る
歌
人
で
あ
っ
た
。
特
に
貫
之
は
、『
古
今
和
歌
集
』
の
仮
名
序
を
記
し
た
人
物
と
し
て
も
有
名
で
あ
る
。
次
に
、
こ
の
出
来
事
の

登
場
人
物
と
し
て
は
、
俊
忠
・
実
行
・
白
河
院
・
俊
頼
の
四
人
。
こ
の
う
ち
、
第
二
区
分
に
て
勝
劣
の
応
答
を
行
う
俊
忠
と
俊
頼
の

※
１

※
２

四
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二
人
に
つ
い
て
い
え
ば
、
御
子
左
家
歌
人
で
あ
る
俊
忠
は
『
千
載
和
歌
集
』
撰
者
と
し
て
著
名
な
俊
成
の
父
で
あ
り
、
一
方
の
俊
頼

は
、
白
河
院
の
院
宣
に
よ
り
『
金
葉
和
歌
集
』
を
奏
覧
し
た
人
物
で
あ
る
。
ま
た
語
り
手
の
俊
恵
、
記
述
者
の
長
明
も
、
第
二
十
七

話
を
理
解
す
る
上
で
極
め
て
重
要
な
存
在
に
な
る
。
従
っ
て
第
二
十
七
話
で
考
慮
す
べ
き
人
物
は
、
都
合
八
人
で
あ
る
。
な
お
勝
劣

の
判
定
を
め
ぐ
っ
て
、
こ
の
出
来
事
の
最
も
中
心
の
立
場
に
い
る
俊
頼
は
、
第
二
十
七
話
の
語
り
手
俊
恵
の
父
で
あ
っ
た
。
ま
た
後

述
す
る
よ
う
に
、
俊
頼
の
言
動
が
意
味
す
る
こ
と
の
真
実
を
、
俊
恵
に
伝
え
る
こ
と
が
で
き
た
の
も
俊
頼
だ
け
で
あ
る
。
す
な
わ
ち

第
二
十
七
話
は
、
俊
頼
の
経
験
談
と
し
て
、
俊
頼
か
ら
俊
恵
に
直
接
伝
え
ら
れ
た
話
で
あ
り
、
こ
の
出
来
事
の
様
子
を
正
確
に
記
録

・
・
・
・
・

し
た
も
の

・

・

・

・

で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
俊
頼
・
俊
恵
・
長
明
へ
と
続
く
、
情
報
伝
達
の
様
子
も
考
慮
し
な
が
ら
、
以
下
に
第

二
十
七
話
を
詳
し
く
検
証
し
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

ま
ず
第
一
区
分
で
は
、
実
行
と
俊
忠
が
、
貫
之
・
躬
恒
の
優
劣
を
め
ぐ
っ
て
論
争
と
な
る
。
そ
の
判
定
は
、
白
河
院
の
指
示
に
よ

り
、
俊
頼
へ
と
委
ね
ら
れ
る
。
こ
の
経
緯
が
俊
忠
か
ら
俊
頼
に
伝
え
ら
れ
る
様
子
は
、
第
二
区
分
の
冒
頭
に
、「
帥
こ
の
こ
と
を
か

た
り
出
て
、
は
じ
め
あ
ら
そ
ひ
そ
め
し
よ
り
、
院
の
仰
の
お
も
む
き
ま
で
か
た
ら
れ
け
れ
ば
」
と
し
て
明
記
さ
れ
て
い
る
。

続
く
第
二
区
分
は
、
俊
忠
と
俊
頼
の
対
話
部
分
で
あ
る
。
貫
之
と
躬
恒
の
優
劣
が
問
わ
れ
た
時
の
様
子
を
、
語
り
手
の
俊
恵
（
記

述
者
の
長
明
）
は
、「
俊
頼
き
き
て
、
た
び
た
び
う
ち
う
な
づ
き
て
」
と
語
る
。
俊
忠
の
質
問
を
受
け
た
俊
頼
が
深
く
感
心
し
て
い
る

様
が
、
接
頭
語
を
伴
っ
て
強
調
さ
れ
る
「
う
ち
う
な
づ
く
」
と
い
う
動
作
と
、
こ
れ
を
修
飾
す
る
「
た
び
た
び
」
の
語
で
も
っ
て
表

現
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
細
か
な
俊
頼
の
描
写
も
、
第
二
十
七
話
の
語
り
手
が
俊
恵
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
こ
れ
が
俊
頼
か
ら
の
伝
聞
に
基

づ
く
史
実
の
反
映
で
あ
る
と
見
な
し
う
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
の
感
慨
の
上
に
た
っ
て
俊
頼
が
出
し
た
答
え
は
、「
み
つ
ね
を
ば
、

な
あ
な
づ
ら
せ
給
そ
（
躬
恒
を
侮
り
な
さ
い
ま
す
な
）」
と
い
う
、
勝
劣
の
結
果
を
曖
昧
に
す
る
よ
う
な
答
え
で
あ
っ
た
。
こ
れ
を

〈
躬
恒
が
勝
る
〉
と
解
釈
し
た
俊
忠
は
、
こ
の
答
え
を
「
お
も
ひ
の
ほ
か
」
と
し
て
、「
さ
れ
ば
、
貫
之
が
お
と
り
侍
か
。
こ
と
を
き

五
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り
給
べ
き
な
り
（
そ
れ
な
ら
ば
、
貫
之
が
劣
っ
て
い
る
の
で
す
か
。
決
着
を
お
つ
け
に
な
る
べ
き
で
す
）」
と
し
て
、
俊
頼
に
改
め
て
結
論
を

問
い
た
だ
す
。
こ
の
記
述
か
ら
、
俊
忠
が
貫
之
優
位
を
主
張
す
る
側
で
あ
っ
た
こ
と
が
こ
こ
で
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
俊
頼

の
二
度
目
の
答
え
は
、
初
め
と
同
じ
よ
う
に
「
み
つ
ね
を
ば
あ
な
づ
ら
せ
給
ま
じ
き
ぞ
（
躬
恒
を
侮
り
な
さ
る
べ
き
で
な
い
）」
と
答
え

を
曖
昧
に
語
る
も
の
で
あ
っ
た
。
①
俊
頼
の
答
え
は
何
を
意
味
し
て
い
る
の
か
。
②
俊
頼
は
な
ぜ
同
じ
よ
う
な
答
え
を
繰
り
返
す
の

か
。
こ
こ
に
潜
在
す
る
二
つ
の
疑
問
に
説
明
が
無
い
ま
ま
、
俊
忠
が
「
お
ほ
し
お
ほ
し
こ
と
が
ら
き
こ
え
侍
に
た
り
。
を
の
れ
が
ま

け
に
な
り
ぬ
る
に
こ
そ
（
お
よ
そ
、
だ
い
た
い
の
事
柄
は
わ
か
り
ま
し
た
。
私
が
負
け
と
な
っ
た
に
違
い
な
い
）」
と
語
り
、
俊
忠
が
負
け
と

な
っ
た
結
末
が
示
さ
れ
る
。

そ
し
て
第
三
区
分
で
は
、
語
り
手
俊
恵
に
よ
っ
て
「
ま
こ
と
に
、
み
つ
ね
が
よ
み
く
ち
ふ
か
く
、
お
も
ひ
い
れ
た
る
方
は
、
又
た

ぐ
ひ
な
き
物
な
り
」
と
い
う
躬
恒
称
賛
が
語
ら
れ
る
。
こ
こ
で
の
冒
頭
部
分
「
ま
こ
と
に
」
に
つ
い
て
は
、
二
通
り
の
解
釈
が
可
能

で
あ
る
。
す
な
わ
ち
第
一
は
、
俊
忠
と
俊
頼
の
対
話
（
第
二
区
分
）
を
総
括
す
る
発
語
と
し
て
、「（
躬
恒
が
勝
る
と
い
う
決
着
の
と
お

り
、）
ま
こ
と
に
」
の
意
味
で
理
解
さ
れ
る
。〈
躬
恒
が
勝
る
〉
と
い
う
決
着
を
踏
ま
え
て
、
文
脈
の
流
れ
を
意
識
し
て
読
む
の
で
あ

れ
ば
、
こ
の
解
釈
が
強
く
意
識
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
従
来
の
解
釈
は
こ
の
第
一
の
解
釈
で
あ
る
（
４
）。

ま
た
第
二
の
解
釈
と
し
て
は
、

俊
頼
の
言
説
（
＝
躬
恒
を
侮
る
こ
と
の
禁
止
、
お
よ
び
不
適
当
）
に
対
す
る
賛
同
と
し
て
、「（
俊
頼
が
侮
れ
ぬ
と
言
っ
た
裁
定
の
と
お
り
、）

ま
こ
と
に
」
の
意
味
で
理
解
で
き
る
。
も
し
第
二
の
意
味
で
解
釈
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
躬
恒
称
賛
は
俊
頼
に
対
す
る
賛
同
と
し
て
の

発
言
で
あ
り
、
勝
劣
や
俊
忠
の
言
動
に
は
直
接
関
与
し
て
い
な
い
こ
と
に
な
る
。

六
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３
．
第
二
十
七
話
の
文
意
が
把
握
し
に
く
い
原
因
と
該
当
部
分
の
詳
細

第
二
十
七
話
の
理
解
を
困
難
に
し
て
い
る
原
因
が
、
文
章
中
に
潜
在
す
る
二
つ
の
疑
問
に
関
わ
る
様
子
を
確
認
し
て
き
た
。
す
な

わ
ち
、
①
俊
頼
の
答
え
は
何
を
意
味
し
て
い
る
の
か
、
②
俊
頼
は
な
ぜ
同
じ
よ
う
な
答
え
を
繰
り
返
す
の
か
、
と
い
う
二
つ
の
疑
問

で
あ
る
。
ま
た
更
に
言
え
ば
、
こ
れ
ら
二
つ
の
疑
問
の
前
提
に
あ
る
違
和
感
と
し
て
、
③
二
者
択
一
の
答
え
を
な
ぜ
俊
頼
は
曖
昧
な

言
葉
で
語
る
の
か
、
と
い
う
単
純
で
は
あ
る
が
、
実
は
極
め
て
重
要
な
疑
問
が
潜
在
し
て
い
る
こ
と
も
見
逃
し
て
は
な
る
ま
い
。
こ

こ
で
は
、
①
②
の
疑
問
に
焦
点
を
当
て
な
が
ら
、
文
章
中
の
該
当
部
分
を
詳
し
く
検
証
し
て
み
た
い
。

①
俊
頼
の
答
え
（
初
答
・
再
答
）
に
つ
い
て
の
文
法
的
解
釈
。

み
つ
ね
を
ば
、
な

あ
な
づ
ら
せ
給

そ
（
初
答
）

み
つ
ね
を
ば

あ
な
づ
ら
せ
給

ま
じ
き
ぞ
（
再
答
）

俊
頼
の
回
答
は
共
に
、
動
詞
〈
侮
る
〉
に
、
尊
敬
を
意
味
す
る
〈
す
〉〈
給
ふ
〉
の
語
が
付
属
し
た
も
の
で
あ
る
。
違
い
と
し
て

は
、
初
答
で
は
、「
あ
な
づ
ら
せ
給
」
を
前
後
し
て
、
副
詞
「
な
」
と
終
助
詞
「
そ
」
が
呼
応
し
、〈
侮
り
な
さ
い
ま
す
な
〉
と
い
う

禁
止
の
意
味
に
な
る
の
に
対
し
て
、
再
答
で
は
、「
あ
な
づ
ら
せ
給
」
の
後
に
、
不
適
当
を
意
味
す
る
助
動
詞
「
ま
じ
き
」
に
、
強

意
の
助
詞
「
ぞ
」
が
接
続
し
て
、〈
侮
り
な
さ
る
べ
き
で
な
い
〉
の
意
味
に
な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
俊
頼
の
回
答
は
、〈
躬
恒
を
侮
る

こ
と
〉
の
禁
止
ま
た
は
不
適
当
で
あ
り
、
厳
密
な
意
味
の
違
い
は
あ
る
に
せ
よ
、
二
つ
の
回
答
に
実
質
的
な
違
い
は
無
い
と
考
え
ら

れ
る
。
こ
れ
は
記
述
者
の
長
明
（
＝
語
り
手
の
俊
恵
）
が
二
度
目
の
答
え
を
、「
な
を
な
を
た
だ
を
な
じ
や
う
に
」
と
記
し
て
い
る
こ

と
か
ら
も
首
肯
さ
れ
よ
う
。
つ
ま
り
記
述
者
（
語
り
手
）
の
意
識
と
し
て
、〈
俊
頼
は
同
様
の
答
え
を
繰
り
返
し
た
〉
と
い
う
認
識
で

あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

七
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②
俊
頼
が
同
じ
答
え
を
繰
り
返
す
こ
と
に
つ
い
て
。

記
述
者
の
長
明
（
＝
長
明
は
語
り
手
の
俊
恵
と
同
一
の
視
点
で
こ
れ
を
記
述
し
て
い
る
）
は
、
俊
頼
の
二
度
目
の
答
え
を
「
な
を
な
を
た

だ	
を
な
じ
や
う
に
（
東
京
国
立
博
物
館
蔵
本
）」
と
表
現
す
る
。
俊
頼
は
な
ぜ
同
じ
よ
う
に
答
え
を
繰
り
返
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ

し
て
こ
の
第
二
十
七
話
の
従
来
の
読
み
手
は
、
俊
頼
の
言
動
を
ど
の
よ
う
に
解
釈
し
て
き
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
疑
問
を
考
え
る
参

考
と
し
て
、
こ
の
箇
所
に
生
じ
て
い
る
諸
本
の
異
同
に
注
目
し
て
み
た
い
。
以
下
に
主
要
伝
本
に
お
け
る
※
１
部
分
の
異
同
を
示
す
。

な
お
木
下
華
子
『
鴨
長
明
研
究
　表
現
の
基
層
へ
（
５
）』

を
参
考
に
、
木
下
氏
が
調
査
対
象
に
し
た
主
要
伝
本
一
四
本
と
重
な
る
も
の
に
は
、

木
下
氏
が
示
す
系
統
分
類
の
区
分
を
併
せ
て
示
す
。

校
異
※
１
「
猶
猶
唯
」（
諸
本
に
お
け
る
漢
字
・
仮
名
遣
い
の
差
異
は
考
慮
し
な
い
）

①
猶
猶
唯	

（
東
京
国
立
博
物
館
蔵
本
）	

鎌
倉	

第
一
類

	

（
黒
川
本
雅
親
筆
）	

室
町	

第
一
類

②
猶
唯	

（
天
理
呉
氏
旧
蔵
）	

鎌
倉
後	

第
二
類

	

（
東
京
大
学
付
属
図
書
館
本
阿
波
）	

江
戸	

第
三
類
第
一
群

③
猶	

（
簗
瀬
本
応
永
一
五
年
写
）	

室
町

	

（
書
陵
部
蔵
本
松
岡
本
）	

	

第
三
類
第
二
群

	

（
山
口
県
立
図
書
館
蔵
本
）	

	

第
三
類
第
二
群
（
６
）

④
唯	

（
天
理
本
応
安
四
年
写
）	

室
町
初	
第
三
類
第
三
群

	

（
蓬
左
文
庫
蔵
本
永
正
一
三
年
写
）	

室
町
後	
第
三
類
第
三
群
	

（
静
嘉
堂
文
庫
蔵
本
）	

江
戸	

第
三
類
第
三
群

※
１

八
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（
内
閣
文
庫
蔵
本
）	

江
戸	

第
三
類
第
三
群

	

（
書
陵
部
蔵
本
斎
藤
本
）	

江
戸

	

（
群
書
類
従
本
）	

江
戸

諸
本
何
れ
も
、
副
詞
の
「
猶
」
あ
る
い
は
「
唯
」
が
「
同
じ
や
う
に
」
を
修
飾
し
て
い
る
。「
猶
」
は
状
態
が
〈
引
き
続
い
て
い

る
様
子
〉
を
表
す
副
詞
で
、
一
方
の
「
唯
」
は
〈
他
の
も
の
で
は
な
い
こ
と
〉
を
表
す
副
詞
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
副
詞
が
「
同
じ
や

う
に
」
を
修
飾
す
る
こ
と
で
、
再
答
が
初
答
と
「
同
じ
や
う
」
で
あ
っ
た
こ
と
を
強
調
す
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
度
合
い
は
、
第
一

類
や
第
二
類
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
書
写
年
代
が
古
く
、
古
態
に
近
づ
く
ほ
ど
に
強
く
な
る
傾
向
を
示
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
長
明

執
筆
時
の
状
態
は
、
お
そ
ら
く
は
第
一
類
の
表
記
で
も
っ
て
、「
同
じ
や
う
に
」
を
「
猶
／
猶
／
唯
」
と
殊
更
に
強
調
し
て
記
さ
れ

て
い
た
と
推
察
さ
れ
る
。
つ
ま
り
長
明
の
執
筆
意
識
は
、
答
え
が
「
同
じ
や
う
に
」
語
ら
れ
た
こ
と
を
極
め
て
強
く
意
識
し
て
い
る

の
で
あ
り
、
こ
の
〈
同
じ
よ
う
な
答
え
〉
こ
そ
が
正
し
く
俊
頼
の
回
答
で
あ
っ
た
こ
と
を
記
述
し
て
い
る
。
し
か
し
一
方
で
長
明

（
形
式
的
に
は
語
り
手
の
俊
恵
）
は
、
答
え
が
同
じ
よ
う
に
繰
り
返
さ
れ
た
こ
と
の
理
由
を
記
そ
う
と
し
な
い
。
そ
の
た
め
後
の
書
写

者
ら
は
、
答
え
が
同
じ
よ
う
に
繰
り
返
さ
れ
る
こ
と
に
意
義
が
見
い
だ
せ
ず
、
長
明
が
こ
れ
を
強
調
す
る
こ
と
の
意
図
が
掴
め
な
い

の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
こ
の
強
調
が
不
審
な
表
現
と
し
て
意
識
さ
れ
、
加
え
て
こ
の
表
記
に
衍
字
と
し
て
の
危
惧
が
働
く
こ
と
で
、

や
が
て
強
調
の
度
合
い
が
低
く
な
る
か
た
ち
で
異
同
が
生
じ
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
（
７
）。

な
お
俊
頼
の
再
答
が
「
な
を
な
を
た
だ
を
な
じ
や
う
に
」
な
さ
れ
た
こ
と
を
受
け
て
語
ら
れ
る
、
俊
忠
の
言
説
「
お
ほ
し
お
ほ
し	

こ

と
が
ら
き
こ
え
侍
に
た
り
」
に
も
諸
本
で
異
同
が
生
じ
て
い
る
。
俊
頼
の
言
動
に
対
す
る
不
審
は
文
脈
の
理
解
を
不
確
か
な
も
の
に

し
て
お
り
、
俊
忠
の
言
説
の
理
解
を
も
難
し
く
し
て
い
る
。

※
２

九
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校
異
※
２
「
お
ほ
し
お
ほ
し
」（
諸
本
に
お
け
る
漢
字
・
仮
名
遣
い
の
差
異
は
考
慮
し
な
い
）

①
お
ほ
し
お
ほ
し	

（
東
京
国
立
博
物
館
蔵
本
）	

鎌
倉	

第
一
類

	

（
黒
川
本
雅
親
筆
）	

室
町	

第
一
類

	

（
天
理
本
応
安
四
年
写
）	

室
町
初	

第
三
類
第
三
群

	

（
東
京
大
学
付
属
図
書
館
本
阿
波
）	

江
戸	

第
三
類
第
一
群

②
お
ほ
か
た	

（
天
理
呉
氏
旧
蔵
）	

鎌
倉
後	

第
二
類

③
お
ほ
や
う	
（
簗
瀬
本
応
永
一
五
年
写
）	

室
町

	
（
書
陵
部
蔵
本
松
岡
本
）	

	

第
三
類
第
二
群

	

（
山
口
県
立
図
書
館
蔵
本
）	

	

第
三
類
第
二
群

	

（
内
閣
文
庫
蔵
本
）	

江
戸	

第
三
類
第
三
群

	

（
群
書
類
従
本
）	

江
戸

④
お
な
じ	

（
蓬
左
文
庫
蔵
本
永
正
一
三
年
写
）	

室
町
後	

第
三
類
第
三
群

	

（
静
嘉
堂
文
庫
蔵
本
）	

江
戸	

第
三
類
第
三
群

	

（
書
陵
部
蔵
本
斎
藤
本
）	
江
戸

お
ほ
し
【
凡
】
副
　
お
よ
そ
、
だ
い
た
い
。
漢
文
で
は
発
語
と
い
わ
れ
る
も
の
。
女
流
和
文
体
に
は
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
い

訓
読
語
で
あ
る
。「（
博
士
ノ
コ
ト
バ
）
お
ほ
し
、
か
い
も
と
の
あ
る
じ
、
甚
だ
非
常
に
侍
り
た
う
ぶ
」〔
源
氏
・
乙
女
〕【
角

川
古
語
大
辞
典
　
角
川
書
店
　
一
九
八
二
・
六
】

一
〇
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校
異
※
１
と
同
様
、
こ
こ
で
も
古
写
本
の
系
統
と
さ
れ
る
第
一
類
の
伝
本
に
表
記
の
特
異
性
が
認
め
ら
れ
る
。
第
一
類
の
表
記
①

「
お
ほ
し
お
ほ
し
」
は
、
こ
の
ま
ま
の
状
態
で
は
意
味
が
掴
み
に
く
く
、
衍
字
を
疑
わ
せ
る
不
審
な
表
記
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
第

一
類
本
と
表
記
を
同
じ
く
す
る
の
は
、
室
町
初
期
応
安
四
年
（
一
三
七
一
年
）
の
写
本
で
あ
る
天
理
本
応
安
四
年
写
と
、
第
一
類
に
か

な
り
近
い
本
文
で
あ
る
こ
と
が
既
に
指
摘
さ
れ
る
第
三
類
第
一
群
の
東
京
大
学
付
属
図
書
館
本
阿
波
で
あ
る
。
こ
の
「
お
ほ
し
お
ほ

し
」
が
、
特
に
古
い
伝
本
を
中
心
と
す
る
表
記
で
あ
る
点
に
着
目
す
れ
ば
、
こ
れ
が
特
に
古
い
時
代
の
表
記
の
一
つ
で
あ
る
こ
と
が

推
測
さ
れ
る
。

さ
て
、
第
一
類
型
の
①
「
お
ほ
し
お
ほ
し
」
が
古
い
状
態
の
形
跡
を
と
ど
め
る
と
し
て
も
、
こ
の
表
現
の
類
例
を
、
他
の
文
献
に

求
め
る
こ
と
は
難
し
い
。
あ
え
て
こ
の
ま
ま
の
状
態
で
解
釈
す
る
な
ら
ば
、
副
詞
の
「
お
ほ
し
【
凡
】」
が
繰
り
返
さ
れ
て
強
調
さ

れ
た
も
の
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
俊
忠
の
言
説
と
し
て
は
、
仮
に
「
凡お

ほ
し

凡お
ほ
し

事
柄
聞
こ
え
侍
り
に
た
り
〈
お
よ
そ
、
だ
い
た

い
の
事
柄
は
わ
か
り
ま
し
た
〉」
の
意
味
と
し
て
考
え
て
お
き
た
い
。
俊
忠
の
理
解
が
十
分
な
も
の
で
は
な
く
、「
だ
い
た
い
」
の
状

態
で
あ
る
こ
と
を
強
く
表
し
た
も
の
か
。
な
お
「
お
ほ
し
お
ほ
し
」
と
い
う
表
記
が
不
審
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
に
衍
字
と
し
て

の
危
惧
が
働
く
こ
と
は
、
校
異
※
１
の
①
と
同
様
で
あ
る
。
そ
し
て
次
に
、
②
「
お
ほ
か
た
」
③
「
お
ほ
や
う
」
に
つ
い
て
は
、
①

の
副
詞
「
お
ほ
し
」
と
意
味
が
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
。
意
味
・
表
音
の
類
似
か
ら
副
詞
「
お
ほ
し
」
と
の
関
連
が
窺
わ
れ
る
。
④
「
お

な
じ
」
に
つ
い
て
は
、
室
町
後
期
か
ら
江
戸
の
伝
本
に
見
ら
れ
る
表
記
で
あ
り
、「
な
を
な
を
た
だ
を
な
じ
や
う
に
」
と
い
う
前
文

と
の
整
合
性
が
意
識
さ
れ
た
結
果
の
表
記
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
俊
忠
の
言
説
と
し
て
は
、〈
同
じ
事
柄
に
聞
こ
え
ま
す
〉

の
意
味
と
な
る
。

第
二
十
七
話
に
お
け
る
※
１
と
※
２
の
異
同
は
、
俊
頼
が
答
え
を
同
じ
よ
う
に
語
る
こ
と
の
意
図
を
、
後
の
書
写
者
ら
が
理
解
を

困
難
に
し
て
お
り
、
文
意
の
理
解
が
不
安
定
で
あ
る
こ
と
が
影
響
し
て
い
る
と
推
測
さ
れ
る
。
そ
し
て
「
お
ほ
し
お
ほ
し
」
の
言
葉

一
一
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に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
実
は
作
中
に
登
場
す
る
俊
忠
も
ま
た
、
後
の
書
写
者
ら
と
同
じ
よ
う
な
状
態
に
あ
り
、
俊
頼
が
答
え
を

繰
り
返
す
こ
と
の
意
図
を
曖
昧
に
理
解
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

さ
て
、
こ
れ
ま
で
『
無
名
抄
』
第
二
十
七
話
の
内
容
を
詳
細
に
確
認
し
て
き
た
。
こ
の
第
二
十
七
話
は
、『
無
名
抄
』
内
部
の
配

列
構
成
と
し
て
、
六
条
源
家
歌
人
の
俊
頼
を
称
賛
す
る
文
脈
で
も
っ
て
語
ら
れ
た
話
で
あ
る
（
８
）。

し
か
し
従
来
の
解
釈
に
従
う
な
ら

ば
、
こ
こ
に
描
き
だ
さ
れ
る
俊
頼
像
は
、
歌
仙
二
人
の
勝
劣
を
問
わ
れ
な
が
ら
、
そ
の
根
拠
を
示
す
で
も
な
く
、
曖
昧
な
言
葉
で

〈
躬
恒
が
勝
っ
て
い
る
〉
と
た
だ
繰
り
返
す
だ
け
の
存
在
で
し
か
な
い
。
こ
の
話
に
お
け
る
長
明
の
執
筆
意
図
は
何
な
の
で
あ
ろ
う

か
。

４
．
貫
之
と
躬
恒
の
勝
劣
。
第
二
十
七
話
の
再
考
。

こ
れ
ま
で
第
二
十
七
話
の
解
釈
を
め
ぐ
っ
て
、
そ
の
問
題
点
が
何
か
を
明
ら
か
に
し
て
き
た
。
以
下
に
、
こ
れ
ら
の
問
題
点
全
て

を
視
野
に
い
れ
な
が
ら
、
第
二
十
七
話
の
解
釈
に
つ
い
て
再
考
す
る
。
ま
ず
は
、
第
二
十
七
話
で
最
も
重
要
と
な
る
、
貫
之
と
躬
恒

の
勝
劣
の
問
題
か
ら
考
え
て
い
き
た
い
。
俊
頼
は
歌
仙
二
人
の
勝
劣
に
つ
い
て
、
果
た
し
て
い
か
な
る
見
解
を
示
し
て
い
た
の
だ
ろ

う
か
。
従
来
ま
で
の
解
釈
か
ら
い
っ
た
ん
離
れ
、
勝
劣
の
問
題
に
つ
い
て
こ
こ
で
改
め
て
考
え
て
み
た
い
。

こ
の
問
題
を
考
え
る
上
で
重
要
な
こ
と
と
し
て
、
特
に
次
の
三
つ
の
点
が
注
目
さ
れ
る
。
ま
ず
第
一
に
は
、
そ
の
様
子
が
「
た
び

・
・

た
び
打

・
・
・

う
な
づ
き
」
と
描
写
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
俊
頼
が
こ
の
問
い
に
深
い
感
銘
を
受
け
て
い
た
点
で
あ
る
。
こ
の
質
問
に
、
俊

頼
は
な
ぜ
そ
れ
ほ
ど
強
い
感
銘
を
受
け
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
し
て
第
二
に
、
俊
頼
は
な
ぜ
二
者
択
一
の
選
択
に
、
曖
昧
な
答
え
を

語
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
第
三
と
し
て
、
俊
忠
が
改
め
て
勝
劣
の
確
認
を
求
め
た
の
に
対
し
、
な
ぜ
俊
頼
は
明
確
な
答
え
を
示
そ

一
二
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う
と
せ
ず
、
再
び
曖
昧
な
答
え
を
語
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

ま
ず
こ
の
俊
頼
の
感
銘
が
何
に
起
因
す
る
か
を
考
え
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
俊
忠
か
ら
の
質
問
が
、『
古
今
和
歌
集
』
当
代
歌
人
の

双
璧
と
さ
れ
る
〈
貫
之
と
躬
恒
〉
の
優
劣
を
問
う
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
、
と
考
え
て
良
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
『
古
今
和
歌
集
』
を
代

表
す
る
二
人
の
優
劣
が
問
わ
れ
た
時
、
俊
頼
が
当
然
意
識
し
た
で
あ
ろ
う
こ
と
の
中
に
は
、『
古
今
和
歌
集
』
序
の
中
で
語
ら
れ
る

二
人
の
歌
仙
の
比
較
、
す
な
わ
ち
『
万
葉
集
』
最
大
の
歌
人
で
あ
る
と
こ
ろ
の
、〈
人
麻
呂
と
赤
人
〉
の
優
劣
論
が
あ
っ
た
こ
と
も

推
測
は
容
易
で
あ
る
。

『
古
今
和
歌
集
』
仮
名
序
〔
万
葉
集
の
賛
美
〕

�

（
新
日
本
古
典
文
学
大
系
『
古
今
和
歌
集
』　
岩
波
書
店
　
一
九
八
九
・
二
）

古
よ
り
、
か
く
伝
は
る
内
に
も
、
平
城
の
御
時
よ
り
ぞ
、
広
ま
り
に
け
る
。

か
の
御
代
や
、
歌
の
心
を
、
知
ろ
し
召
し
た
り
け
む
。

か
の
御
時
に
、
正
三
位
、
柿
本
人
麿
な
む
、
歌
の
聖
な
り
け
る
。

こ
れ
は
、
君
も
人
も
、
身
を
合
せ
た
り
と
言
ふ
な
る
べ
し
。

秋
の
夕
べ
、
竜
田
河
に
流
る
ゝ
紅
葉
を
ば
、
帝
の
御
目
に
、
錦
と
見
給
ひ
、

春
の
朝
、
吉
野
山
の
桜
は
、
人
麿
が
心
に
は
、
雲
か
と
の
み
な
む
覚
え
け
る
。

又
、
山
の
辺
の
赤
人
と
言
ふ
人
有
り
け
り
。
歌
に
奇
し
く
、
妙
な
り
け
り
。

人
麿
は
、
赤
人
が
上
に
立
た
む
事
難
く
、

赤
人
は
、
人
麿
が
下
に
立
た
む
事
難
く
な
む
、
あ
り
け
る
。

ＡＢＣ

一
三
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『
古
今
和
歌
集
』
仮
名
序
に
お
け
る
『
万
葉
集
』
賛
美
の
記
述
で
は
、
平
城
天
皇
以
降
の
御
代
を
寿
ぎ
な
が
ら
、
和
歌
に
よ
る
君

臣
一
体
の
礼
賛
と
し
て
歌
聖
柿
本
人
麻
呂
を
称
え
（
＝
Ａ
部
）、
ま
た
こ
れ
に
付
し
て
、「
歌
に
奇
し
く
妙
」
な
る
者
と
し
て
赤
人
を

挙
げ
る
（
＝
Ｂ
）。
そ
し
て
こ
の
両
者
を
双
璧
と
し
て
並
べ
る
記
述
「
人
麿
は
、
赤
人
が
上・

に
立
た
む
事
難
く

・

・

、
赤
人
は
、
人
麿
が

下・

に
立
た
む
事
難
く
・

・

」（
＝
Ｃ
部
）
で
は
、
上
下
関
係
を
敢
え
て
不
明
瞭
に
す
る
こ
と
で
、『
万
葉
集
』
最
大
の
歌
人
で
あ
る
両
者
に

優
劣
を
定
め
る
べ
き
で
は
な
い
と
す
る
立
場
を
示
す
（
９
）。

さ
て
問
題
と
な
る
『
無
名
抄
』
第
二
十
七
話
に
立
ち
返
れ
ば
、
歌
仙
二
人
の
勝
劣
に
つ
い
て
、
俊
頼
は
こ
の
『
古
今
和
歌
集
』
仮

名
序
の
ロ
ジ
ッ
ク
を
意
識
し
な
が
ら
、
俊
忠
に
答
え
を
返
し
て
い
る
と
推
察
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
俊
頼
の
回
答
は
、『
古
今
和
歌
集
』

仮
名
序
と
同
じ
よ
う
に
、
上
下
関
係
を
敢
え
て
不
明
瞭
に
語
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
対
照
さ
せ
て
俊
頼
の
回
答
を
解
釈
す
れ
ば
、

〈
貫
之
と
躬
恒
は
『
古
今
和
歌
集
』
の
双
璧
と
言
う
べ
き
最
も
尊
敬
す
べ
き
歌
人
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
歌
仙
二
人
に
上
下
を
定
め

る
べ
き
で
は
な
い
〉
と
い
う
解
釈
に
な
る
。
俊
頼
の
回
答
が
、
初
答
「
躬
恒
を
ば
な
侮
り
給
ひ
そ
」〈
下
位
の
禁
止
〉、
再
答
「
躬
恒

を
ば
侮
ら
せ
給
ふ
ま
じ
き
ぞ
」〈
下
位
の
不
適
当
〉
で
あ
る
こ
と
に
注
目
す
る
な
ら
ば
、
俊
頼
の
回
答
は
、
仮
名
序
の
「
赤
人
は
人

麿
が
下
に
立
た
む
事
難
く
な
む
あ
り
け
る
」
に
準
え
た
答
え
に
な
っ
て
お
り
、
躬
恒
を
赤
人
の
立
場
に
置
き
な
が
ら
答
え
を
示
し
て

い
た
こ
と
に
な
る
。
俊
頼
は
、
歌
人
な
ら
誰
も
が
知
っ
て
い
る
『
古
今
和
歌
集
』
仮
名
序
の
優
劣
論
を
も
と
に
、
機
知
に
富
ん
だ
方

法
で
も
っ
て
、
そ
の
根
拠
も
含
め
て
、
勝
劣
へ
の
見
解
を
見
事
に
示
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

こ
の
俊
頼
の
回
答
が
意
味
す
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
第
二
十
七
話
を
改
め
て
解
釈
す
る
な
ら
ば
、
こ
れ
ま
で
は
不
審
に
見
え
て
い
た

俊
頼
の
言
動
の
意
図
が
全
て
明
ら
か
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
俊
頼
が
な
ぜ
二
者
択
一
の
答
え
を
曖
昧
に
語
る
の
か
と
い
え
ば
、
そ
れ

は
こ
の
曖
昧
な
答
え
こ
そ
が
、〈
上
下
を
定
め
る
べ
き
で
は
な
い
〉
と
す
る
俊
頼
の
見
解
を
、
正
し
く
語
る
も
の
だ
っ
た
か
ら
で
あ

る
。
こ
の
俊
頼
の
回
答
の
意
図
を
理
解
で
き
ず
、〈
躬
恒
が
上
〉
の
意
味
に
誤
解
し
た
の
が
俊
忠
で
あ
っ
た
（
10
）。

回
答
を
聞
い
た
俊
忠

一
四
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は
「
さ
れ
ば
貫
之
が
劣
り
侍
る
か
。
事
を
き
り
給
ふ
べ
き
な
り
」
と
俊
頼
に
要
求
す
る
。
皮
肉
に
も
こ
の
俊
忠
の
要
求
は
、〈
上
下

を
定
め
る
べ
き
で
な
い
〉
と
判
じ
る
俊
頼
に
、
改
め
て
勝
劣
を
求
め
る
と
い
う
矛
盾
す
る
問
い
か
け
で
あ
っ
た
。
論
理
的
必
然
と
し

て
、
俊
頼
は
俊
忠
が
求
め
る
よ
う
な
決
着
に
は
応
じ
ら
れ
る
は
ず
が
な
い
の
で
あ
り
、
初
答
と
同
じ
よ
う
に
答
え
を
示
す
こ
と
で
、

〈
歌
仙
二
人
に
上
下
を
定
め
る
べ
き
で
は
な
い
〉
と
す
る
裁
定
の
結
果
を
改
め
て
示
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
筆
者
の
長
明
が
「
な
ほ
な

・

・

・

ほ
た
だ

・

・

・

同
じ
や
う
に
（
第
一
類
本
）」
と
し
て
、〈
同
じ
〉
で
あ
る
こ
と
を
殊
更
に
強
調
し
て
い
た
の
は
、
こ
の
同
じ
よ
う
な
答
え
の

繰
り
返
し
に
は
重
要
な
意
味
が
あ
り
、
こ
れ
が
俊
頼
の
意
図
を
表
す
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
後
の
『
無
名

抄
』
書
写
者
ら
が
、
こ
の
強
調
の
意
図
を
掴
め
て
い
な
い
様
子
は
先
に
記
し
た
と
お
り
で
あ
る
。

結
局
、
俊
頼
の
言
葉
を
最
後
ま
で
理
解
で
き
な
か
っ
た
俊
忠
の
言
動
を
、
長
明
（
俊
恵
）
は
「
お
ほ
し
お
ほ
し
こ
と
が
ら
き
こ
え

侍
に
た
り
。
を
の
れ
が
ま
け
に
な
り
ぬ
る
に
こ
そ
と
て
、
か
ら
き
こ
と
に
せ
ら
れ
け
り

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

」
と
記
述
し
て
い
る
。
こ
こ
で
注
意
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
勝
劣
の
最
終
的
決
着
を
語
っ
て
い
る
の
が
、
裁
定
者
の
俊
頼
で
は
な
く
、
質
問
す
る
側
で
あ
る
は
ず
の
俊
忠

で
あ
っ
た
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
俊
忠
が
論
争
の
敗
者
と
な
っ
た
の
は
、
実
は
俊
忠
の
思
い
込
み
に
よ
る
自
身
の
判
断
で
あ
る
こ
と

を
、
こ
こ
で
も
長
明
は
正
し
く
記
述
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
第
三
区
分
で
俊
恵
が
語
る
躬
恒
称
賛
は
、〈
躬
恒
が
勝
る
〉

と
い
う
勝
劣
の
結
果
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、〈
躬
恒
を
侮
っ
て
は
な
ら
な
い
〉
と
す
る
俊
頼
へ
の
賛
同
と
し
て
語
ら

れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

さ
て
本
稿
で
は
先
に
、『
無
名
抄
』
が
当
時
の
状
況
を
正
確
に
記
録
し
た
も
の

・

・

・

・

・

・

・

・

・

で
あ
ろ
う
こ
と
を
指
摘
し
た
。
こ
の
話
の
中
で
、

一
見
し
て
不
審
に
も
見
え
る
俊
頼
の
言
動
に
は
、
全
て
に
合
理
的
な
理
由
が
あ
り
、
歌
仙
二
人
の
勝
劣
に
つ
い
て
も
、
そ
の
根
拠
を

含
め
て
見
事
に
答
え
が
示
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
一
方
、
俊
頼
の
答
え
を
理
解
で
き
ず
、
最
後
ま
で
誤
解
し
た
ま
ま
で
あ
っ
た
の

が
俊
忠
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
こ
の
俊
忠
が
誤
解
を
し
て
い
る
様
子
さ
え
、
長
明
は
こ
れ
を
正
し
く
記
録
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

一
五
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５
．
第
二
十
七
話
に
お
け
る
長
明
の
執
筆
態
度

こ
れ
ま
で
俊
頼
の
言
動
に
焦
点
を
当
て
な
が
ら
、
第
二
十
七
話
を
検
証
し
て
き
た
。
従
来
ま
で
の
解
釈
は
、
俊
頼
の
二
度
に
わ
た

る
回
答
を
、
俊
忠
の
言
説
に
よ
っ
て
理
解
し
、
こ
れ
を
基
点
に
し
て
第
二
十
七
話
全
体
を
解
釈
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
そ

れ
は
、
俊
忠
の
理
解
で
も
っ
て
こ
の
出
来
事
を
見
て
い
く
こ
と
で
あ
り
、
俊
忠
の
理
解
を
追
体
験
す
る
よ
う
に
し
て
こ
の
話
を
解
釈

し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
こ
の
俊
忠
の
理
解
で
は
俊
頼
の
言
動
の
意
味
を
把
握
で
き
ず
、
俊
忠
の
視
点
か
ら
見
え
る
俊
頼
の

人
物
像
は
、
勝
劣
の
問
い
掛
け
に
何
ら
根
拠
を
示
す
で
も
な
く
、
最
後
ま
で
た
だ
曖
昧
な
答
え
を
繰
り
返
す
だ
け
の
凡
庸
な
存
在
で

あ
っ
た
。
一
方
、
本
稿
考
察
に
て
再
考
す
る
解
釈
は
、
俊
頼
の
回
答
を
歌
学
に
基
づ
い
て
理
解
す
る
も
の
で
あ
り
、
俊
頼
の
見
解
を

も
と
に
第
二
十
七
話
全
体
を
解
釈
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
解
釈
は
、
裁
定
者
た
る
俊
頼
の
賢
明
さ
を
明
ら
か
に
し
、
己
の
勘
違
い

に
最
後
ま
で
気
が
つ
か
な
い
俊
忠
の
迂
闊
さ
を
照
ら
し
出
す
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
こ
の
第
二
十
七
話
に
は
、
ま
る
で
〈
だ
ま
し

絵
〉
の
よ
う
に
二
つ
の
解
釈
が
存
在
す
る
の
で
あ
り
、
一
方
は
従
来
の
解
釈
で
あ
る
俊
忠
視
点
か
ら
の
解
釈
で
あ
り
、
又
も
う
一
方

は
、
俊
頼
の
見
解
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
見
え
て
く
る
俊
頼
視
点
の
解
釈
で
あ
る
。

さ
て
、
こ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
、
や
は
り
長
明
の
執
筆
態
度
で
あ
ろ
う
。
第
二
十
七
話
に
お
け
る
長
明
は
、
記
録
者
と
い
う
立

場
に
自
己
を
限
定
し
な
が
ら
、
文
章
中
に
自
身
の
見
解
を
記
さ
な
い
（
11
）。

更
に
言
え
ば
【
第
一
区
分
】【
第
二
区
分
】
に
お
い
て
、
俊

頼
・
俊
恵
も
ま
た
勝
劣
に
関
わ
る
解
説
や
補
足
を
語
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
に
出
来
事
の
様
子
が
客
観
的
に
語
ら
れ
て
い
く
中
で
、
文

章
中
に
示
さ
れ
て
い
る
俊
忠
の
理
解
が
、
文
章
を
読
み
解
く
手
掛
か
り
と
し
て
意
識
さ
れ
、
読
み
手
が
こ
れ
に
同
調
し
、
誘
導
さ
れ

る
の
は
当
然
で
あ
る
。
し
か
も
【
第
三
区
分
】
に
は
、
あ
た
か
も
裁
定
の
結
果
が
躬
恒
の
勝
ち
で
あ
っ
た
か
の
よ
う
に
、
俊
恵
に
よ

る
躬
恒
称
賛
が
語
ら
れ
て
い
く
の
で
あ
り
、
読
み
手
は
文
脈
の
整
合
性
を
意
識
す
る
こ
と
で
、
勝
劣
の
結
果
が
躬
恒
の
勝
ち
で
あ
っ

一
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た
も
の
と
錯
覚
す
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
実
際
に
は
、
こ
の
俊
恵
の
言
説
で
さ
え
、
だ
ま
し
絵
の
よ
う
に
別
の
意
味
合
い
で
語
ら

れ
て
い
る
こ
と
は
、
先
に
記
し
た
と
お
り
で
あ
る
。
つ
ま
り
こ
の
話
は
、
俊
頼
の
回
答
を
勘
違
い
し
た
俊
忠
の
様
子
を
、
俊
忠
の
視

点
に
寄
り
添
っ
て
描
い
た
文
章
で
あ
り
、
加
え
て
筆
者
は
読
み
手
の
意
識
を
こ
の
俊
忠
の
側
へ
と
巧
み
に
導
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
俊
忠
自
身
が
勘
違
い
に
気
付
い
て
い
な
い
よ
う
に
、
俊
忠
と
理
解
を
同
じ
く
す
る
読
み
手
も
そ
の
勘
違
い
に
気
が
付
か
な
い

の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
こ
の
第
二
十
七
話
に
お
い
て
、
長
明
を
こ
の
よ
う
な
執
筆
態
度
へ
と
導
く
も
の
は
何
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
次
に
こ

の
点
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
こ
の
第
二
十
七
話
は
、
父
・
俊
頼
の
経
験
を
、
そ
の
息
で
あ
る
俊
恵
が
語
っ
た
も
の
で
あ
る
。
こ

こ
で
俊
頼
が
俊
恵
に
伝
え
た
で
あ
ろ
う
第
二
十
七
話
原
態
を
想
像
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
【
第
一
区
分
（
俊
忠
か
ら
の
情
報
）】
と

【
第
二
区
分
（
俊
頼
自
身
の
経
験
）】
を
併
せ
て
語
る
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
。
そ
し
て
こ
の
第
二
十
七
話
原
態
の
主
題
は
、
貫
之
・
躬

恒
と
い
う
歌
仙
二
人
の
優
劣
論
と
、
俊
忠
と
の
会
話
の
齟
齬
で
あ
っ
た
と
想
像
さ
れ
る
。
俊
忠
に
対
し
、
当
意
即
妙
の
機
知
を
試
す

か
の
よ
う
に
し
て
裁
定
を
下
し
た
俊
頼
で
あ
れ
ば
、
こ
の
俊
恵
と
の
対
話
も
、
俊
恵
の
力
量
を
試
す
よ
う
に
し
て
、
勝
劣
の
真
意
を

伏
せ
て
語
ら
れ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
俊
頼
の
経
験
談
は
、
後
に
第
二
十
七
話
の
内
容
で
も
っ
て
、
俊
恵
か
ら
長
明
へ
と
語
り

継
が
れ
た
の
で
あ
り
（
12
）、

長
明
は
こ
れ
に
、【
第
三
区
分
（
俊
恵
の
言
説
）】
を
加
え
て
現
在
の
第
二
十
七
話
に
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の

よ
う
な
成
立
過
程
の
推
測
が
許
さ
れ
る
な
ら
ば
、
長
明
の
執
筆
態
度
は
、
俊
頼
・
俊
恵
か
ら
受
け
継
ぐ
も
の
も
大
き
か
っ
た
と
推
測

さ
れ
る
。
長
明
は
、
貫
之
と
躬
恒
の
勝
劣
を
め
ぐ
る
こ
の
だ
ま
し
絵
の
よ
う
な
話
を
、
歌
学
的
興
味
で
も
っ
て
、
世
に
伝
え
よ
う
と

し
た
の
で
あ
ろ
う
。『
無
名
抄
』
は
歌
道
随
筆
と
し
て
の
性
格
を
強
く
す
る
歌
論
書
で
あ
る
と
言
わ
れ
る
。
そ
の
執
筆
態
度
は
、
こ

の
第
二
十
七
話
に
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
、
学
術
書
と
し
て
の
歌
学
や
歌
論
に
限
定
さ
れ
ず
、
長
明
自
身
の
歌
学
的
興
味

で
も
っ
て
、
歌
学
と
歌
論
を
記
述
し
て
い
こ
う
と
す
る
態
度
な
の
で
あ
る
。

一
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ま
た
、
こ
の
第
二
十
七
話
の
執
筆
の
動
機
に
つ
い
て
は
、『
無
名
抄
』
内
部
の
構
成
か
ら
も
検
討
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
こ
の
第

二
十
七
話
は
、
和
歌
旧
跡
の
所
在
地
情
報
を
列
挙
す
る
話
群
【
十
八
話
～
二
十
六
話
】
に
続
く
も
の
で
あ
り
、
ま
た
俊
頼
称
賛
と
基

俊
軽
視
を
語
る
話
群
【
二
十
七
話
～
三
十
四
話
】
の
最
初
の
章
段
で
も
あ
る
。
和
歌
旧
跡
の
話
群
は
、
各
話
が
並
立
の
関
係
で
並
び

な
が
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
に
和
歌
旧
跡
の
地
理
情
報
が
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
最
末
話
に
あ
た
る
第
二
十
六
話
は
、
歌
聖
柿
本
人
麻
呂
の

墓
を
記
事
に
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
人
麻
呂
の
記
事
は
、
続
く
第
二
十
七
話
に
お
け
る
〈
人
麻
呂
と
赤
人
〉
の
優
劣
論
を
導
き
出

す
連
想
の
手
助
け
と
し
て
こ
こ
に
配
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
で
は
第
二
十
七
話
に
続
く
、
俊
頼
称
賛
と
基
俊
軽
視
を
語

る
話
群
と
の
関
係
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
そ
も
そ
も
第
二
十
七
話
は
、
貫
之
と
躬
恒
と
い
う
好
一
対
の
歌
人
の
優
劣
論
を
述
べ
た
も

の
で
あ
る
。『
無
名
抄
』
に
は
、
好
一
対
の
歌
人
を
比
較
す
る
話
群
【
第
六
十
四
話
～
第
七
十
話
】
が
別
に
存
在
し
て
お
り
、
本
来

あ
る
べ
き
好
一
対
の
話
群
を
外
れ
て
、
第
二
十
七
話
が
こ
こ
に
単
独
で
置
か
れ
て
い
る
こ
と
の
意
味
は
重
要
で
あ
る
。
俊
頼
・
基
俊

の
話
群
【
第
二
十
七
話
～
第
三
十
四
話
】
で
は
、
六
条
源
家
の
俊
頼
を
称
賛
し
、
御
子
左
家
俊
成
の
和
歌
的
系
譜
（
父
俊
忠
・
師
基

俊
）
の
軽
視
が
語
ら
れ
て
い
る
（
13
）。

六
条
源
家
の
称
賛
と
、
御
子
左
家
俊
成
へ
の
否
定
的
態
度
は
、
歌
論
書
『
無
名
抄
』
の
主
題
に
大

き
く
関
わ
る
も
の
で
あ
る
（
14
）。

第
二
十
七
話
に
描
か
れ
る
内
容
は
、
俊
頼
の
賢
明
さ
を
明
ら
か
に
し
、
俊
忠
の
迂
闊
さ
を
対
照
的
に
描

き
出
す
も
の
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
俊
頼
称
賛
と
俊
忠
軽
視
が
こ
の
話
の
主
題
と
し
て
意
識
さ
れ
る
こ
と
で
、
第
二
十
七
話
は
好
一

対
の
話
群
を
外
れ
、
こ
こ
に
配
さ
れ
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

６
．
お
わ
り
に

『
無
名
抄
』
第
二
十
七
話
に
は
、
貫
之
と
躬
恒
の
勝
劣
を
め
ぐ
る
出
来
事
が
、
俊
頼
の
経
験
を
も
と
に
記
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
出

一
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来
事
の
中
で
、
俊
忠
は
俊
頼
が
出
し
た
回
答
の
意
図
を
誤
解
し
、
結
局
自
分
の
勘
違
い
に
気
付
か
ぬ
ま
ま
、
自
身
を
論
争
の
敗
者
に

し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
出
来
事
は
、
後
に
俊
頼
か
ら
俊
恵
に
伝
え
ら
れ
、
や
が
て
俊
恵
か
ら
長
明
へ
と
伝
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

『
無
名
抄
』
は
こ
の
出
来
事
を
、
俊
忠
の
目
線
に
寄
り
添
っ
て
記
述
し
て
お
り
、
読
み
手
は
俊
忠
と
理
解
を
同
じ
に
す
る
こ
と
で
、

俊
忠
と
同
じ
よ
う
に
こ
の
勘
違
い
に
気
付
か
な
い
の
で
あ
る
。
長
明
は
こ
の
出
来
事
を
、
だ
ま
し
絵
の
よ
う
に
記
述
し
て
お
り
、
も

し
俊
頼
の
見
解
を
正
し
く
理
解
し
て
読
む
な
ら
ば
、
そ
こ
に
は
俊
忠
の
理
解
と
は
全
く
別
の
状
況
が
現
れ
て
く
る
こ
と
に
な
る
。

そ
し
て
最
後
に
、
歌
論
書
『
無
名
抄
』
の
文
学
的
評
価
に
つ
い
て
も
こ
こ
で
言
及
し
て
お
き
た
い
。『
無
名
抄
』
の
歌
論
書
と
し

て
の
評
価
は
高
い
と
は
言
え
な
い
。
こ
れ
は
『
無
名
抄
』
全
体
の
問
題
と
し
て
、
歌
論
書
と
し
て
の
執
筆
意
図
が
掴
み
に
く
い
こ
と

が
大
き
な
原
因
と
な
っ
て
い
る
。
稿
者
は
こ
の
『
無
名
抄
』
が
、
六
条
源
家
へ
の
尊
崇
の
意
識
に
根
ざ
し
つ
つ
、
歌
論
書
と
し
て
の

構
成
と
執
筆
意
図
を
備
え
た
書
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
（
15
）。

し
か
し
、
章
段
個
々
の
問
題
と
し
て
も
、『
無
名
抄
』
は
そ
の
文
学
的

価
値
が
再
評
価
さ
れ
る
べ
き
作
品
で
あ
る
。
第
二
十
七
話
を
例
に
す
る
な
ら
ば
、
従
来
の
評
価
に
お
い
て
こ
の
章
段
は
、
白
河
院
周

辺
の
和
歌
交
流
の
様
子
や
、
俊
頼
や
俊
恵
が
躬
恒
を
高
く
評
価
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
の
資
料
に
な
る
ほ
か
は
、
特
に
注
目
す
べ
き

点
の
無
い
話
と
し
て
理
解
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
第
二
十
七
話
が
、
貫
之
と
躬
恒
の
優
劣
論
を
歌
学
と
し
て
論
じ
る
話
で
あ
り
、
俊

頼
に
よ
る
『
古
今
集
』
仮
名
序
の
理
解
の
様
子
や
、
俊
頼
と
俊
忠
の
和
歌
問
答
の
様
子
な
ど
、
歌
論
書
と
し
て
の
極
め
て
高
い
価
値

を
有
す
る
書
で
あ
る
こ
と
確
認
し
て
き
た
。
そ
し
て
こ
の
第
二
十
七
話
で
最
も
評
価
さ
れ
る
べ
き
は
、
鴨
長
明
の
文
筆
力
で
あ
る
。

こ
の
短
い
文
章
の
中
で
、
俊
頼
と
俊
忠
の
対
話
を
忠
実
に
再
現
し
な
が
ら
、
読
み
手
の
意
識
を
巧
み
に
誘
導
し
、
俊
忠
の
視
点
で
状

況
を
再
現
し
つ
つ
、
ま
た
そ
の
一
方
で
は
俊
頼
の
真
意
を
踏
ま
え
た
別
視
点
で
の
解
釈
す
ら
可
能
に
し
て
、
文
章
を
記
述
し
て
み
せ

る
の
で
あ
る
。
こ
の
第
二
十
七
話
に
は
、
長
明
の
文
章
力
が
高
す
ぎ
る
こ
と
に
よ
り
、
逆
に
後
の
読
み
手
が
こ
れ
を
理
解
で
き
な
い

と
い
う
、
皮
肉
な
現
象
さ
え
生
じ
て
い
る
。
歌
論
書
『
無
名
抄
』
の
価
値
を
適
正
に
評
価
す
べ
く
、
個
々
の
章
段
そ
れ
ぞ
れ
に
対
し

一
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て
も
、
改
め
て
詳
細
な
調
査
が
必
要
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。

〔
注
〕

（
１
）	『
無
名
抄
』
の
執
筆
に
長
明
の
主
観
が
強
く
反
映
し
て
い
る
様
子
に
つ
い
て
は
、
松
村
雄
二
氏
「『
無
名
抄
』
の
〈
私
〉
性
」（
共
立
女
子

短
期
大
学
紀
要
　
第
一
九
号
　
一
九
七
五
・
一
二
）
に
詳
し
い
。
松
村
氏
は
『
無
名
抄
』
に
対
し
、「
世
に
容
れ
ら
れ
た
追
憶
の
書
」「
自
讃

の
書
」
と
し
て
の
性
格
を
指
摘
す
る
。

（
２
）	「
二
条
の
帥
」
に
つ
い
て
は
、
俊
忠
と
解
釈
す
る
の
が
通
説
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
長
実
と
解
釈
す
る
説
も
一
部
に
あ
る
。
第
二
十
七
話
の

語
り
手
俊
恵
の
父
に
し
て
、
ま
た
こ
の
出
来
事
を
俊
恵
に
伝
え
た
人
物
と
推
測
さ
れ
る
俊
頼
の
家
集
『
散
木
奇
歌
集
』
に
は
、「
二
条
帥
俊

忠
」
の
記
述
が
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
こ
こ
は
通
説
ど
お
り
俊
忠
と
し
て
解
釈
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

（
３
）	

俊
頼
の
歌
論
書
『
俊
頼
髄
脳
』
に
は
、
貫
之
の
和
歌
が
そ
の
功
徳
に
よ
っ
て
神
を
慰
め
た
と
す
る
〈
蟻
通
明
神
説
話
〉
が
記
さ
れ
て
い

る
。
こ
の
話
で
は
、
神
霊
の
存
在
た
る
蟻
通
明
神
の
託
宣
に
よ
っ
て
、
貫
之
が
「
和
歌
の
道
極
め
た
る
人
」
で
あ
る
こ
と
が
語
ら
れ
る
。
蟻

通
明
神
説
話
は
、『
枕
草
子
』・『
大
鏡
』・『
袋
草
紙
』
な
ど
に
も
収
録
。
ま
た
清
輔
『
袋
草
紙
』
に
は
、
公
任
と
具
平
親
王
が
、
貫
之
と
人
麻

呂
の
優
劣
を
争
う
話
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
平
安
中
期
以
降
、
貫
之
が
人
麻
呂
に
比
肩
す
る
歌
人
と
し
て
評
価
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か

る
。

（
４
）	

第
二
十
七
話
の
解
釈
の
参
考
と
し
て
、
簗
瀬
一
雄
『
無
名
抄
全
講
』（
加
藤
中
道
館
　
一
九
八
〇
・
五
）
か
ら
、
第
二
十
七
話
の
【
評
説
】

を
一
部
抜
粋
に
て
示
す
。

歌
人
評
で
あ
る
が
、
直
接
に
評
論
す
る
や
り
方
で
は
な
く
て
、
劇
的
構
成
を
と
っ
て
、
い
か
に
も
印
象
的
に
表
現
し
て
い
る
点
が
面

白
い
。
躬
恒
や
貫
之
は
、
中
世
の
歌
人
か
ら
は
仰
ぎ
見
る
べ
き
存
在
で
あ
り
、
し
か
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
好
み
に
よ
っ
て
、
優
劣
の
評
価

が
な
さ
れ
る
訳
で
あ
る
が
、（

─
中
略

─
）「
躬
恒
が
読
み
く
ち
、
深
く
思
ひ
い
れ
た
る
か
た
ハ
、
又
た
ぐ
ひ
な
き
物
な
り
」
と
俊

恵
が
い
っ
た
と
い
う
、
結
論
だ
け
を
取
り
あ
げ
る
の
と
、
こ
の
話
を
全
体
と
し
て
見
る
場
合
と
を
く
ら
べ
る
と
、
そ
の
結
論
に
至
る
ま

で
の
コ
ー
ス
が
い
か
に
大
切
で
あ
る
か
が
わ
か
る
。
こ
の
面
白
さ
が
、『
無
名
抄
』
の
随
筆
性
の
一
つ
の
特
色
で
あ
る
。

簗
瀬
氏
は
、【
第
一
区
分
】【
第
二
区
分
】
で
の
歌
人
評
が
、
劇
的
構
成
を
と
っ
て
展
開
す
る
、
そ
れ
ぞ
れ
の
好
み
に
よ
る
印
象
批
評
で
あ

る
の
に
対
し
、【
第
三
区
分
】
に
お
け
る
俊
恵
の
言
説
が
、
結
論
だ
け
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
と
指
摘
す
る
。【
第
三
区
分
】
の
言
説
が
、【
第

一
区
分
】【
第
二
区
分
】
の
結
論
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
示
し
な
が
ら
、
両
者
に
お
け
る
評
論
の
質
的
な
相
違
を
指
摘
す
る
。
優
劣
論

二
〇
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の
理
解
と
し
て
は
、
俊
頼
・
俊
恵
共
に
躬
恒
を
勝
れ
て
い
る
と
評
価
し
て
い
た
、
と
い
う
解
釈
で
あ
る
。

ま
た
高
橋
和
彦
『
無
名
抄
全
解
』（
双
文
社
出
版
　
一
九
八
七
・
二
）
の
第
二
十
七
話
の
語
注
「
類
な
き
者
な
り
」
で
は
、「
俊
恵
が
躬
恒

を
ほ
め
た
言
葉
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
俊
恵
も
躬
恒
を
勝
れ
て
い
る
と
考
え
て
い
る
と
受
け
と
っ
て
よ
か
ろ
う
」
と
注
解
す
る
。
簗
瀬
氏

同
様
、
俊
頼
・
俊
恵
共
に
躬
恒
を
勝
れ
て
い
る
と
考
え
て
い
た
、
と
解
釈
す
る
。

先
行
研
究
に
お
い
て
、
俊
頼
の
回
答
を
〈
躬
恒
が
勝
れ
て
い
る
〉
と
す
る
こ
と
以
外
で
解
釈
し
た
も
の
は
見
当
た
ら
な
い
。
ま
た
俊
恵
の

言
説
に
つ
い
て
も
特
に
注
視
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
、
躬
恒
を
高
く
評
価
し
て
い
た
も
の
と
し
て
解
さ
れ
て
い
る
。

（
５
）	

木
下
華
子
『
鴨
長
明
研
究
　表
現
の
基
層
へ
』（
勉
誠
出
版
　
二
〇
一
五
・
三
）
第
一
部
『
無
名
抄
』
第
三
章
「
伝
本
研
究
」
で
は
、
主
要

伝
本
一
四
本
を
系
統
分
類
し
、
古
写
本
の
系
統
を
第
一
類
・
第
二
類
と
し
て
、
混
淆
態
の
本
文
を
持
つ
伝
本
を
第
三
類
に
分
類
す
る
。
第
一

類
本
に
第
二
類
本
よ
り
も
強
い
古
態
性
を
認
め
、
混
淆
態
の
本
文
を
も
つ
第
三
類
の
う
ち
、
第
一
群
に
第
一
類
本
か
ら
の
踏
襲
を
指
摘
す
る
。

（
６
）	

③
「
猶
」
の
表
記
を
記
す
簗
瀬
本
・
書
陵
部
蔵
本
松
岡
本
・
山
口
県
立
図
書
館
蔵
本
が
、
何
れ
も
弘
安
・
正
応
年
間
奥
書
を
有
す
る
本
で

あ
り
、
一
つ
の
系
統
を
な
す
こ
と
は
、
木
下
華
子
「
伝
本
研
究
」〔
注（
５
）前
掲
書
〕
に
指
摘
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
ま
た
木
下
氏
は
、
書

陵
部
蔵
本
松
岡
本
・
山
口
県
立
図
書
館
蔵
本
の
調
査
結
果
と
し
て
、
何
れ
も
増
補
系
の
伝
本
で
あ
り
古
態
性
に
劣
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。

（
７
）	

木
下
華
子
「
伝
本
研
究
」〔
注（
５
）前
掲
書
〕
は
、
書
写
の
段
階
で
長
明
の
執
筆
意
図
が
見
失
わ
れ
、「
書
写
者
が
文
意
を
取
れ
ず
に
迷
っ

て
い
る
」
こ
と
で
異
同
が
生
じ
て
い
っ
た
で
あ
ろ
う
例
と
し
て
、
第
七
十
一
話
「
近
代
歌
体
」
に
見
ら
れ
る
「
意イ

こ
」（
第
一
類
本
の
み
。
二

類
・
三
類
本
は
「
こ
ゝ
ろ
」「
心
」「
意
々
」「
イ
ロ
」「
い
こ
」
な
ど
）
の
例
を
挙
げ
、
第
一
類
の
古
態
性
を
示
す
根
拠
の
一
つ
と
し
て
い
る
。

（
８
）	

第
二
十
七
話
か
ら
第
三
十
四
話
ま
で
の
話
が
、
六
条
源
家
歌
人
の
俊
頼
を
称
賛
す
る
意
図
を
も
っ
て
記
さ
れ
た
話
群
で
あ
る
こ
と
は
、

茅
原
雅
之
「『
無
名
抄
』
に
お
け
る
〈
六
条
源
家
〉
尊
崇
の
意
識

─
『
無
名
抄
』
の
構
成
と
執
筆
意
図
に
つ
い
て

─
」（
語
文
　
第
百

六
十
四
輯
　
二
〇
一
九
・
六
）
に
て
詳
述
し
た
。

（
９
）	

片
桐
洋
一
『
古
今
和
歌
集
全
評
釈
（
上
）』（
講
談
社
　
一
九
九
八
・
二
）　〈
人
麻
呂
は
赤
人
の
上
に
立
つ
こ
と
困
難
〉〈
赤
人
は
人
麻
呂

の
下
に
立
つ
こ
と
困
難
〉
と
す
る
こ
の
文
（
＝
Ｃ
部
）
に
つ
い
て
片
桐
氏
は
、〈
人
麻
呂
は
赤
人
と
同
等
か
下
〉〈
赤
人
は
人
麻
呂
と
同
等
か

上
〉
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
こ
れ
を
論
理
的
に
見
れ
ば
人
麻
呂
が
赤
人
よ
り
低
い
評
価
に
な
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
し
か
し
文
章
全
体
（
＝

Ａ
Ｂ
Ｃ
）
の
流
れ
か
ら
こ
の
よ
う
な
こ
と
は
有
り
得
る
は
ず
が
な
い
こ
と
を
指
摘
し
、
少
な
く
と
も
両
者
同
等
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
と
論

じ
る
。
な
お
俊
頼
個
人
が
Ｃ
部
を
ど
の
よ
う
に
解
釈
し
て
い
た
の
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
は
、
ま
た
別
の
検
証
が
必
要
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

（
10
）	『
古
今
和
歌
集
』
仮
名
序
「
赤
人
は
、
人
麿
が
下
に
立
た
む
事
難
く
な
む
あ
り
け
る
」
を
論
理
的
に
解
釈
す
れ
ば
、
赤
人
は
人
麻
呂
と
同

等
か
上
に
な
る
〔
注（
９
）前
掲
書
〕。
同
じ
理
由
で
、「
み
つ
ね
を
ば
、
な
あ
な
づ
ら
せ
給
そ
」「
み
つ
ね
を
ば
あ
な
づ
ら
せ
給
ま
じ
き
ぞ
」
と

二
一
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い
う
〈
下
位
の
禁
止
や
不
適
当
〉
も
、
論
理
的
に
は
躬
恒
が
貫
之
よ
り
上
に
な
る
。
俊
忠
の
解
釈
は
論
理
的
解
釈
と
し
て
見
れ
ば
正
し
い
。

（
11
）	

第
二
十
七
話
は
、
俊
恵
か
ら
の
伝
聞
に
、
俊
恵
言
説
を
書
き
加
え
る
と
い
う
構
成
に
な
っ
て
い
る
。
執
筆
に
あ
た
っ
て
は
、
長
明
に
よ

る
情
報
の
編
集
が
行
わ
れ
て
お
り
、
第
三
区
分
の
俊
恵
言
説
も
、
長
明
の
編
集
意
図
に
よ
っ
て
書
き
加
え
ら
れ
た
情
報
で
あ
る
。
長
明
は
第

二
十
七
話
の
執
筆
者
と
す
べ
き
存
在
で
あ
る
が
、
俊
恵
の
伝
聞
を
語
る
こ
と
で
、
長
明
は
自
身
が
第
三
者
の
記
録
者
で
あ
る
か
の
よ
う
に
振

る
舞
う
。『
無
名
抄
』
に
お
け
る
長
明
が
、
と
き
に
〈
事
実
の
伝
達
者
〉
を
装
う
こ
と
は
、
松
村
雄
二
「『
無
名
抄
』
の
〈
私
〉
性
」〔
注（
１
）

前
掲
書
〕
が
既
に
指
摘
す
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
稿
者
「『
無
名
抄
』
に
お
け
る
〈
六
条
源
家
〉
尊
崇
の
意
識

─
『
無
名
抄
』
の
構
成
と
執
筆

意
図
に
つ
い
て

─
」〔
注（
８
）前
掲
書
〕
に
も
こ
れ
を
詳
述
し
た
。

（
12
）	

第
二
十
七
話
冒
頭
「
俊
恵
法
師
語
云
」
を
信
じ
る
の
で
あ
れ
ば
、【
第
一
区
分
】【
第
二
区
分
】
は
、
記
憶
を
た
よ
り
に
俊
恵
の
言
説
を

記
し
た
も
の
で
あ
る
。
俊
頼
の
真
意
を
伏
せ
た
こ
の
文
章
は
、
長
明
を
試
す
目
的
で
語
ら
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
な
お
俊
恵
が
長
明
の
力

量
を
問
う
べ
く
質
問
を
問
い
掛
け
る
場
面
は
、
第
四
十
一
話
「
歌
の
半
臂
句
」
に
も
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
13
）	

茅
原
論
文
注（
８
）前
掲
書
。

（
14
）	

茅
原
論
文
注（
８
）前
掲
書
。

（
15
）	

茅
原
論
文
注（
８
）前
掲
書
。

二
二


