
『讃
岐
典
侍
日
記
』
上
巻
に
お
け
る
「
明
く
」
に
つ
い
て

一

、
は
じ
め
に

　
『
讃
岐
典
侍
日
記
』
の
作
者
は
堀
河
帝
と
鳥
羽
帝
に
仕
え
た
女
房

の

藤
原
顕
綱
女
、
藤
原
長
子
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
（
以
下
長

子
と
す
る
）
。
現
在
『
讃
岐
典
侍
日
記
』
は
上
下
二
巻
構
成
で
あ
る

と
い
う
説
が
有
力
と
な
っ
て
い
る
。

　
日
記
の
主
軸
と
な
っ
て
い
る
の
は
長
子
が
堀
河
帝
と
過
ご
し
た

日
々
に
関
し
て
の
回
想
と
な
っ
て
い
る
が
、
そ
の
中
で
も
上
巻
で
は

堀
河
帝
が
発
病
し
亡
く
な
る
ま
で
の
約
一
ヶ
月
あ
ま
り
の
こ
と
が
書

か
れ
て

い

る
。
堀
河
帝
は
普
段
か
ら
病
弱
だ
っ
た
よ
う
で
、
同
時
代

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぱ
こ
　
　
　
　
　
　
　
ハ
な
ニ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
ニ

の
漢
文
日
記
と
さ
れ
る
『
殿
暦
』
・
『
中
右
記
』
・
『
水
左
記
』
に
お
い

て

堀
河
帝
が
た
び
た
び
体
調
を
崩
し
て
い
た
事
が
記
さ
れ
て
い
る
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

と
を
小
谷
野
純
一
氏
が
指
摘
し
て
い
る
。

　
ま
た
、
『
讃
岐
典
侍
日
記
』
上
巻
で
は
、

　
　
　
六
月
二
十
日
の
こ
と
そ
か
し
。
内
は
、
例
さ
ま
に
も
お
ぼ
し

　
　
め
さ
れ
ざ
り
し
御
け
し
き
、
と
も
す
れ
ば
、
う
ち
臥
し
が
ち

岸

千
　
里

　
　
に
て
、
「
こ
れ
を
人
は
な
や
む
と
は
い
ふ
。
な
ど
人
々
は
目
も

　
　
見
た
て
ぬ
」
と
仰
せ
ら
れ
て
、
世
を
う
ら
め
し
げ
に
お
ぼ
し
た

　
　
り
し
も
の
，
N
o
　
r
こ
と
重
ら
せ
さ
せ
給
は
ざ
り
し
折
、
御
祈
り

　
　
を
し
、
つ
ひ
に
あ
り
け
る
御
こ
と
を
も
譲
り
ま
ゐ
ら
せ
ら
る

　
　
る
」
、
と
わ
が
沙
汰
に
も
及
ば
ぬ
こ
と
さ
へ
そ
お
ぼ
ゆ
る
。

と
あ
り
、
堀
河
帝
は
亡
く
な
る
一
ヶ
月
程
前
に
体
調
を
崩
し
た
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
　
　

が
見
て

取
れ

る
。
重
病
化
し
た
の
は
七
月
六
日
と
な
っ
て
お
り
、
こ

こ
か
ら
長
子
は
堀
河
帝
に
近
侍
し
続
け
、
看
病
を
し
て
い
v
o
そ
の

看
病
の
中
で
た
び
た
び
用
い
ら
れ
る
の
が
「
明
く
」
と
い
う
表
現
で

あ
る
。

　
本
稿

は
主
に
上
巻
に
見
ら
れ
る
「
明
く
」
に
注
目
し
、
こ
の
表
現

が

『讃
岐
典
侍
日
記
』
の
本
文
中
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
意
味
を

持
っ
て
い
る
か
、
考
察
す
る
。

※

『讃
岐
典
侍
日
記
』
の
本
文
引
用
お
よ
び
該
当
本
文
の
所
収
番
号

　
（
漢
数
字
）
は
小
谷
野
純
一
氏
『
校
注
讃
岐
典
侍
日
記
』
（
新
典

　
社
　
一
九
九
七
年
）
に
拠
る
。
な
お
、
傍
線
部
等
は
私
に
付
し
た
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も
の
で
あ
る
。

　
　
二
、
『
讃
岐
典
侍
日
記
』
に
お
け
る
「
明
く
」

上
巻
に
お
い
て
、
「
明
く
」
は
六
例
み
ら
れ
る
。

に
つ
い
て

①
上
巻
　
四

　
　
　
明
け
方
に
な
り
ぬ
る
に
、
鐘
の
音
聞
こ
ゆ
。
「
明
け
な
む
と

　
　
す
る
に
や
」
と
思
ふ
に
、
い
と
う
れ
し
く
、
や
う
や
う
烏
の

　
　
声
な
ど
聞
こ
ゆ
。
朝
ぎ
よ
め
の
音
な
ど
聞
く
に
、
　
r
明
け
果
て

　
　

ぬ
」
と
聞
こ
ゆ
れ
ば
、
「
よ
し
、
例
の
、
人
た
ち
お
ど
ろ
き
合

　
　
は
れ
な
ば
f
か
は
り
て
少
し
寝
入
ら
む
」
と
思
ふ
に
、
御
格
子

　
　
ま
ゐ
り
、
大
殿
油
ま
か
で
な
ど
す
れ
ば
、
「
や
す
ま
む
」
と
思

　
　
ひ

て
、
単
衣
を
引
き
被
く
を
ご
覧
じ
て
、
引
き
退
け
さ
せ
給
へ

　
　
ば
、
「
な
ほ
、
『
な
寝
そ
』
と
思
は
せ
給
ふ
な
め
り
」
と
思
へ

　
　
ば
、
起
き
上
が
り
ぬ
。
大
臣
殿
三
位
、
「
昼
は
御
前
を
ば
た
ば

　
　
か

ら
む
o
や
す
ま
せ
給
へ
」
と
あ
れ
ば
、
下
り
ぬ
。
待
ち
つ

　
　
け
て
、
「
わ
れ
も
強
く
て
こ
そ
扱
ひ
ま
ゐ
ら
せ
給
は
め
」
と
い

　
　

ふ
o
な
か
な
か
、
か
く
い
ふ
か
ら
に
堪
へ
難
き
心
地
ぞ
す
る
。

②
上
巻
　
五

　
　
　
夕
つ
方
、
帰
ら
せ
給
ひ
ぬ
れ
ば
、
誰
も
誰
も
参
り
合
ひ
ぬ
。

　
　
御
け
し
き
、
う
ち
つ
け
に
や
、
変
は
り
て
ぞ
見
え
さ
せ
給
ふ
。

　
　
r
け
ふ
し
も
、
少
し
夜
の
明
け
た
る
心
地
し
て
お
ぼ
ゆ
れ
」
と

仰
せ
ら
る
る
聞
く
心
地
の
う
れ
し
さ
、
何
に
か
は
似
た
る
。

③
上
巻
七

　
　
　
か
や
う
に
て
こ
よ
ひ
も
明
け
ぬ
れ
ど
、
な
ほ
弱
げ
に
み
え
さ

　
　
せ
給
ふ
。
け
ふ
も
暮
れ
ぬ
。

　
　
　
十
七
日
の
暁
に
、
大
弐
三
位
、
「
あ
か
ら
さ
ま
に
ま
か
で
て
、

　
　

こ
の
胸
の
堪
へ
難
く
お
ぼ
ゆ
れ
ば
、
湯
少
し
こ
こ
ろ
み
て
、
立

　
　
ち
帰
り
参
ら
む
」
と
て
、
出
で
給
ひ
ぬ
。
暮
る
る
ひ
と
し
く
参

　
　
り
給
ひ
て
、
う
ち
見
ま
ゐ
ら
せ
て
「
あ
な
い
み
じ
。
昼
見
ま
ゐ

　
　
ら
せ
ざ
り
つ
る
程
に
腫
れ
さ
せ
給
ひ
に
け
り
」
な
ど
い
ひ
合
は

　
　
せ
ら
る
る
を
聞
か
せ
給
う
て
、
「
何
ご
と
い
ふ
ぞ
」
と
仰
せ
ら

　
　
る
れ
ば
、
「
昼
の
程
に
腫
れ
さ
せ
お
は
し
ま
し
に
け
る
こ
と
を

　
　
申
し
さ
ぶ
ら
ふ
な
り
」
と
申
さ
る
れ
ば
、
「
今
は
、
耳
も
は
か

　
　
ば
か

し
く
聞
こ
え
ず
」
と
仰
せ
ら
れ
て
、
い
と
ど
弱
げ
に
見
え

　
　
さ
せ
給
ふ
。

④
上
巻
　
入

　
　
　
明
け
ぬ
れ
ば
、
大
臣
殿
参
り
給
ひ
て
、
院
の
御
使
い
に
て
、

　
　

こ
と
ど
も
あ
り
げ
な
る
け
し
き
な
れ
ば
、
心
な
き
心
地
し
ぬ

　
　
べ
け
れ
ば
、
寝
た
り
。
何
事
に
か
、
こ
ま
や
か
に
申
さ
せ
給

　
　

ふ
。
「
御
位
譲
り
の
こ
と
に
や
」
と
そ
心
得
ら
る
る
。
申
し
果

　
　
て

て
、
臥
し
た
る
所
に
さ
し
寄
り
て
、
「
御
か
た
は
ら
に
参
ら

　
　
せ
給
へ
」
と
い
ひ
か
け
て
、
立
ち
給
ひ
ぬ
。
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⑤
上
巻
九

　
　
　
参
り
て
み
れ
ば
、
殿
や
大
臣
殿
な
ど
、
「
院
よ
り
、
『
戒
う
け

　
　
さ
せ
給
ふ
べ
き
な
り
』
と
奏
せ
さ
せ
給
う
け
り
」
と
て
、
賢
退

　
　
法
印
召
す
べ
き
沙
汰
せ
ら
れ
、
そ
の
御
ま
う
け
ど
も
せ
ら
る
る

　
　
程
な
り
け
り
。
か
や
う
の
の
ち
な
ら
ば
、
夜
も
明
け
ぬ
べ
け
れ

　
　
ば
、
「
宮
の
御
方
よ
り
召
し
つ
れ
ば
、
参
り
た
り
つ
れ
ば
、
か

　
　
う
か
う
こ
そ
仰
せ
ら
れ
つ
れ
」
と
申
す
。
「
道
の
所
狭
き
ぞ
」

　
　
と
弱
げ
に
仰
せ
ら
る
る
、
苦
し
げ
に
お
ぼ
し
め
し
た
り
o

そ
の
ほ
か
に
、
複
合
語
が
一
例
と
形
容
詞
が
二
例
見
ら
れ
る
。

⑥
上
巻
　
＝

　
　
　
つ
v
つ
く
と
聞
か
せ
給
う
て
、
「
衆
中
之
糟
糠
仏
威
徳
故
去
」

　
　
と
い
ふ
所
よ
り
御
声
う
ち
つ
け
さ
せ
給
ひ
て
、
つ
ゆ
ば
か
り
が

　
　
程
と
ど
こ
ほ
る
所
な
く
、
優
々
と
読
ま
せ
給
ふ
御
声
、
問
う
と

　
　
き
阿
閣
梨
の
御
声
お
し
消
た
れ
て
聞
こ
ゆ
。
阿
闇
梨
も
、
と
り

　
　
わ
き
て
そ
こ
を
し
も
読
み
聞
か
せ
ま
ゐ
ら
せ
ら
る
る
、
「
明
け

　
　
暮
れ
、
1
・
二
の
巻
を
う
か
め
さ
せ
給
ふ
」
と
聞
き
お
き
給
へ

　
　

る
こ
と
な
れ
ば
な
め
り
。

⑦
上
巻
　
一
四

　
　
　
r
大
臣
殿
、
参
ら
せ
給
ひ
て
、
う
ち
見
ま
ゐ
ら
せ
て
、
い
か

　
　
に
お
ぼ
し
解
く
に
か
、
持
ち
給
へ
る
扇
の
骨
を
た
た
み
な
が
ら

は

ら
は
ら
と
う
ち
す
り
て
、
泣
き
て
出
で
給
ひ
ぬ
」
と
思
ふ
程

に
、
「
今
は
『
御
格
子
ま
ゐ
れ
』
と
あ
り
け
る
に
や
」
と
見
え
て
、

す
な
は
ち
、
親
し
き
殿
上
人
な
め
り
、
源
中
納
言
の
四
位
少
将

顕
国
・
右
大
臣
殿
の
加
賀
介
家
定
、
あ
か
あ
か
と
日
射
し
入
り

て

明
か
き
に
、
は
ら
は
ら
と
下
ろ
し
て
往
ぬ
。
「
あ
な
、
あ
さ
ま

し
o
こ
は
い
か
に
し
つ
る
よ
」
と
、
え
避
ら
ぬ
、
心
に
ま
か
せ

ぬ

日
の
暮
る
る
だ
に
、
「
大
殿
油
を
と
く
さ
し
出
で
よ
か
し
」

と
、
ま
だ
下
ろ
さ
ぬ
前
に
心
も
と
な
く
お
ぼ
え
し
も
の
を
、
「
は

な
ば
な
と
射
し
出
で
た
る
日
に
下
ろ
し
こ
め
て
、
わ
ざ
と
暗
う

な
す
よ
」
と
お
ぼ
ゆ
る
に
、
も
の
ぞ
お
ぼ
え
ぬ
。
藤
三
位
、
「
あ

な
、
い
み
じ
。
か
く
は
い
か
に
下
ろ
し
つ
る
そ
や
。
『
か
ひ
な
き

御
顔
な
が
ら
も
、
明
か
く
て
ま
も
り
ま
ゐ
ら
せ
て
あ
ら
む
』
と

こ
そ
思
ひ
つ
れ
」
と
、
声
も
惜
し
ま
ず
泣
き
給
ふ
。

①
③
④
⑤
は
夜
明
け
に
つ
い
て
の
表
現
で
あ
る
。
①
は
「
明
け
方

に
な
り
ぬ
る
に
、
鐘
の
音
聞
こ
ゆ
。
」
と
い
う
一
文
か
ら
、
時
の
鐘

が
鳴
る
こ
と
で
夜
明
け
を
迎
え
よ
う
と
し
て
い
る
場
面
で
あ
る
こ
と

が
読
み

取
れ

る
。
①
に
は
二
つ
の
「
明
く
」
が
あ
る
が
、
一
つ
目
は

鐘
の
音
を
聞
い
た
長
子
が
「
明
け
な
む
と
す
る
に
や
」
と
夜
明
け
を

予
感
す
る
表
現
と
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
鐘
の
音
に
よ
り
起
き
出
し

た
人
々
の
立
て
る
生
活
音
に
よ
り
よ
う
や
く
「
明
け
果
て
ぬ
」
と
完

全

に
夜
が
明
け
た
こ
と
を
確
信
し
て
い
る
。
③
は
「
こ
よ
い
も
明
け

ぬ
れ
ど
」
④
は
「
明
け
ぬ
れ
ば
」
⑤
は
「
夜
も
明
け
ぬ
べ
け
れ
ば
」
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と
あ
る
が
、
特
に
直
前
に
夜
を
示
す
語
句
が
あ
る
③
と
⑤
は
①
同

様
、
夜
明
け
の
描
写
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
④
は
③
⑤
の

よ
う
に
夜
明
け
で
あ
る
と
断
定
で
き
る
語
句
は
な
い
。
し
か
し
、
①

の

二
つ
目
の
「
明
く
」
の
よ
う
に
、
人
々
が
夜
明
け
と
共
に
起
き
出

し
て
行
動
す
る
こ
と
を
あ
て
は
め
れ
ば
、
④
は
白
河
院
の
使
い
で
来

た
大
臣
殿
が
「
明
け
ぬ
れ
ば
」
に
よ
り
行
動
を
起
こ
し
、
堀
河
帝
の

元
へ
来
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
や
は
り
夜
明
け
に
関
す
る
描
写
で

あ
る
と
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

　
②
も
前
述
し
た
①
③
④
⑤
と
同
様
夜
明
け
に
つ
い
て
の
表
現
だ

が
、
堀
河
帝
が
自
身
の
病
状
に
つ
い
て
夜
明
け
の
よ
う
な
心
地
だ
と

し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
②
は
実
際
の
夜
明
け
に
つ
い
て
の
表
現
で
は

な
く
、
比
喩
表
現
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。

　
ま
た
、
⑥
は
阿
闇
梨
が
堀
河
帝
に
お
経
を
唱
え
聞
か
せ
る
こ
と
に

関
し
、
堀
河
帝
は
日
頃
、
明
け
か
ら
暮
れ
ま
で
巻
一
と
巻
二
を
浮
か

べ
な
さ
っ
て
い
た
こ
と
を
聞
き
及
ん
で
い
た
と
な
っ
て
い
る
。
よ
っ

て

こ
の
「
明
け
暮
れ
」
は
「
始
終
」
と
い
う
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い

る
た
め
、
夜
明
け
を
意
味
す
る
語
句
と
し
て
は
用
い
ら
れ
て
い
な
い

こ
と
に
な
る
。

　
⑦
は
形
容
詞
と
い
う
こ
と
も
あ
り
、
様
子
や
状
態
を
表
し
て
い

る
。
一
つ
目
の
「
あ
か
あ
か
と
日
射
し
入
り
て
明
か
き
に
」
に
関
し

て

は
直
前
に
夜
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
語
句
が
な
い
た
め
、
夜
明
け

と
共
に
日
が
射
し
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
直
前
に
あ
る
一

三
節
で
は
、
堀
河
帝
が
崩
御
し
た
場
面
に
お
い
て
「
日
は
な
ば
な
と

射

し
出
で
た
り
。
日
の
閑
く
る
ま
ま
に
」
と
の
表
現
が
あ
る
。
そ

こ
か
ら
一
四
節
の
間
に
一
日
以
上
の
時
間
が
経
過
し
て
い
た
と
は

考

え
に
く
い
o
よ
っ
て
⑦
の
一
つ
目
は
夜
明
け
に
つ
い
て
の
表
現

で

は
な
い
だ
ろ
う
。
二
つ
目
の
「
明
か
く
て
ま
も
り
ま
ゐ
ら
せ
て
あ

ら
む
」
は
、
直
前
に
「
あ
か
あ
か
と
日
射
し
入
り
て
明
か
き
に
」
と

あ
る
の
で
、
明
る
い
と
い
う
状
態
に
つ
い
て
示
す
語
句
と
な
っ
て
い

る
。　

な
お
、
下
巻
で
の
「
明
く
」
は
形
容
詞
・
複
合
語
も
合
わ
せ
て
七

例
用
い
ら
れ
て
い
る
。

⑧
下
巻
　
一
七

　
　
　
か
や
う
に
て
の
み
明
け
暮
る
る
に
、
「
か
く
里
に
心
の
ど
か

　
　
な
る
こ
と
難
し
。
五
・
六
日
に
な
れ
ば
、
内
侍
の
許
よ
り
、

　
　
『
人
な
し
。
参
れ
』
と
い
ふ
文
の
来
し
」
な
ど
思
ひ
続
け
ら
れ

　
　
て
、
過
ぐ
す
程
に
、
「
御
即
位
」
な
ど
、
世
に
の
の
し
り
合
ひ

　
　
た
り
。

⑨
下
m
o
　
1
1
0

　
　
　
朔
日
の
日
の
夕
さ
り
ぞ
参
り
着
き
て
、
陣
入
る
る
よ
り
、
昔

　
　
思
出
で
ら
れ
て
、
か
き
ぞ
く
ら
さ
る
る
。
局
に
行
き
着
き
て
見

　
　
れ
ば
、
異
所
に
渡
ら
せ
給
ひ
た
る
心
地
し
て
、
そ
の
夜
は
、
な

　
　
ん
と
な
く
て
明
け
ぬ
。
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⑩
下
巻
　
二
一

　
　
　
明
け
ぬ
れ
ば
、
み
な
人
々
起
き
な
ど
し
て
、
見
れ
ば
、
御
前

　
　
の
御
簾
、
い
と
お
び
た
だ
し
げ
な
る
葦
と
か
い
ふ
も
の
、
懸
け

　
　
ら
れ
た
り
。
縁
は
鈍
色
な
り
。
御
障
子
の
御
几
帳
、
同
じ
色
の

　
　
御
几
帳
の
手
白
き
な
り
。
御
硫
櫛
の
大
床
子
も
な
し
。
「
か
か

　
　

る
折
に
は
な
き
に
や
。
幼
v
お
は
し
ま
せ
ば
か
」
と
そ
。
も
の

　
　
な
ど
ま
ゐ
ら
す
れ
ば
、
笥
子
し
て
め
す
そ
あ
は
れ
な
る
。

⑪
下
巻
　
二
七

　
　
　
御
扇
ど
も
ま
う
け
て
、
待
ち
ゐ
さ
せ
給
ふ
に
」
と
あ
れ
ば
、

　
　

こ
の
人
た
ち
に
具
し
て
参
り
ぬ
。
待
ち
つ
け
て
、
泉
の
有
様
、

　
　
う
ち
う
ち
に
問
ひ
な
ど
し
て
、
　
r
l
扇
引
き
、
今
宵
は
。
さ
は
」

　
　
と
仰
せ
ら
れ
し
か
ば
、
「
明
け
む
が
心
も
と
な
き
に
、
『
今
宵
』

　
　
と
思
ふ
に
、
人
た
ち
の
け
し
き
の
暗
く
て
見
え
ざ
ら
む
こ
そ
、

　
　

口
惜
し
く
さ
ぶ
ら
へ
」
と
申
し
し
か
ば
、
つ
と
め
て
、
「
明
く

　
　

る
や
遅
き
」
と
始
め
さ
せ
給
ひ
て
、
人
た
ち
召
し
据
え
て
、
大

　
　
弐
三
位
殿
を
始
め
て
、
ゐ
合
は
れ
た
り
し
に
、
「
先
づ
引
け
」

　
　
と
仰
せ
ら
れ
し
か
ば
、
引
き
し
に
、
「
美
し
」
と
見
し
を
引
き

　
　
当
て
で
、
中
に
悪
か
り
し
を
引
き
当
て
た
り
し
を
、
上
に
投
げ

　
　
置
き
し
か
ば
、
’
r
か
か
る
や
う
う
あ
る
」
と
て
、
笑
は
せ
給
ひ

　
　
た
り
し
こ
と
を
、

⑫
下
巻
　
三
〇

　
　
　
暮
れ
果
て

ぬ
れ
ば
、
行
幸
な
り
ぬ
。
御
供
に
、
や
が
て
引
き

　
　
続
け
て
参
り
ぬ
。
中
御
門
の
門
入
る
よ
り
、
思
ひ
し
に
著
く
か

　
　
き
く
ら
さ
る
。
「
香
隆
寺
に
参
る
」
と
て
見
入
れ
し
に
、
「
わ
が

　
　
明
け
暮
れ
出
で
入
り
し
門
ぞ
か
し
。
を
と
と
し
の
十
二
月
の
二

　
　
十
余
日
に
こ
そ
、
堀
河
院
に
移
ろ
は
せ
た
ま
ひ
し
か
o

⑬
下
巻
　
三
二

　
　
　
明
け
ぬ
れ
ば
、
「
い
つ
し
か
」
と
起
き
て
、
人
々
、
r
珍
し
き

　
　
所
々
身
む
」
と
あ
れ
ど
、
具
し
て
歩
か
ば
、
い
か
が
も
の
の
み

　
　
思
ひ

出
で
ら
れ
ぬ
べ
け
れ
ば
、
た
だ
胱
れ
て
ゐ
た
る
に
、
御
前

　
　
の

お
は
し
ま
し
て
、
「
い
ざ
、
い
ざ
、
黒
戸
の
道
を
お
れ
ら
知

　
　
ら
ぬ
に
、
教
へ
よ
」
と
仰
せ
ら
れ
て
、
引
き
立
て
さ
せ
給
ふ
。

　
⑧
⑫
は
上
巻
⑥
同
様
「
明
け
も
暮
れ
も
」
と
な
る
の
で
、
⑥
の
上

巻
同
様
に
「
始
終
」
や
「
常
に
」
と
い
っ
た
意
味
で
と
ら
え
る
こ
と

が
で
き
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
⑧
は
「
か
や
う
に
て
の
み
明
け
暮
る
る

に
」
と
あ
る
。
こ
れ
は
前
節
で
あ
る
下
巻
一
六
で
弁
三
位
か
ら
の
手

紙

に
、
長
子
が
鳥
羽
帝
へ
出
仕
す
る
こ
と
を
白
河
院
が
望
ん
で
い
る

と
の
趣
旨
が
書
か
れ
て
お
り
、
長
子
が
宮
中
へ
の
再
出
仕
に
思
い
悩

む

心
中
に
つ
い
て
書
か
れ
て
い
た
。
長
子
は
手
紙
を
手
に
し
て
以

来
、
悩
み
な
が
ら
過
ご
し
て
き
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
⑧
の
「
明
け

暮

る
る
」
に
は
、
「
始
終
」
と
い
う
意
味
だ
け
で
は
な
く
、
手
紙
を

5
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手
に
し
て
か
ら
の
時
間
経
過
を
表
現
し
て
い
る
と
も
考
え
る
こ
と
が

で
き
る
だ
ろ
う
。
⑫
で
は
香
隆
寺
に
参
詣
す
る
際
通
っ
た
中
御
門
に

懐
か
し
さ
を
覚
え
、
か
つ
て
始
終
出
入
り
し
て
い
た
場
所
で
あ
っ
た

こ
と
を
回
想
し
て
い
る
。
よ
っ
て
⑫
の
「
明
け
暮
れ
」
は
「
始
終
」

と
い
う
意
味
合
い
で
用
い
ら
れ
て
い
る
。

　
⑨
⑩
⑪
⑬
は
上
巻
の
①
③
④
⑤
同
様
、
夜
明
け
に
つ
い
て
の
表
現

で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
⑩
⑬
は
上
巻
の
④
同
様
、
夜
に
関
す
る
直

接
的
な
語
句
が
見
ら
れ
な
い
が
、
前
述
し
た
よ
う
に
人
々
が
夜
明
け

と
共
に
起
き
出
し
て
行
動
す
る
点
が
一
致
す
る
の
で
、
や
は
り
夜
明

け
に
つ
い
て
の
表
現
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
『
讃
岐
典
侍
日
記
』
で
用
い
ら
れ
て
い
る
「
明
く
」

は
多
く
の
場
合
、
夜
明
け
を
示
す
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
。

　
ま
た
、
上
巻
・
下
巻
に
お
い
て
「
明
く
」
同
様
に
繰
り
返
し
用
い

ら
れ
て
い
る
の
が
「
昼
つ
方
」
「
暮
る
」
「
暮
れ
果
て
ぬ
れ
ば
」
な
ど

の
表
現
で
あ
る
こ
と
か
ら
も
、
「
明
く
」
は
夕
暮
れ
や
夜
か
ら
の
時

間
経
過
を
表
現
し
て
い
る
場
合
も
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

111、

　
［
明
く
」
に
つ
い
て
の
先
行
研
究

　
r
明
く
」
が
『
讃
岐
典
侍
日
記
』
に
お
い
て
複
数
の
意
味
を
持
っ

て

い

る
こ
と
に
つ
い
て
確
認
し
て
き
た
が
、
こ
こ
か
ら
は
主
に
上
巻

の

r明
く
」
に
つ
い
て
先
行
研
究
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
　
じ

は
じ
め
に
①
に
つ
い
て
小
谷
野
純
一
氏
は

　
　
　
夜
を
徹
し
近
侍
し
続
け
た
自
身
の
、
r
明
け
方
」
に
対
す
る

　
　
「
う
れ
し
」
と
い
う
如
き
感
受
の
発
露
に
傾
注
し
て
い
る
の
で

　
　
あ
り
、
何
よ
り
も
、
こ
の
場
合
、
緊
迫
感
に
就
縛
さ
れ
た
夜
の

　
　
時
間
か
ら
の
脱
出
感
覚
を
こ
そ
措
き
定
め
れ
ば
よ
か
っ
た
の
で

　
　
は
な
い
か
と
評
さ
れ
る
赴
き
に
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
セ
　

と
し
て
い
る
。
ま
た
、
高
野
祥
子
氏
も
①
に
つ
い
て
小
谷
野
氏
と
同

様
の
見
解
を
述
べ
て
い
る
が
、
特
に
夜
に
つ
い
て
、

　
　
　
r
明
け
な
む
と
す
る
に
や
と
思
ふ
に
、
い
と
う
れ
し
く
」
と

　
　
い
う
思
い
は
、
夜
が
帝
の
死
を
喩
す
る
不
安
な
も
の
で
あ
る
こ

　
　
と
の
証
左
で
あ
り
、
「
い
と
う
れ
し
く
」
と
夜
明
け
を
喜
ぶ
心

　
　
情
は
、
夜
明
け
が
帝
の
生
あ
る
一
日
が
ま
た
始
ま
る
こ
と
を
象

　
　
徴
す
る
も
の
で
あ
る
。
昨
日
で
帝
の
命
が
終
わ
ら
な
い
と
言
う

　
　
こ
と
は
、
ま
た
今
日
、
そ
し
て
明
日
、
更
に
そ
の
先
へ
の
未
来

　
　
へ
と
続
く
可
能
性
を
胚
胎
し
て
い
る
。
夜
明
け
と
は
讃
岐
典
侍

　
　
に
と
っ
て
、
帝
の
命
が
あ
る
証
な
の
で
あ
る
。
（
中
略
）
帝
の

　
　
r
夜
の
明
け
た
る
心
地
」
が
す
る
と
い
う
告
白
は
、
そ
の
ま
ま

　
　
讃
岐
典
侍
の
「
う
れ
し
さ
、
何
に
か
は
似
た
る
」
と
い
う
喜
び

　
　
の

心
情
を
喚
起
さ
せ
る
。
夜
明
け
が
彼
女
に
と
っ
て
大
き
な
意

　
　
味
を
、
す
な
わ
ち
帝
の
生
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
を
持
っ
て
い
た
こ

　
　
と
の
証
左
で
あ
る
。

と
し
て
お
り
、
小
谷
野
氏
が
夜
か
ら
の
解
放
と
す
る
一
方
、
高
野
氏

は

夜
を
死
へ
の
不
安
が
つ
き
ま
と
う
た
め
、
夜
明
け
を
生
の
イ
メ
ー

ジ

が
あ
る
と
定
義
し
、
喜
び
の
心
情
を
表
し
た
と
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
　
　

　
②
に
つ
い
て
は
飯
島
康
志
氏
が
次
の
よ
う
に
見
解
を
述
べ
て
い
る
。
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例
え
ば
、
「
け
ふ
し
も
、
少
し
夜
の
明
け
た
る
心
地
し
て
お

　
　
ぼ

ゆ
れ
」
（
第
五
節
）
に
そ
の
感
情
が
窺
え
る
。
重
病
の
状
態

　
　
を
「
夜
」
に
讐
え
、
小
康
の
状
態
を
「
明
け
た
る
」
と
置
き
換

　
　
え
て
、
病
苦
か
ら
の
解
放
を
語
る
件
は
、
ま
さ
に
象
徴
的
と
も

　
　
言
え
る
。
そ
ん
な
中
、
単
独
で
の
看
護
に
於
け
る
、
不
吉
な
時

　
　
間
か
ら
の
解
放
に
は
、
不
吉
な
時
間
帯
の
脱
出
を
意
味
す
る
朝

　
　
が
絶
好
の
タ
イ
ミ
ン
グ
で
あ
っ
た
の
だ
。
「
明
け
果
て
ぬ
」
と

　
　
確
か

に
認
め
、
待
ち
望
ん
だ
光
と
、
看
病
の
達
成
感
に
安
堵
し

　
　
な
が
ら
、
長
子
は
自
室
に
下
っ
た
。

　
三
氏
は
①
②
の
本
文
で
長
子
が
夜
明
け
に
対
し
て
「
う
れ
し
」
や

「喜

び
」
と
い
っ
た
感
情
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
と
指
摘
を
し
て
い
る

点
が
共
通
し
て
い
る
。

　
そ

の

中
で
も
高
野
氏
、
飯
島
氏
は
夜
を
「
不
吉
」
「
死
」
と
定
義

し
、
小
谷
野
氏
は
「
夜
明
け
」
を
「
脱
出
感
覚
」
と
し
て
い
る
。

　
②
に
お
い
て
、
病
の
堀
河
帝
が
自
身
の
状
態
を
「
少
し
夜
の
明
け

た
る
心
地
」
と
夜
明
け
に
例
え
た
表
現
を
し
て
い
た
こ
と
を
受
け
た

長
子
が

「聞
く
心
地
の
う
れ
し
さ
、
何
に
か
は
似
た
る
。
」
と
し
て

い

る
こ
と
に
対
し
、
飯
島
氏
は
夜
明
け
と
の
関
係
性
に
つ
い
て
述
べ

て

い

た
。
①
で
夜
明
け
を
望
ん
だ
長
子
と
、
②
で
自
身
の
状
態
を
夜

明
け
に
例
え
た
堀
河
帝
か
ら
、
夜
明
け
は
長
子
だ
け
で
な
く
堀
河
帝

に
と
っ
て
も
好
ま
し
い
状
況
で
あ
る
と
い
う
共
通
概
念
が
存
在
し
て

い
た

と
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
少
な
く
と
も
長
子
と
堀
河
帝
は
夜
明
け

と
い
う
事
象
に
対
し
好
意
的
な
見
解
を
持
っ
て
い
た
こ
と
と
な
る
。

し
か
し
長
子
は
①
に
お
い
て
は
「
明
く
」
こ
と
を
「
う
れ
し
」
と
し

て

い

た
が
、
②
で
は
帝
が
い
つ
も
に
比
べ
て
不
快
感
が
少
な
い
こ
と

に
対
し
て
r
う
れ
し
」
と
し
安
堵
を
表
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
の

二
つ
の

「う
れ
し
」
は
そ
れ
ぞ
れ
向
け
ら
れ
て
い
る
対
象
が
違
っ
て

い

る
こ
と
に
注
意
し
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
　
　

　
さ
ら
に
、
時
間
的
な
概
念
に
つ
い
て
石
埜
敬
子
氏
は
、

　
　
　
漢
文
日
記
の
記
録
者
た
ち
が
客
観
的
な
時
刻
の
推
移
か
ら
常

　
　
に
関
心
を
そ
ら
せ
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
は
、
生
活
や
行
動
が

　
　
公
の
も
の
で
あ
り
社
会
性
を
有
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の

　
　
点
一
般
的
に
女
流
日
記
は
時
刻
を
明
言
し
て
い
る
場
合
が
少
な

　
　
v
、
多
く
は
「
あ
け
方
」
「
昼
つ
方
」
「
暮
れ
ゆ
く
ま
ま
に
」
と

　
　
言
っ
た
書
き
方
で
あ
っ
た
り
、
月
の
入
り
な
ど
で
漠
然
と
示
し

　
　
て

い

る
。
日
記
そ
の
も
の
に
日
次
的
要
素
が
少
な
い
上
、
人
生

　
　
の
多
く
を
た
ゆ
た
い
の
思
い
の
中
で
主
観
的
時
間
の
内
に
生
き

　
　
て

き
た
彼
女
た
ち
に
し
て
み
れ
ば
そ
れ
は
当
然
の
こ
と
で
も

　
　
あ
っ
た
が
、
し
か
し
、
女
流
日
記
に
客
観
的
記
述
が
皆
無
か
と

　
　
い
え
ば
、
必
ず
し
も
そ
う
い
う
わ
け
で
は
な
い
。

と
し
、
r
明
く
」
な
ど
の
表
現
が
多
用
さ
れ
て
い
る
の
は
主
観
的
時

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ

間
に
よ
る
も
の
だ
と
の
見
解
を
示
し
て
い
る
。
小
谷
野
純
一
氏
は

　
　
　
全
て

の

時
間
の
客
観
化
に
は
繋
が
ら
ぬ
取
り
込
み
と
な
っ
て

　
　
い
る
わ
け
で
、
時
間
の
推
移
が
、
外
在
的
時
間
に
基
づ
き
な
が

　
　
ら
も
不
明
確
に
大
略
的
に
指
示
さ
れ
、
あ
る
い
は
、
内
在
的
時

　
　
間
の
枠
組
み
に
よ
っ
て
時
間
が
主
観
的
に
提
示
さ
れ
る
こ
と
に
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な
る
。

と
し
て
い
る
。
つ
ま
り
石
埜
氏
、
小
谷
野
氏
は
日
記
内
の
時
間
に
つ

い
て
公
的
時
間
軸
が
中
心
で
は
な
く
、
主
観
的
時
間
軸
に
よ
っ
て
進

め
ら
れ
て
い
る
と
指
摘
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
ナ
ニ

　
一
方
、
本
文
③
⑤
の
夜
と
い
う
時
間
帯
に
関
し
て
福
家
俊
幸
氏

は
、　

　
　
夜
は
魔
の
時
間
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
何
故
魔
の
時
間
で
あ
る

　
　
か

と
い
え
ば
、
そ
の
間
世
界
は
闇
に
閉
ざ
さ
れ
る
か
ら
で
あ

　
　
る
。
人
間
の
闇
に
対
す
る
根
源
的
な
恐
怖
は
、
闇
の
中
に
自
ら

　
　
に
危
害
を
加
え
る
魔
の
存
在
を
見
せ
た
。
闇
の
中
で
は
悪
霊
が

　
　
跳
梁
践
雇
し
、
生
き
と
し
生
け
る
者
の
生
を
奪
お
う
と
し
た
o

　
　
闇
は
死
の
世
界
で
あ
っ
た
。
闇
と
対
立
す
る
光
は
、
従
っ
て
生

　
　
を
表
象
す
る
。

と
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ
　

　
ま
た
、
飯
島
康
志
氏
は
、

　
　
　
人
間
の
心
底
に
潜
在
す
る
闇
へ
の
畏
怖
感
、
そ
れ
に
結
合
す

　
　
る
怪
異
を
語
る
に
は
、
夜
と
い
う
場
面
設
定
は
必
要
不
可
欠
で

　
　
あ
っ
た
と
思
し
い
o
他
、
同
巻
が
影
響
を
与
え
た
と
の
説
も
あ

　
　
る
著
者
不
詳
『
今
昔
物
語
集
』
の
霊
鬼
説
話
な
ど
、
古
典
文
学

　
　

に
於
け
る
怪
奇
の
多
く
は
、
時
間
設
定
を
夜
に
据
え
て
い
る

　
　
点
、
当
時
の
思
想
観
念
が
窺
わ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
『
讃
岐
典
侍
日
記
』
で
の
夜
へ
の
視
点
も
、
こ
の
よ
う
な
風

　
　
潮
の
中
で
例
外
で
は
な
く
、
闇
へ
の
恐
怖
・
不
安
が
見
て
取
れ

　
　

る
。
そ
の
対
象
と
な
る
の
は
、
堀
河
帝
が
夜
と
い
う
邪
悪
な
時

　
　
間
帯
の
作
用
に
因
り
、
病
状
の
悪
化
を
誘
発
す
る
懸
念
に
他
な

　
　
ら
な
い
。

と
し
、
福
家
氏
、
飯
島
氏
は
「
夜
」
と
い
う
時
間
が
持
つ
作
用
に
よ

り
堀
河
帝
の
病
状
が
悪
化
す
る
事
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。
こ
の
二

氏
の

論
を
踏
ま
え
る
と
、
長
子
が
夜
明
け
を
望
ん
だ
の
は
夜
闇
と
い

う
不
安
要
素
か
ら
の
心
情
描
写
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
『
讃
岐
典
侍
日
記
』
は
「
日
記
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
に
も
関
わ
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
ま
ラ

ず
、
そ
の
日
付
は
日
次
の
も
の
で
は
な
い
こ
と
か
ら
、
記
述
の
あ
る

場
面
が
必
ず
し
も
公
的
時
間
軸
に
沿
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
と
い

う
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
一
日
の
区
切
り
を
日
付
で
示
す
の
で
は
な

V
、
日
の
動
き
に
よ
っ
て
描
写
し
て
い
る
。
日
付
を
付
さ
な
い
こ
と

に
よ
り
、
前
日
か
ら
時
間
の
流
れ
が
感
じ
ら
れ
る
表
現
と
な
っ
て
い

る
。　

先
程
、
石
埜
氏
の
指
摘
に
も
あ
っ
た
が
、
夜
が
明
け
る
こ
と
に
よ

り
具
体
的
な
日
付
が
付
さ
れ
て
い
な
く
と
も
、
そ
の
日
が
何
日
で

あ
っ
た
か
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
各
注
釈
書
が
先
に
提
示
し
た

本
文
の
「
明
く
」
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
な
注
を
付
け
て
い
る
か
確
認

し
た
い
。

・

玉
井
幸
助
氏
『
讃
岐
典
侍
日
記
通
釈
』

三
年
）

④
「
明
け
ぬ
れ
ば
」
十
八
日

（朝
日
新
聞
社
　
一
九
五
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．

石
井
文
夫
氏
『
讃
岐
典
侍
日
記
古
典
全
集
』
（
小
学
館
　
一
九
七

一年
）

③
「
明
け
ぬ
れ
ど
」
七
月
十
六
日
の
こ
と
。

④
「
明
け
ぬ
れ
ば
」
嘉
承
二
年
（
＝
〇
七
）
七
月
十
入
日
。

．

草
部
了
円
氏
『
讃
岐
典
侍
日
記
日
記
　
研
究
と
解
釈
』
（
笠
間
書

院
　
一
九
七
七
年
）

④
「
明
け
ぬ
れ
ば
」
夜
が
明
け
て
七
月
十
入
日
に
な
っ
た
こ
と
。

・
今
井
卓
爾
氏
『
讃
岐
典
侍
日
記
課
注
と
評
論
』
（
早
稲
田
大
学
出

版
部
　
一
九
八
六
年
）

④
「
明
け
ぬ
れ
ば
」
明
け
て
七
月
十
入
日
に
な
っ
た
の
で
o

・
小
谷
野
純
一
氏
『
校
注
讃
岐
典
侍
日
記
』
（
新
典
社
　
一
九
九
七

年
）③

「
明
け
ぬ
れ
ど
」
七
月
十
六
日
と
な
る
。

④
「
明
け
ぬ
れ
ば
」
七
月
十
八
日
。
崩
御
の
前
日
。
帝
は
重
体
に

　

陥
っ
て
お
り
、
『
殿
暦
』
当
日
条
に
は
「
主
上
極
重
御
、
大
略

　

無
術
事
」
な
ど
と
、
術
な
き
容
態
と
な
っ
て
い
る
旨
の
記
載
が

　

窺
わ
れ
る
。

⑤
r
夜
も
明
け
ぬ
べ
け
れ
ば
」
受
戒
は
、
『
中
右
記
』
十
八
日
条

　

に
拠
れ
ば
夜
半
で
あ
っ
た
。

．

岩
佐
美
代
子
氏
『
讃
岐
典
侍
日
記
注
釈
』

1lu
r
）

④
「
明
け
ぬ
れ
ば
」
（
補
説
）
十
八
日
。

（笠
間
書
院
　
二
〇
一

　

こ
の
よ
う
に
各
注
釈
書
で
は
「
明
く
」
と
い
う
語
に
対
し
て
具
体

的
な
日
付
を
附
し
て
い
る
。
小
谷
野
氏
の
注
に
見
ら
れ
た
よ
う
に
同

時
代
の
漢
文
日
記
で
あ
る
『
中
右
記
』
と
『
殿
暦
』
の
記
載
を
参
考

に
内
容
を
照
ら
し
合
わ
せ
、
具
体
的
な
日
付
を
出
し
て
い
る
と
思
わ

れ

る
。
よ
っ
て
『
讃
岐
典
侍
日
記
』
の
本
文
が
日
次
の
記
事
で
な
く

と
も
「
明
く
」
と
い
う
表
現
か
ら
本
文
が
い
つ
の
出
来
事
な
の
か
日

付
を
導
き
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

四
、
他
の
日
記
に
お
け
る
「
明
く
」

　
同
時
代
の
日
記
文
学
作
品
に
お
い
て
「
明
く
」
が
ど
の
よ
う
に
用

い
ら
れ
て
い
た
か
見
て
い
く
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
『
土
佐
日
記
』
で
は
次
の
よ
う
な
場
面
が
あ
る
。

　
　
　
九

日
。
心
も
と
な
さ
に
、
明
け
ぬ
か
ら
、
船
を
引
き
つ
つ
上

　
　
れ
ど
も
、
川
の
水
な
け
れ
ば
、
ゐ
ざ
り
に
の
み
ぞ
ゐ
ざ
る
。

　
『
土
佐
日
記
』
の
こ
の
場
面
で
は
、
冒
頭
に
九
日
と
日
付
が
あ
る

こ
と
か
ら
九
日
の
夜
明
け
だ
と
分
か
る
。
よ
っ
て
『
讃
岐
典
侍
日

記
』
の
よ
う
に
「
明
く
」
が
夜
明
け
の
時
間
帯
を
表
現
し
つ
つ
も
既

に
日
付
が
附
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
具
体
的
な
日
付
を
指
し
示
す
表

現
と
は
な
っ
て
い
な
い
。

9



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
『
和
泉
式
部
日
記
』
で
は
次
の
よ
う
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。

　
　
　
月
も
い
と
明
け
れ
ば
、
「
下
り
ね
」
と
し
ひ
て
の
た
ま
へ
ば
、

　
　
あ
さ
ま
し
き
や
う
に
て
下
り
ぬ
。
「
さ
り
や
。
人
も
な
き
所
ぞ

　
　
か

し
。
今
よ
り
は
か
や
う
に
て
を
聞
こ
え
む
。
人
な
ど
の
あ
る

　
　
折

に
や
と
思
へ
ば
、
つ
つ
ま
し
う
」
な
ど
物
語
あ
は
れ
に
し
た

　
　
ま
ひ
て
、
明
け
ぬ
れ
ば
、
車
寄
せ
て
乗
せ
た
ま
ひ
て
、
「
御
送

　
　
り
に
も
参
る
べ
け
れ
ど
、
明
く
な
り
ぬ
べ
け
れ
ば
、
ほ
か
に
あ

　
　
り
と
人
の
見
む
も
あ
ひ
な
く
な
む
」
と
て
、
と
ど
ま
ら
せ
た
ま

　
　
ひ
ぬ
。

　
『
和
泉
式
部
日
記
』
で
は
一
例
目
の
「
明
け
れ
ば
」
は
月
の
明
る

さ
に
つ
い
て
の
表
現
で
あ
る
。
1
1
例
目
及
び
三
例
目
は
『
土
佐
日

記
』
同
様
、
夜
が
明
け
る
と
い
う
意
味
で
取
る
こ
と
が
で
き
る
が
、

こ
の
記
事
日
は
元
々
「
五
月
五
日
に
な
り
ぬ
」
か
ら
始
ま
っ
て
い
る

の

で
五
月
五
日
の
夜
の
こ
と
だ
と
分
か
る
。
よ
っ
て
「
明
く
」
こ
と

で
五
月
六
日
に
な
っ
た
と
い
う
日
の
移
ろ
い
を
推
測
す
る
こ
と
が
で

き
る
点
は
、
や
は
り
『
讃
岐
典
侍
日
記
』
と
同
じ
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
あ
　
　
む

　
『
紫
式
部
日
記
』

　
　
　
十

日
の
、
ま
だ
ほ
の
ぼ
の
と
す
る
に
、
御
し
つ
ら
ひ
変
は

　
　
る
。
白
き
御
帳
に
移
ら
せ
た
ま
ふ
。
殿
よ
り
は
じ
め
た
て
ま
つ

　
　
り
て
、
君
達
、
四
位
五
位
ど
も
た
ち
騒
ぎ
て
、
御
帳
の
帷
子
か

　
　
け
、
御
座
ど
も
持
て
ち
が
ふ
ほ
ど
、
い
と
騒
が
し
o

　
　
　
日
l
日
、
い
と
心
も
と
な
げ
に
起
き
臥
し
暮
ら
さ
せ
た
ま
ひ

　
　
つ

o
御
も
の
の
け
ど
も
駆
り
移
し
、
限
り
な
く
騒
ぎ
の
の
し

　
　
る
。
月
ご
ろ
、
そ
こ
ら
さ
ぶ
ら
ひ
つ
る
殿
の
う
ち
の
僧
を
ば
、

　
　
さ
ら
に
も
い
は
ず
、
山
々
寺
々
を
尋
ね
て
、
験
者
と
い
ふ
か
ぎ

　
　
り
は
残
る
な
く
参
り
集
ひ
、
三
世
の
仏
も
い
か
に
翔
り
た
ま
ふ

　
　
ら
む
と
思
ひ
や
ら
る
。
陰
陽
師
と
て
、
世
に
あ
る
か
ぎ
り
召
し

　
　
集
め
て
、
八
百
万
の
神
も
、
耳
ふ
り
た
て
ぬ
は
あ
ら
じ
と
見
え

　
　
き
こ
ゆ
。
御
諦
経
の
使
、
立
ち
騒
ぎ
暮
ら
し
、
そ
の
夜
も
明
け

　
　
ぬ
o

　
『
紫
式
部
日
記
』
も
冒
頭
が
「
十
日
の
、
ま
だ
ほ
の
ぼ
の
と
す
る

に
」
か
ら
始
ま
っ
て
お
り
、
『
和
泉
式
部
日
記
』
同
様
、
「
明
く
」
こ

と
で
十
一
日
に
な
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。

　

こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
「
明
く
」
は
必
ず
し
も
次
の
日
に
な
っ
た
と

言
う
こ
と
を
表
現
す
る
の
で
は
な
く
、
多
く
は
夜
明
け
の
意
味
に

沿
っ
て
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
し
か
し
そ
の
記
事
の
前

後
に
具
体
的
な
日
時
が
示
さ
れ
て
い
れ
ば
、
そ
の
「
明
く
」
の
前
後

が
い

つ
な
の
か
結
論
付
け
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。

　
　
　
五
、
「
明
く
」
の
意
味
に
つ
い
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
モ
　

　
『
角
川
古
語
大
辞
典
』
に
よ
れ
ば
、
「
明
く
」
は
「
開
く
」
「
空
く
」

と
並
び
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

　
　
・
＋
S
　
・
く
　
［
開
・
明
・
空
］
一
定
の
閉
じ
ふ
さ
い
で
い
た
も
の
が

　
　
な
く
な
っ
て
、
か
ら
の
状
態
に
な
る
こ
と
。
ま
た
は
、
そ
う
す

　
　
る
こ
と
。
ま
た
、
拘
束
さ
れ
た
状
態
か
ら
自
由
な
状
態
に
な
る

　
　
（
す
る
）
こ
と
に
も
い
う
。
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1

朝
が
来
て
明
る
く
な
る
。

日
や
年
が
改
ま
る
。

閉
じ
て
い
た
も
の
を
、
ひ
ら
く
。

時
間
ま
た
は
空
間
的
に
、
あ
る
間
隙
を
つ
く
る
。

か

ら
に
す
る

ひ

ま
に
す
る
。
フ
リ
ー
に
す
る
。

金
を
遣
い
な
く
す
・
金
を
使
い
果
た
す
。

　
『
角
川
古
語
大
辞
典
』
を
元
に
し
て
考
え
る
と
、
『
土
佐
日
記
』
『
和

泉
式
部
日
記
』
『
紫
式
部
日
記
』
『
讃
岐
典
侍
日
記
』
に
お
け
る
「
明

く
」
で
は
ー
の
「
朝
が
来
て
明
る
く
な
る
」
や
2
の
r
日
や
年
が
改

ま
る
」
性
質
が
認
め
ら
れ
る
。
ま
た
、
諸
橋
轍
次
『
大
漢
和
辞
典
』

（大
修
館
書
店
　
一
九
六
〇
年
）
の
「
明
」
も
同
様
に
「
あ
け
る
。
夜

が
し
ら
む
。
」
や
「
よ
あ
け
。
あ
け
が
た
」
と
い
っ
た
語
釈
も
み
ら
れ

る
。

『類
聚
名
辮
拠
』
に
お
い
て
は
、
「
明
」
に
は
ヲ
キ
ラ
カ
ナ
リ
L

「
ア
カ
ス
」
「
ア
ラ
ハ
ス
」
「
ア
ス
」
「
ア
ク
」
「
ヒ
カ
ル
」
「
ミ
ル
」
「
ミ

ツ
」
「
ナ
ル
」
「
タ
ス
ク
」
「
ア
ケ
ヌ
」
と
い
う
意
味
が
あ
る
。

　
こ
の
「
タ
ス
ク
」
は
「
助
く
・
扶
く
・
輔
く
」
と
い
っ
た
字
が
考

え
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
は
力
添
え
を
し
、
苦
難
や
病
苦
か
ら
救
う
こ
と

を
表
し
て
い
る
。

六
、
ま
と
め

　
『
讃
岐
典
侍
日
記
』
の
「
明
く
」
は
次
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。

　
ま
ず
、
従
来
の
解
釈
に
も
あ
っ
た
「
夜
明
け
」
と
い
う
時
間
帯
の

表
現
で
あ
る
。
こ
れ
は
今
回
提
示
し
た
本
文
の
中
で
、
「
明
く
」
が

用
い
ら
れ
て
い
た
①
③
④
⑤
⑨
⑩
⑪
⑬
に
当
て
は
め
る
こ
と
が
可
能

で
あ
る
。

　
ま
た
、
「
明
く
」
を
『
中
右
記
』
や
『
殿
暦
』
な
ど
の
同
時
代
の

外
的
資
料
に
よ
っ
て
公
的
時
間
に
照
ら
し
合
わ
せ
る
と
具
体
的
な
日

付
は
い
つ
に
な
る
の
か
と
い
う
指
摘
は
本
文
③
～
⑤
に
多
く
見
ら
れ

た
。
た
だ
し
、
③
に
も
あ
る
よ
う
に
、
必
要
が
あ
れ
ば
具
体
的
な
日

付
の

提
示
が
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
「
明
く
」
に
よ
り

公
的
時
間
軸
を
主
張
し
た
と
は
考
え
に
く
い
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
日

記

に
公
的
な
日
付
を
附
さ
な
か
っ
た
の
は
公
的
時
間
軸
に
沿
っ
た
記

録
性
を
重
ん
じ
て
い
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
と
結
論
づ
け
た
い
。

　
長
子
が
夜
明
け
を
「
う
れ
し
」
と
好
意
的
な
見
方
を
し
て
い
た
本

文
①
で
は
堀
河
帝
の
病
状
が
「
明
く
」
こ
と
に
よ
っ
て
救
わ
れ
る
こ

と
を
望
ん
で
い
た
と
の
解
釈
が
さ
れ
て
き
た
こ
と
か
ら
、
「
明
く
」

は
堀
河
帝
の
病
状
安
定
・
回
復
に
重
き
を
置
い
て
た
表
現
で
あ
る
と

考
え
た
。
さ
ら
に
『
類
聚
名
義
抄
』
の
「
明
」
に
は
「
タ
ス
ク
」
と

い
う
意
味
が
み
ら
れ
る
こ
と
か
ら
も
、
長
子
は
「
明
く
」
こ
と
で
堀

河
帝
が
助
か
る
の
で
は
と
の
望
み
を
も
っ
て
い
た
と
の
見
方
が
出
来

る
。
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今
回
、
長
子
と
堀
河
帝
は
夜
明
け
と
い
う
事
象
に
対
し
共
に
好
意

的
な
見
解
を
持
っ
て
お
り
、
夜
明
け
が
良
い
も
の
で
あ
る
と
い
う
共

通
認
識
が
あ
っ
た
こ
と
に
も
注
目
し
た
。
長
子
は
①
に
お
い
て
は

r明
く
」
こ
と
を
「
う
れ
し
」
と
し
て
い
た
が
、
②
で
は
帝
が
い
つ

も
に
比
べ
て
不
快
感
が
少
な
い
こ
と
に
対
し
て
「
う
れ
し
」
と
し
安

堵
を
表
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
1
1
つ
の
　
r
う
れ
し
」
は
そ
れ
ぞ

れ
向
け
ら
れ
て
い
る
対
象
が
違
っ
て
い
た
。
は
じ
め
に
で
も
提
示
し

た
が
、
堀
河
帝
は
「
『
こ
れ
を
人
は
な
や
む
と
は
い
ふ
。
な
ど
人
々

は
目
も
見
た
て
ぬ
』
と
仰
せ
ら
れ
て
、
世
を
う
ら
め
し
げ
に
お
ぼ
し

た
り
し
も
の
を
。
」
と
し
て
い
た
と
こ
ろ
か
ら
も
、
「
明
く
」
こ
と
で

不
安
要
素
の
あ
る
夜
闇
が
終
わ
り
、
人
々
が
起
き
出
せ
ば
堀
河
帝
の

病
状
は
良
い
方
へ
と
変
化
す
る
だ
ろ
う
と
長
子
は
考
え
た
の
だ
ろ

う
。
よ
っ
て
夜
明
け
に
よ
り
人
々
が
起
き
出
し
て
き
た
こ
と
で
「
明

け
果
て
ぬ
」
と
し
た
の
だ
と
考
え
た
い
。

　
ま
た
、
本
文
③
の
「
明
け
ぬ
れ
ど
」
の
よ
う
に
逆
接
が
使
わ
れ
て

い

る
と
こ
ろ
か
ら
も
、
長
子
に
と
っ
て
は
「
明
く
」
こ
と
で
堀
河
帝

が
助
か

る
と
い
う
法
則
が
成
り
立
た
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
こ
と
を

示

し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
夜
が
明
け
れ
ば
本
来
は
快
方
に
向
か
う

は

ず
が
、
状
態
が
芳
し
く
な
い
ま
ま
一
日
が
終
わ
っ
て
し
ま
っ
た
こ

と
か
ら
「
明
け
ぬ
れ
ど
」
と
な
っ
た
の
だ
ろ
う
。

　
結
果
と
し
て
上
巻
の
「
明
く
」
は
長
子
の
助
け
を
求
め
る
内
情
が

表
現
さ
れ
た
言
葉
で
あ
る
と
し
た
い
o

　
こ
の
「
明
く
」
に
つ
い
て
は
こ
の
場
面
の
み
で
終
止
す
る
問
題
で

は
な
く
、
関
連
す
る
「
日
」
や
「
灯
り
」
な
ど
の
照
ら
す
も
の
に
つ

い
て

今
後
更
に
見
解
を
深
め
て
い
き
た
い
。

【注
】

（注
一
）
大
日
本
古
記
録
『
殿
暦
』
（
岩
波
書
店
　
一
九
六
三
年
）

（注
二
）
　
増
補
史
料
大
成
『
中
右
記
』
（
臨
川
書
店
　
一
九
六
五
年
）

（注
三
）
　
増
補
史
料
大
成
『
水
左
記
・
永
昌
記
』
（
臨
川
書
店
　
一

　
　
　
九
六
五
年
）

（注
四
）
　
小
谷
野
純
一
　
『
讃
岐
典
侍
日
記
へ
の
視
界
』
（
新
典
社
二

　
　
　
O
l
1
年
）
の
「
1
　
上
巻
の
叙
述
世
界
」
に
お
い
て
、
嘉

　
　
　
承
二
年
七
月
一
九
日
の
崩
御
よ
り
数
ヶ
月
前
の
病
状
に
つ
い

　
　
　
て
、
各
漢
文
日
記
よ
り
引
用
し
ま
と
め
て
い
る
。

（注
五
）
　
『
讃
岐
典
侍
日
記
』
本
分
に
は
「
か
v
て
、
七
月
六
日
よ

　
　
　
り
、
御
心
地
大
事
に
重
ら
せ
給
ひ
ぬ
れ
ば
」
と
あ
る
。

（注
六
）
　
小
谷
野
純
一
「
讃
岐
典
侍
日
記
上
巻
の
叙
述
世
界
」
（
『
平

　
　
　
安
後
期
女
流
日
記
の
研
究
』
教
育
出
版
セ
ン
タ
ー
　
一
九
八

　
　
　
1
1
l
年
）

（注
七
）
　
高
野
祥
子
氏
　
「
『
讃
岐
典
侍
日
記
』
に
お
け
る
堀
河
帝
崩

　
　
　
御
の
情
旦
↑
「
明
き
」
日
の
指
す
死
を
め
ぐ
っ
て
ー
」
（
『
日

　
　
　
記
文
学
研
究
誌
』
第
九
号
　
二
〇
〇
七
年
三
月
）

（注
八
）
　
飯
島
康
志
氏
「
『
讃
岐
典
侍
日
記
』
に
お
け
る
照
明
具
」

　
　
　
（
大
東
文
化
大
学
日
本
文
学
学
会
『
日
本
文
学
研
究
』
1
1
0

　
　
　
1
0
年
二
月
第
四
十
九
号
）
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（注
九
）
　
石
埜
敬
子
氏
　
「
讃
岐
典
侍
日
記
に
お
け
る
時
間
の
構
造
」

　
　
　
（
論
集
中
古
文
学
三
『
日
記
文
学
作
品
の
試
み
』
笠
間
書

　
　
　
院
昭
和
五
十
四
年
）

（注
十
）
　
注
六
前
掲
　
小
谷
野
純
一
「
讃
岐
典
侍
日
記
上
巻
の
叙
述

　
　
　
世
界
」
（
『
平
安
後
期
女
流
日
記
の
研
究
』
　
教
育
出
版
セ
ン

　
　
　
タ
ー
　
一
九
八
三
年
）

（注
十
一
）
福
家
俊
幸
氏
「
『
讃
岐
典
侍
日
記
』
上
巻
の
時
間
－
闇

　
　
　
の
中
の
死
－
」
（
保
谷
‥
武
蔵
野
女
子
大
学
紀
要
編
集
委
員

　
　
　
会
『
武
蔵
野
女
子
大
学
紀
要
』
一
九
九
四
年
一
月
）

（注
十
二
）
　
注
八
前
掲
　
飯
島
康
志
氏
「
『
讃
岐
典
侍
日
記
』
に
お

　
　
　
け
る
照
明
具
」
（
大
東
文
化
大
学
日
本
文
学
学
会
『
日
本
文

　
　
　
学
研
究
』
1
1
0
　
1
O
年
二
月
　
第
四
十
九
号
）

（注
十
三
）
　
『
讃
岐
典
侍
日
記
』
に
具
体
的
な
日
付
の
明
記
が
さ
れ

　
　
　
て
い
る
の
は
上
巻
で
五
例
、
下
巻
で
は
二
十
二
例
確
認
で
き

　
　
　
る
。
日
付
の
な
い
記
事
で
も
行
事
や
漢
文
日
記
等
外
的
資
料

　
　
　
及
び
記
録
か
ら
日
付
の
な
い
日
が
い
つ
で
あ
る
か
断
定
は
可

　
　
　
能
で
あ
る
日
も
存
在
す
る
が
、
こ
こ
で
は
含
ま
な
い
。

（注
十
四
）
　
菊
地
靖
彦
ほ
か
編
　
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
十
三

　
　
　
『
土
佐
日
記
　
蜻
蛉
日
記
』
（
小
学
館
　
一
九
九
五
年
）

（注
十
五
）
　
石
井
文
夫
ほ
か
編
　
新
編
古
典
文
学
全
集
二
十
六
『
和

　
　
　
泉
式
部
日
記
　
紫
式
部
日
記
　
更
級
日
記
　
讃
岐
典
侍
日

　
　
　
記
』
（
小
学
館
　
一
九
九
四
年
）

（注
十
六
）
　
石
井
文
夫
ほ
か
編
　
新
編
古
典
文
学
全
集
二
十
六
『
和

　
　
　
泉
式
部
日
記
　
紫
式
部
日
記
　
更
級
日
記
　
讃
岐
典
侍
日

　
　
　
記
』
（
小
学
館
　
一
九
九
四
年
）

（注
十
七
）
　
『
角
川
古
語
大
辞
典
』
（
角
川
書
店
　
一
九
九
九
年
）
今

　
　
　
回
は
力
行
下
二
段
の
項
目
を
挙
げ
た
。

（注
十
八
）
　
『
類
聚
名
義
抄
』
（
風
間
書
房
　
一
九
七
五
年
）

【付
記
】

　
本
稿
は
平
成
二
十
入
年
度
十
一
月
十
二
日
（
土
）
に
お
こ
な
わ
れ

た
「
大
東
文
化
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
日
本
文
学
専
攻
院
生
会
秋

季
研
究
発
表
会
」
（
於
大
東
文
化
大
学
）
に
お
い
て
発
表
し
た
原
稿

に
加
筆
修
正
し
た
も
の
で
あ
る
。
ご
教
示
く
だ
さ
っ
た
方
々
に
厚
く

御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

13


