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一
、
総
角
巻
の
疑
似
後
朝

最
近
、「
垣
間
見
」
論
の
一
環
と
し
て
、
視
覚
と
は
別
に
聴
覚
や
嗅
覚
の
重
要
性
を

指
摘
し
て
き
た①
。
そ
の
中
で
、
暁
に
お
け
る
後
朝
の
別
れ
場
面
に
も
、
そ
れ
が
有
効

で
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
て
き
た②
。
そ
こ
で
今
回
は
宇
治
十
帖
の
中
で
、
総
角
巻
に
お

け
る
薫
と
大
君
の
疑
似
後
朝
の
場
面
を
俎
上
に
の
ぼ
せ
、
あ
ら
た
め
て
聴
覚
に
注
目

し
て
再
検
討
し
て
み
る
こ
と
に
し
た
い
。

問
題
の
箇
所
は
、
次
の
よ
う
に
描
写
さ
れ
て
い
る
。

　

は
か
な
く
明
け
方
に
な
り
に
け
り
。
御
供
の
人
々
起
き
て
声
づ
く
り
、
馬
ど

も
の
い
ば
ゆ
る
音
も
、
旅
の
宿
の
あ
る
や
う
な
ど
人
の
語
る
思
し
や
ら
れ
て
、

を
か
し
く
思
さ
る
。
光
見
え
つ
る
方
の
障
子
を
押
し
開
け
た
ま
ひ
て
、
空
の
あ

は
れ
な
る
を
も
ろ
と
も
に
見
た
ま
ふ
。女
も
す
こ
し
ゐ
ざ
り
出
で
た
ま
へ
る
に
、

ほ
ど
も
な
き
軒
の
近
さ
な
れ
ば
、し
の
ぶ
の
露
も
や
う
や
う
光
見
え
も
て
ゆ
く
。

か
た
み
に
、
い
と
艶
な
る
容
貌
ど
も
を
、「
何
と
は
な
く
て
、
た
だ
か
や
う
に
月

を
も
花
を
も
、
同
じ
心
に
も
て
遊
び
、
は
か
な
き
世
の
あ
り
さ
ま
を
聞
こ
え
あ

は
せ
て
な
む
過
ぐ
さ
ま
ほ
し
き
」
と
、
い
と
な
つ
か
し
き
さ
ま
し
て
語
ら
ひ
き

こ
え
た
ま
へ
ば
、
や
う
や
う
恐
ろ
し
さ
も
慰
み
て
、「
か
う
い
と
は
し
た
な
か
ら

で
、
物
隔
て
て
な
ど
聞
こ
え
ば
、
ま
こ
と
に
こ
こ
ろ
の
隔
て
は
さ
ら
に
あ
る
ま

じ
く
な
む
」
と
答
へ
た
ま
ふ
。

　

明
く
な
り
ゆ
き
、
む
ら
鳥
の
立
ち
さ
ま
よ
ふ
羽
風
近
く
聞
こ
ゆ
。
夜
深
き
朝

の
鐘
の
音
か
す
か
に
響
く
。「
今
だ
に
。
い
と
見
苦
し
き
を
」
と
、い
と
わ
り
な

く
恥
づ
か
し
げ
に
思
し
た
り
。「
事
あ
り
顔
に
朝
露
も
え
分
け
は
べ
る
ま
じ
。
ま

た
、
人
は
い
か
が
押
し
は
か
り
き
こ
ゆ
べ
き
」

（
新
編
全
集
総
角
巻
２
３
８
頁
）

こ
れ
は
八
の
宮
の
一
周
忌
が
近
づ
い
た
八
月
下
旬
、
薫
が
大
君
の
居
所
に
押
し

入
っ
て
、
一
夜
を
共
に
明
か
す
場
面
で
あ
る
（
こ
こ
に
中
の
君
は
不
在
）。「
は
か
な
く

明
け
方
に
な
り
に
け
り
」
と
は
、
単
に
時
間
の
経
過
を
示
す
だ
け
で
な
く
、
薫
と
大

君
と
の
実
事
な
き
後
朝
を
婉
曲
に
表
出
し
た
も
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
普
通
「
明
け
方
」
あ
る
い
は
「
暁
」
と
い
う
と
、
す
で
に
夜
が
白
み
始

め
た
頃
、
つ
ま
り
あ
た
り
が
次
第
に
明
る
く
な
る
夜
明
け
方
の
時
間
帯
を
想
像
す
る

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
必
然
的
に
男
女
の
別
れ
を
象
徴
す
る
。
し
か
し
平

安
時
代
の
後
朝
の
別
れ
は
必
ず
し
も
明
る
く
な
る
夜
明
け
方
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
よ

り
ず
っ
と
早
い
真
っ
暗
な
時
間
も
含
ま
れ
て
い
た
。

と
い
う
よ
り
も
、
男
女
の
別
れ
に
決
ま
っ
た
時
刻
が
あ
る
の
で
は
な
い
よ
う
だ
。

い
わ
ゆ
る
「
後
朝
の
別
れ
」「
暁
の
別
れ
」
と
は
、日
付
が
翌
日
に
な
る
午
前
三
時
か

ら
夜
明
け
ま
で
の
比
較
的
長
い
時
間
帯
の
中
で
行
わ
れ
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ

の
た
め
男
が
早
く
帰
る
の
は
、
愛
情
の
薄
さ
と
も
受
け
取
ら
れ
た
。
夜
明
け
と
い
う

解
釈
で
も
決
し
て
間
違
い
で
は
な
い
が
、
も
っ
と
暗
い
時
間
で
も
可
能
で
あ
る
こ
と

を
認
識
し
て
い
た
だ
き
た
い
。
と
い
う
以
上
に
、
真
っ
暗
な
時
間
帯
の
方
が
む
し
ろ

重
要
だ
か
ら
で
あ
る
。

大
君
と
薫
の
疑
似
後
朝

―
宇
治
の
暁
に
注
目
し
て

―

吉　

海　

直　

人
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こ
の
「
明
け
方
」
と
い
う
表
現
に
し
て
も
、
普
通
に
は
夜
明
け
頃
、
つ
ま
り
明
る

く
な
る
頃
と
思
わ
れ
て
い
な
い
だ
ろ
う
か
。
し
か
し
こ
こ
は
視
覚
的
に
明
る
く
な
っ

た
の
で
は
な
く
、
ま
だ
真
っ
暗
な
時
で
も
可
能
な
の
で
あ
る
。
特
に
「
明
け
方
」
と

あ
る
場
合
、そ
れ
は
視
覚
で
は
な
く
明
日
に
な
っ
た
、つ
ま
り
日
付
が
変
わ
っ
た
（
丑

の
刻
か
ら
寅
の
刻
に
な
っ
た
）
意
味
で
あ
る
こ
と
が
多
い
の
で
、こ
こ
も
暁
（
午
前
三
時
）

に
な
っ
た
ば
か
り
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
時
点
が
男
女
の
間
で
は
非
常
に
大
き

な
境
界
な
の
で
あ
る
。

で
は
そ
の
時
刻
に
な
っ
た
こ
と
を
、
薫
は
ど
う
し
て
知
り
え
た
の
だ
ろ
う
か
（
時

計
は
な
い
）。
本
文
で
は
薫
の
供
人
が
「
声
づ
く
り
」
を
行
っ
て
い
る
こ
と
が
記
さ
れ

て
い
る
。
こ
れ
は
単
な
る
従
者
の
独
り
言
が
聞
こ
え
た
と
い
う
の
で
は
な
く
、
明
ら

か
に
室
内
に
い
る
薫
に
対
し
て
外
の
従
者
達
が
日
付
が
変
わ
っ
た
こ
と
、
す
な
わ
ち

帰
京
の
時
刻
に
な
っ
た
こ
と
を
「
声
づ
く
り
」
し
て
告
げ
て
い
る
と
読
み
た
い
。
そ

れ
に
連
動
し
て
、「
馬
ど
も
の
い
ば
ゆ
る
音
」
つ
ま
り
馬
の
い
な
な
き
も
聞
こ
え
て
き

た③
。
こ
れ
は
従
者
が
馬
の
準
備
（
帰
り
仕
度
）
を
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
京
と
違
っ

て
宇
治
の
八
宮
邸
は
狭
い
の
で
、
そ
う
い
っ
た
音
も
聞
こ
え
る
の
だ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
な
外
部
に
い
る
従
者
の
動
き
に
つ
い
て
、新
編
全
集
の
頭
注
一
七
で
は
、

新
婚
と
信
じ
て
疑
わ
な
い
従
者
た
ち
は
、
寝
所
の
外
か
ら
咳
払
い
を
し
て
、
主

人
の
帰
宅
を
促
す
。 
（
同
頁
）

と
説
明
し
て
い
る
。
内
実
を
知
ら
な
い
周
囲
の
者
達
に
は
、
後
朝
そ
の
も
の
と
受
け

取
ら
れ
て
い
た
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
解
釈
で
良
さ
そ
う
に
も
思
え
る
が
、
で

は
そ
の
夜
に
薫
が
大
君
の
寝
所
に
侵
入
し
た
こ
と
を
、
従
者
は
ど
う
や
っ
て
知
り
え

た
の
で
あ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
そ
れ
以
前
か
ら
、
薫
と
大
君
は
既
に
結
ば
れ
て
い
た

と
誤
解
し
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
あ
た
り
が
は
っ
き
り
し
な
い
の
だ
が
、

い
ず
れ
に
し
て
も
供
人
た
ち
は
、
薫
が
帰
宅
す
る
の
に
ふ
さ
わ
し
い
時
刻
を
自
ら
判

断
し
、
主
人
を
う
な
が
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
従
者
の
咳
払
い
に
よ
っ
て
、

薫
は
聴
覚
的
に
別
れ
の
時
を
知
っ
た
の
で
あ
る（
そ
の
従
者
が
ど
う
や
っ
て
時
刻
を
知
っ

た
か
は
わ
か
ら
な
い
）。

二
、
暁
の
時
間
帯

前
に
引
用
し
た
文
章
の
少
し
後
に
、

「
暁
の
別
れ
や
、
ま
だ
知
ら
ぬ
こ
と
に
て
、
げ
に
ま
ど
ひ
ぬ
べ
き
を
」
と
嘆
き
が

ち
な
り
。
鶏
も
、
い
づ
方
に
か
あ
ら
む
、
ほ
の
か
に
音
な
ふ
に
、
京
思
ひ
出
で

ら
る
。 

（
総
角
巻
２
３
９
頁
）

と
あ
る
。
こ
こ
で
は
「
暁
の
別
れ
」
と
表
現
す
る
こ
と
で
、
い
か
に
も
男
女
の
後
朝

で
あ
る
か
の
よ
う
な
演
出
が
な
さ
れ
て
い
た
（「
事
あ
り
顔
」
と
も
あ
っ
た
）。
た
と
え

こ
こ
が
実
体
を
伴
わ
な
い
疑
似
後
朝
で
あ
る
に
せ
よ
、
男
が
女
の
も
と
を
去
る
に
ふ

さ
わ
し
い
暁
の
時
間
帯
が
、「
鶏
鳴
」
と
い
う
聴
覚
的
と
い
う
か
原
始
的
な
表
現
で
設

定
（
演
出
）
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
間
違
い
は
あ
る
ま
い④
。
従
者
の
声
づ
く
り
に
同
調
す

る
か
の
よ
う
に
、鶏
も
鳴
い
て
い
る
の
で
あ
る
（
鶏
鳴
狗
盗
の
パ
ロ
デ
ィ
か
）。
鶏
は
庶

民
的
に
も
思
わ
れ
る
が
、
ど
う
や
ら
貴
族
の
邸
で
は
普
通
に
鶏
を
飼
育
し
て
い
た
よ

う
で
あ
る
。『
枕
草
子
』
を
見
る
と
宮
中
に
も
鶏
が
い
る
し
、な
ん
と
源
氏
の
六
条
院

で
も
鶏
が
鳴
い
て
い
た
。
鶏
は
時
計
替
わ
り
に
な
る
有
用
な
鳥
だ
っ
た
の
だ
。

前
に
戻
っ
て
本
文
を
見
て
み
る
と
、
そ
の
す
ぐ
後
ろ
の
方
に
「
夜
深
き
朝
の
鐘
の

音
」
と
、や
は
り
聴
覚
情
報
が
記
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
「
夜
深
き
朝
」
と
い
う
の
は
、

表
現
と
し
て
奇
妙
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
視
覚
的
に
見
れ
ば
「
朝
」
は
明
る
い
は
ず

だ
か
ら
、そ
れ
を
「
夜
深
き
」
で
修
飾
す
る
の
は
お
か
し
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
れ
に
つ
い
て
も
新
編
全
集
の
頭
注
五
に
、

「
朝
の
鐘
」
は
、
宇
治
山
の
阿
闍
梨
の
住
む
寺
の
鐘
で
あ
ろ
う
か
。
晨じ

ん
じ
ょ
う朝（

午
前

四
時
ご
ろ
）
を
知
ら
せ
る
鐘
。
ま
だ
あ
た
り
は
暗
い
。 

（
同
頁
）

と
注
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
時
が
八
月
（
秋
）
の
午
前
四
時
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
当
然

ま
だ
暗
い
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
な
ら
先
の
「
明
く
な
り
ゆ
き
」
と
の
整
合
性
も
説
明
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す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
な
お
「
晨じ

ん
じ
ょ
う朝」

は
卯
の
刻
で
あ
る
か
ら
、
こ
こ
は
初
刻
表
示
で

午
前
五
時
頃
と
し
た
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
の
時
間
に
な
る
と
、
あ
た
り
は
薄
明
る

く
な
り
は
じ
め
て
も
お
か
し
く
な
い⑤
。

「
夜
深
き
」
は
幅
が
あ
る
の
で
、
夜
明
け
直
前
で
も
い
い
の
だ
が
、
も
し
「
夜
深

き
」
を
真
っ
暗
な
頃
と
し
た
い
の
で
あ
れ
ば
、「
晨
朝
」
よ
り
一
つ
前
の
「
後
夜
」（
午

前
三
時
）
の
鐘
（
い
わ
ゆ
る
「
暁
の
鐘
」）
の
方
が
後
朝
に
ふ
さ
わ
し
か
ろ
う
。
参
考
と

し
て
『
紫
式
部
日
記
』
の
冒
頭
部
分
を
あ
げ
て
お
こ
う
。

ま
だ
夜
ふ
か
き
ほ
ど
の
月
さ
し
く
も
り
、
木こ

の
下
を
ぐ
ら
き
に
、「
御
格
子
ま
い

り
な
ば
や
」「
女
官
は
い
ま
ま
で
さ
ぶ
ら
は
じ
」「
蔵
人
ま
い
れ
」
な
ど
い
ひ
し

ろ
ふ
程
に
、
後
夜
の
鉦
う
ち
お
ど
ろ
か
し
て
、
五
壇
の
御
修
法
は
じ
め
つ
。

 

（
新
大
系
２
５
３
頁
）

こ
れ
に
よ
れ
ば
、「
ま
だ
夜
ふ
か
き
」
頃
に
「
後
夜
の
鉦
」
が
鳴
っ
て
い
る
の
で
あ

る
か
ら
、「
夜
深
し
」
が
後
夜
の
鐘
と
重
な
っ
て
い
る
（
対
に
な
っ
て
い
る
）
こ
と
が
わ

か
る
。
と
は
い
え
「
朝
」
の
鐘
と
あ
る
こ
と
で
、ど
う
し
て
も
視
覚
的
に
明
る
く
な
っ

た
よ
う
に
解
釈
し
た
く
な
る
。
し
か
し
こ
れ
は
「
あ
さ
」
で
は
な
く
「
あ
し
た
」（
明

日
）
で
あ
っ
て
、
日
付
が
翌
日
に
な
っ
た
意
味
に
と
れ
ば
問
題
あ
る
ま
い
。

つ
い
で
な
が
ら
後
の
『
浜
松
中
納
言
物
語
』
巻
三
に
は
、

心
深
う
あ
は
れ
な
る
御
も
の
が
た
り
に
、
あ
か
つ
き
が
た
に
も
な
り
ぬ
。
ご
や

の
を
こ
な
ひ
も
、
御
堂
に
入
り
給
ひ
て
、
姫
君
に
も
、〈
中
略
〉
と
教
へ
を
い

給
。
明
け
ゆ
く
ま
ま
に
、
月
い
よ
い
よ
す
み
ま
さ
り
て
、
瀧
の
を
と
も
松
風
の

響
も
、
取
り
あ
つ
め
た
る
心
ち
す
る
に
、 

（
大
系
本
３
２
３
頁
）

と
出
て
い
る
。
時
刻
が
「
あ
か
つ
き
が
た
」（
午
前
三
時
頃
）
に
な
っ
た
こ
と
を
受
け

て
、「
ご
や
（
後
夜
）
の
を
こ
な
ひ
」
を
始
め
て
い
る
の
だ
か
ら
、こ
れ
に
よ
っ
て
「
暁

方
」
と
「
後
夜
」
が
同
一
時
間
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
こ
に
聴
覚
情
報
は
記
さ

れ
て
い
な
い
も
の
の
、「
後
夜
」
の
行
い
の
時
間
を
知
ら
せ
る
た
め
に
、
寺
で
は
「
後

夜
の
鐘
」
が
鳴
ら
さ
れ
て
い
る
は
ず
だ
か
ら
、書
か
れ
て
い
な
く
て
も
聴
覚
的
に
「
暁

方
」
に
な
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
と
読
め
る
。

そ
の
後
に
「
明
け
ゆ
く
ま
ま
に
」
と
あ
り
、
か
な
り
時
間
が
経
過
し
て
い
る
よ
う

に
も
見
え
る
。
本
当
の
夜
明
け
が
近
づ
い
て
い
る
の
で
、
時
間
的
な
齟
齬
は
一
切
認

め
ら
れ
な
い
。
し
か
し
そ
の
後
に
あ
る
「
滝
の
を
と
」「
松
風
の
響
」
は
聴
覚
情
報
で

あ
る
。
ま
し
て
「
月
い
よ
い
よ
す
み
ま
さ
り
て
」
と
あ
る
の
で
、
ま
だ
夜
明
け
に
は

な
っ
て
い
な
い
と
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

三
、
椎
本
巻
の
解
釈

こ
れ
に
類
似
し
た
例
と
し
て
椎
本
巻
の
、

有
明
の
月
の
い
と
は
な
や
か
に
さ
し
出
で
て
、
水
の
面
も
さ
や
か
に
澄
み
た
る

を
、
そ
な
た
の
蔀
上
げ
さ
せ
て
、
見
出
だ
し
た
ま
へ
る
に
、
鐘
の
声
か
す
か
に

響
き
て
、
明
け
ぬ
な
り
と
聞
こ
ゆ
る
ほ
ど
に
、
人
々
来
て
、「
こ
の
夜
半
ば
か
り

に
な
む
亡
せ
た
ま
ひ
ぬ
る
」
と
泣
く
泣
く
申
す
。 

（
椎
本
巻
１
８
８
頁
）

が
参
考
に
な
る
。
こ
こ
は
八
の
宮
の
訃
報
を
姫
君
た
ち
が
聞
く
場
面
で
あ
る
。
八
の

宮
は
八
月
二
十
日
ご
ろ
に
亡
く
な
っ
て
い
る
の
で
、
有
明
の
月
は
時
宜
を
得
た
も
の

で
あ
っ
た
。
こ
こ
に
あ
る
「
鐘
の
声
」
に
つ
い
て
、
頭
注
一
六
に
は
「
宇
治
山
の
、

夜
明
け
を
告
げ
る
寺
鐘
で
あ
ろ
う
」（
同
１
８
７
頁
）
と
コ
メ
ン
ト
さ
れ
て
い
る
。
し

か
し
こ
れ
も
視
覚
で
は
な
く
聴
覚
情
報
で
あ
り
、
そ
れ
を
聞
い
て
「
明
け
ぬ
な
り
」

と
翌
日
に
な
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
の
だ
か
ら
、
こ
こ
も
視
覚
的
に
明
る
く
な
る
夜
明

け
で
は
な
く
、
寅
の
刻
に
鳴
ら
す
「
後
夜
の
鐘
」（
聴
覚
情
報
）
の
方
が
ふ
さ
わ
し
い

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

こ
れ
に
つ
い
て
小
林
賢
章
氏
は
、
時
間
的
経
緯
を
考
慮
さ
れ
た
上
で
、

夜
半
に
死
ん
だ
父
宮
の
訃
報
が
朝
方
に
伝
え
ら
れ
た
と
し
た
ら
、
い
か
に
も
不

自
然
で
あ
る
。 

（
51
頁
）

と
問
題
提
起
さ
れ
、
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眠
る
こ
と
な
く
、
父
宮
の
安
否
を
心
配
し
て
い
た
姫
宮
が
、
父
宮
の
お
い
で
に

な
る
山
寺
の
方
を
見
る
と
、
川
面
を
月
が
照
ら
し
、
折
か
ら
鐘
の
声
が
聞
こ
え

た
。
そ
の
鐘
の
声
は
、
寅
の
刻
を
告
げ
る
鐘
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。 

（
52
頁
）

と
、
夜
半
に
亡
く
な
っ
た
八
の
宮
の
訃
報
は
、
午
前
三
時
頃
に
邸
に
届
い
た
と
解
釈

す
べ
き
こ
と
を
主
張
し
て
お
ら
れ
る⑥
。
そ
の
方
が
距
離
と
時
間
の
関
係
も
ス
ム
ー
ズ

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

た
だ
し
こ
れ
で
総
角
巻
の
問
題
が
す
べ
て
解
決
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
少
々
や
っ

か
い
な
部
分
が
残
っ
て
い
る
。
実
は
先
の
本
文
に
続
い
て
、

光
見
え
つ
る
方
の
障
子
を
押
し
開
け
た
ま
ひ
て
、
空
の
あ
は
れ
な
る
を
も
ろ
と

も
に
見
た
ま
ふ
。
女
も
す
こ
し
ゐ
ざ
り
出
で
た
ま
へ
る
に
、
ほ
ど
も
な
き
軒
の

近
さ
な
れ
ば
、
し
の
ぶ
の
露
も
や
う
や
う
光
見
え
も
て
ゆ
く
。

 

（
総
角
巻
２
３
７
頁
）

と
あ
る
。「
障
子
」
の
実
態
が
よ
く
わ
か
ら
な
い
が
、新
編
全
集
で
は
「
光
見
え
つ
る

方
」
を
「
夜
明
け
の
光
の
射
し
て
く
る
方
角
」
と
考
え
、続
く
「
光
見
え
も
て
ゆ
く
」

を
「
忍
ぶ
草
に
お
く
朝
露
の
光
も
し
だ
い
に
見
え
て
く
る
」
と
現
代
語
訳
し
て
い
る
。

こ
の
部
分
だ
け
見
る
と
、
む
し
ろ
夜
明
け
頃
の
方
が
ぴ
っ
た
り
し
て
い
る
し
、
矛
盾

な
く
訳
せ
る
よ
う
に
思
え
る
。
冒
頭
に「
は
か
な
く
明
け
方
に
な
り
に
け
り
」と
あ
っ

て
、
そ
の
後
に
「
鐘
の
声
」
や
「
鶏
鳴
」
が
登
場
し
て
い
る
の
だ
か
ら
、
聴
覚
情
報

以
前
に
「
明
け
方
」
に
な
っ
た
こ
と
が
唐
突
に
告
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
だ

か
ら
こ
そ
視
覚
的
な
捉
え
方
が
優
先
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
。

そ
う
い
っ
た
通
説
に
対
し
て
小
林
氏
は
、

こ
こ
の
「
光
」
は
、「
こ
は
づ
く
り
」
し
た
家
来
た
ち
が
持
つ
松た

い
ま
つ明

の
光
で
な
く

て
は
な
ら
な
い
。
こ
こ
ま
で
、
こ
の
光
を
太
陽
と
考
え
て
き
た
の
は
、
ア
ケ
ガ

タ
を
日
の
出
前
後
と
漠
然
と
捉
え
る
こ
と
が
、
そ
の
背
景
に
あ
っ
た
こ
と
は
ま

ち
が
い
な
い
。 

（
１
３
５
頁
）

と
夜
明
け
説
を
否
定
さ
れ
、
独
自
に
「
松
明
の
光
」
説
を
主
張
し
て
お
ら
れ
る⑦
。

た
だ
し
松
明
の
光
で
、
果
た
し
て
「
空
の
あ
は
れ
な
る
」
や
「
や
う
や
う
光
見
え

も
て
ゆ
く
」
が
説
明
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
先
に
「
明あ

か

く
な
り
ゆ
き
」
と
あ
っ

た
が
、こ
れ
は
「
明
く
」（
翌
日
に
な
る
）
と
は
違
っ
て
視
覚
的
に
「
明
る
く
な
る
」
で

あ
ろ
う
か
ら
、
こ
れ
に
つ
い
て
の
明
解
な
説
明
も
必
要
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
は
前
述
し

た
『
浜
松
中
納
言
物
語
』
の
「
明
け
ゆ
く
ま
ま
に
」
と
も
類
似
し
て
い
る
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。
ま
た
大
君
が
「
今
だ
に
」
と
訴
え
て
薫
を
早
く
帰
ら
せ
よ
う
と
し
て

い
る
の
は
、
ま
だ
暗
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
薫
は
、「
人
は
い
か
が
推
し
は

か
り
き
こ
ゆ
べ
き
」
と
言
い
返
し
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
頭
注
九
で
は
「
あ
ま
り

早
く
引
き
揚
げ
る
と
、
ま
ず
い
こ
と
が
あ
っ
た
か
と
疑
わ
れ
る
」
と
解
し
て
い
る
。

こ
れ
を
素
直
に
受
け
取
れ
ば
、
ま
だ
帰
る
に
は
早
い
時
間
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
日

付
が
変
更
し
て
か
ら
、
ど
れ
だ
け
時
間
が
経
過
し
て
い
る
か
が
解
釈
の
分
か
れ
目
に

な
る
。

こ
れ
を
踏
ま
え
た
上
で
、
私
見
と
し
て
は
薫
の
会
話
の
中
に
「
た
だ
か
や
う
に
月

を
も
花
を
も
、
同
じ
心
に
も
て
遊
び
」（
３
３
７
頁
）
と
あ
る
こ
と
を
重
視
し
た
い
。

「
月
」
が
話
題
に
な
る
と
い
う
こ
と
か
ら
、
ち
ょ
う
ど
そ
の
時
有
明
の
月
が
出
て
い

た
、
薫
は
月
を
見
て
い
た
と
解
釈
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
か
（
八
の
宮
の
一
周

忌
は
八
月
二
十
日
頃
）。
だ
か
ら
こ
そ
「
か
や
う
に
」
な
の
で
あ
る
。

先
に
引
用
し
た
椎
本
巻
で
も
、
有
明
の
月
が
出
て
い
た
で
は
な
い
か
。
こ
の
仮
説

が
許
容
さ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、明
る
く
な
っ
た
の
は
日
の
出
（
夜
明
け
）
に
よ
る
の
で

は
な
く
、
有
明
の
月
の
光
と
解
釈
で
き
る
。
有
明
の
月
は
暗
い
空
に
出
て
お
り
、
夜

明
け
ま
で
に
は
ま
だ
時
間
が
あ
る
こ
と
に
な
る
。
と
い
う
の
も
、
そ
の
後
に
薫
は
、

山
里
の
あ
は
れ
知
ら
る
る
声
々
に
と
り
あ
つ
め
た
る
朝
ぼ
ら
け
か
な

 

（
２
３
９
頁
）

と
詠
じ
て
い
る
。
こ
こ
に
至
っ
て
薫
は
「
暁
の
別
れ
」
を
「
朝
ぼ
ら
け
」
と
言
い
換

え
て
い
る
の
で⑧
、
よ
う
や
く
「
朝
ぼ
ら
け
」
の
時
刻
、
つ
ま
り
少
し
空
が
白
み
始
め

た
頃
に
な
っ
た
と
時
間
の
経
過
を
読
み
取
り
た
い
。



二
七

大
君
と
薫
の
疑
似
後
朝

545

四
、
月
の
記
憶

先
に
有
明
の
月
が
出
て
い
る
可
能
性
を
述
べ
た
が
、
実
は
薫
に
も
月
の
記
憶
が

あ
っ
た
。
ま
ず
橋
姫
巻
の
垣
間
見
場
面
が
あ
げ
ら
れ
る
。
そ
の
折
、
薫
が
宇
治
へ
出

か
け
た
の
は
「
秋
の
末
つ
方
」（
１
３
５
頁
）
で
あ
っ
た
。
薫
は
京
都
を
「
有
明
の
月

の
ま
だ
夜
深
く
さ
し
出
づ
る
ほ
ど
に
出
で
」（
同
頁
）
て
い
る
。
こ
の
折
は
馬
に
乗
っ

て
い
る
よ
う
だ
が
、
そ
れ
に
し
て
も
か
な
り
遅
い
時
間
に
到
着
し
た
は
ず
で
あ
る
。

宇
治
の
姫
君
の
合
奏
は
、
そ
ん
な
遅
い
時
間
に
行
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
後
に
薫

は
そ
の
垣
間
見
を
「
見
し
暁
」（
１
５
３
頁
）
と
回
想
し
て
い
る
の
で
、
暁
の
時
間
帯

だ
っ
た
こ
と
が
察
せ
ら
れ
る
。

続
い
て
薫
が
垣
間
見
る
シ
ー
ン
は
、

　

あ
な
た
に
通
ふ
べ
か
め
る
透
垣
の
戸
を
、す
こ
し
押
し
開
け
て
見
た
ま
へ
ば
、

月
を
か
し
き
ほ
ど
に
霧
り
わ
た
れ
る
を
な
が
め
て
、
簾
を
短
く
捲
き
上
げ
て

人
々
ゐ
た
り
。
簀
子
に
、
い
と
寒
げ
に
、
身
細
く
萎
え
ば
め
る
童
一
人
、
同
じ

さ
ま
な
る
大
人
な
ど
ゐ
た
り
。 

（
１
３
９
頁
）

と
あ
り
、
薫
は
霧
の
晴
れ
間
の
淡
い
月
の
光
に
よ
っ
て
、
姫
君
を
垣
間
見
て
い
た
の

で
あ
る⑨
。
ま
た
大
君
が
亡
く
な
っ
た
後
の
冬
の
描
写
に
も
、

　

雪
の
か
き
く
ら
し
降
る
日
、
ひ
ね
も
す
に
な
が
め
暮
ら
し
て
、
世
の
人
の
す

さ
ま
じ
き
こ
と
に
言
ふ
な
る
十
二
月
の
月
夜
の
曇
り
な
く
さ
し
出
で
た
る
を
、

簾
を
捲
き
上
げ
て
見
た
ま
へ
ば
、
向
か
ひ
の
寺
の
鐘
の
声
、
枕
を
そ
ば
だ
て
て
、

今
日
も
暮
れ
ぬ
と
か
す
か
な
る
を
聞
き
て
、

　
　

お
く
れ
じ
と
空
ゆ
く
月
を
し
た
ふ
か
な
つ
ひ
に
す
む
べ
き
こ
の
世
な
ら
ね
ば

　

風
の
い
と
は
げ
し
け
れ
ば
、
蔀
お
ろ
さ
せ
た
ま
ふ
に
、
四
方
の
山
の
鏡
と
見

ゆ
る
汀
の
氷
、
月
影
に
い
と
お
も
し
ろ
し
。
京
の
家
の
限
り
な
く
と
磨
く
も
、

え
か
う
は
あ
ら
ぬ
は
や
と
お
ぼ
ゆ
。
わ
づ
か
に
生
き
出
で
て
も
の
し
た
ま
は
ま

し
か
ば
、
も
ろ
と
も
に
聞
こ
え
ま
し
と
思
ひ
つ
づ
く
る
ぞ
、
胸
よ
り
あ
ま
る
心

地
す
る
。 

（
総
角
巻
３
３
２
頁
）

と
師
走
の
月
が
印
象
深
く
照
っ
て
い
た
。

総
角
巻
の
「
簾
を
捲
き
上
げ
」
は
、
橋
姫
巻
の
「
簾
を
短
く
捲
き
上
げ
」
と
共
通

し
て
い
る
。
こ
れ
は
白
氏
文
集
の
引
用
と
い
う
以
上
に
、
月
を
見
る
た
め
の
所
作
と

見
て
よ
か
ろ
う
。
ま
た
「
も
ろ
と
も
に
聞
こ
え
ま
し
」
は
、
疑
似
後
朝
場
面
の
「
空

の
あ
は
れ
な
る
を
も
ろ
と
も
に
見
た
ま
ふ
」
と
共
通
（
引
用
）
し
て
い
る
。
た
だ
し
こ

こ
は
反
実
仮
想
と
な
っ
て
お
り
、
も
は
や
大
君
と
一
緒
に
月
を
見
る
こ
と
は
で
き
な

い
。
も
と
も
と
「
も
ろ
と
も
」
は
男
の
一
体
化
願
望
の
場
合
が
多
い
の
だ
が⑩
、
疑
似

後
朝
場
面
で
も
、
別
れ
に
際
し
て
大
君
と
「
も
ろ
と
も
」
に
空
を
眺
め
る
こ
と
で
、

薫
は
一
体
化
幻
想
を
味
わ
っ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
大
君
が
「
女
」
と
か
「
女
君
」

と
呼
称
さ
れ
て
い
る
の
も
、
薫
の
幻
想
の
表
出
な
の
か
も
し
れ
な
い
。

つ
い
で
な
が
ら
夕
顔
巻
に
お
い
て
も
同
様
の
描
写
が
あ
っ
た
。

端
近
き
御
座
所
な
り
け
れ
ば
、
遣
戸
を
引
き
開
け
て
、
も
ろ
と
も
に
見
出
だ
し

た
ま
ふ
。
ほ
ど
な
き
庭
に
、
さ
れ
て
あ
る
呉
竹
、
前
栽
の
露
は
な
ほ
か
か
る
所

も
同
じ
ご
と
き
ら
め
き
た
り
。 

（
夕
顔
巻
１
５
６
頁
）

こ
れ
は
源
氏
と
夕
顔
の
後
朝
の
別
れ
場
面
で
あ
る
が
、
や
は
り
源
氏
は
夕
顔
を

誘
っ
て
も
ろ
と
も
に
外
を
眺
め
て
い
る
。
こ
こ
に
も
月
は
描
か
れ
て
い
な
い
が
、
そ

の
直
後
に
「
い
さ
よ
ふ
月
に
ゆ
く
り
な
く
あ
く
が
れ
ん
こ
と
を
、
女
は
思
ひ
や
す
ら

ひ
」（
１
５
９
頁
）
と
あ
る
の
で
、
や
は
り
十
五
夜
の
月
は
出
て
い
た
の
で
あ
る⑪
。

五
、
従
者
達
の
苦
労

と
こ
ろ
で
、
薫
の
よ
う
な
貴
人
が
「
夜
深
く
」
帰
る
と
な
る
と
、
お
供
の
者
た
ち

の
動
向
も
そ
れ
に
連
動
す
る
こ
と
に
な
る
。
特
に
主
人
の
私
的
な
夜
の
忍
び
歩
き
と

も
な
る
と
、
お
供
の
者
た
ち
は
大
変
な
苦
労
を
伴
う
は
ず
で
あ
る
。
ま
し
て
行
く
先

が
京
都
か
ら
離
れ
た
宇
治
で
あ
れ
ば
、
往
復
の
疲
労
も
相
当
な
も
の
で
あ
ろ
う
。
し
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か
も
主
人
が
愛
人
と
過
ご
し
て
い
る
間
、
従
者
達
は
時
間
が
経
過
す
る
の
を
待
っ
て

い
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
（
も
ち
ろ
ん
そ
れ
な
り
に
接
待
は
さ
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う

が
）。源

氏
が
絶
大
な
信
頼
を
お
い
て
い
る
惟
光
な
ど
、
そ
の
待
ち
時
間
を
私
用
に
あ
て

た
こ
と
が
あ
る
。
生
憎
そ
の
時
に
夕
顔
が
六
条
某
院
で
急
死
す
る
の
だ
が
、「
夜
半
、

暁
と
い
は
ず
御
心
に
従
へ
る
者
」
で
あ
る
惟
光
が
、「
今
宵
（
今
夜
）
し
も
さ
ぶ
ら
は

で
」（
夕
顔
巻
１
７
０
頁
）
と
い
う
大
失
態
を
し
で
か
し
て
し
ま
っ
た
。
惟
光
は
い
つ

も
の
よ
う
に
「
暁
に
御
迎
へ
に
参
る
」（
同
１
６
５
頁
）
つ
も
り
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
が
、

そ
の
不
在
の
間
に
夕
顔
急
死
事
件
が
勃
発
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
事
情
は

異
な
る
が
、
源
氏
が
空
蝉
の
女
房
中
将
の
君
に
、「
暁
に
御
迎
へ
に
も
の
せ
よ
」（
帚

木
巻
１
０
０
頁
）
と
告
げ
た
の
も
、
暁
が
一
般
的
な
男
女
の
別
離
の
時
間
だ
か
ら
と
考

え
れ
ば
す
っ
き
り
す
る
。
命
じ
ら
れ
た
中
将
の
君
は
、
ち
ゃ
ん
と
暁
に
迎
え
に
来
て

い
る
。

繰
り
返
す
が
、暁
は
寅
の
刻
（
午
前
三
時
）
か
ら
夜
明
け
ま
で
の
幅
の
あ
る
時
間
帯

を
指
す
言
葉
で
あ
る
。
そ
の
範
疇
な
ら
い
つ
で
も
暁
で
あ
っ
た
。「
あ
け
ぼ
の
・
朝
ぼ

ら
け
・
し
の
の
め
」
も
暁
に
含
ま
れ
る
。
で
は
従
者
達
は
暁
の
時
間
帯
の
中
で
、
自

由
に
迎
え
の
時
間
を
選
択
で
き
た
の
で
あ
ろ
う
か
。ど
う
も
そ
う
で
は
な
い
ら
し
い
。

「
暁
方
」
と
い
う
の
は
暁
に
な
り
立
て
の
こ
と
を
い
う
よ
う
だ
が
、い
わ
ゆ
る
「
暁
の

迎
え
」
と
い
う
の
も
、
暁
に
な
っ
た
ら
す
ぐ
と
い
う
意
味
合
い
の
よ
う
で
あ
る
。

だ
か
ら
こ
そ
帚
木
巻
に
お
け
る
源
氏
の
従
者
た
ち
も
、

鶏
も
鳴
き
ぬ
。
人
々
起
き
出
で
て
、「
い
と
い
ぎ
た
な
か
り
け
る
夜
か
な
」、「
御

車
引
き
出
で
よ
」
な
ど
言
ふ
な
り
。
守
も
出
で
来
て
、
女
な
ど
、「
御
方
違
へ
こ

そ
。
夜
深
く
急
が
せ
た
ま
ふ
べ
き
か
な
」
な
ど
言
ふ
も
あ
り
。

 

（
帚
木
巻
１
０
３
頁
）

と
、
暁
を
告
げ
る
「
鶏
鳴
」
を
合
図
に
、
す
ぐ
に
出
立
の
準
備
に
取
り
か
か
っ
て
い

る
。「
い
と
い
ぎ
た
な
か
り
け
る
夜
か
な
」・「
御
車
引
き
出
で
よ
」
と
い
う
の
も
、
総

角
巻
と
同
様
に
内
に
い
る
源
氏
に
聞
こ
え
る
よ
う
に
し
ゃ
べ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
場
合
、
暁
の
到
来
は
「
鶏
も
鳴
き
ぬ
」
と
い
う
聴
覚
情
報
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に

対
し
て
紀
伊
守
や
女
房
た
ち
は
、
こ
れ
は
後
朝
で
は
な
く
方
違
え
な
の
だ
か
ら
、
何

も
そ
う
「
夜
深
く
」
急
い
で
帰
ら
な
く
て
も
と
言
っ
て
引
き
留
め
て
い
る
。
こ
れ
に

よ
っ
て
逆
に
普
通
の
後
朝
で
あ
れ
ば
、
や
は
り
鶏
鳴
と
い
う
の
が
男
の
帰
る
時
間
の

目
安
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
も
ち
ろ
ん
方
違
え
に
し
て
も
、
日
付
が
変
わ

れ
ば
無
効
に
な
る
の
で
、
や
は
り
暁
が
帰
っ
て
も
い
い
時
間
で
あ
る
こ
と
に
変
わ
り

は
あ
る
ま
い
。

結

以
上
、
総
角
巻
に
お
け
る
印
象
的
か
つ
特
殊
な
薫
と
大
君
の
疑
似
後
朝
を
検
討
し

て
き
た
。
そ
の
結
果
、
疑
似
で
あ
ろ
う
と
本
当
で
あ
ろ
う
と
、
暁
と
い
う
の
は
男
が

女
の
元
を
去
る
時
間
帯
で
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。
し
か
し
な
が
ら
そ
の
時
刻
の

始
ま
り
は
、
夜
明
け
よ
り
も
ず
っ
と
早
い
午
前
三
時
で
あ
る
か
ら
、
あ
た
り
は
真
っ

暗
で
あ
り
、
そ
れ
を
視
覚
的
に
知
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
っ
た
。

宇
治
と
い
う
郊
外
に
お
い
て
は
、寺
の
修
行
の
た
め
に
鳴
ら
さ
れ
る
「
後
夜
の
鐘
」

が
、「
暁
の
鐘
」
と
し
て
機
能
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
は
当
事
者
で
あ
る
男
女

の
み
な
ら
ず
、
従
者
た
ち
に
も
帰
り
仕
度
を
始
め
さ
せ
る
役
割
を
担
っ
て
お
り
、
む

し
ろ
従
者
た
ち
に
帰
り
を
せ
か
さ
れ
る
よ
う
な
成
り
行
き
で
、
男
女
の
後
朝
の
別
れ

が
展
開
し
て
い
た
。
宇
治
十
帖
に
限
ら
ず
、『
源
氏
物
語
』
に
お
け
る
暁
の
時
間
帯

は
、後
朝
の
別
れ
を
考
え
る
上
で
非
常
に
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
と
言
え
る
。

特
に
聴
覚
に
よ
る
時
刻
の
認
知
に
は
十
分
留
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

た
だ
し
薫
は
大
君
と
別
れ
た
後
、
別
室
（
西
廂
）
で
横
に
な
っ
て
休
息
し
て
お
り
、

す
ぐ
に
帰
京
し
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
結
局
、
帰
京
を
急
か
し
た
従
者
た
ち
は
、

長
時
間
ず
っ
と
待
た
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
一
方
の
大
君
は
、
そ
の
後
中
の
君
の
と
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こ
ろ
に
戻
っ
て
臥
し
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
ま
っ
た
く
言
及
さ
れ
な
か
っ
た
薫
の
香
り

が
こ
こ
で
浮
上
す
る
。
大
君
の
身
体
に
は
「
と
こ
ろ
せ
き
御
移
り
香
の
紛
る
べ
く
も

あ
ら
ず
く
ゆ
り
か
か
」（
２
４
１
頁
）
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
さ
す
が
の
中
の
君
も
、

そ
れ
に
よ
っ
て
姉
が
薫
に
抱
か
れ
た
と
誤
認
し
て
い
る
。
薫
の
移
り
香
は
擬
似
後
朝

を
本
当
ら
し
く
見
せ
る
の
に
効
果
的
で
あ
っ
た
。

注①　
吉
海
直
人
『「
垣
間
見
」
る
源
氏
物
語
』（
笠
間
書
院
）
平
成
20
年
7
月

②　

吉
海
直
人
「『
源
氏
物
語
』「
夜
深
し
」
考
―
後
朝
の
時
間
帯
と
し
て
―
」
古
代
文
学

研
究
第
二
次
19
・
平
成
22
年
10
月

③　

小
町
谷
照
彦
氏
「
風
景
の
解
読
│
「
総
角
」
の
表
現
構
造
」『
源
氏
物
語
の
歌
こ
と

ば
表
現
』（
東
京
大
学
出
版
会
）
昭
和
59
年
8
月
参
照
。
小
町
谷
氏
は
馬
の
鳴
き
声
に

関
し
て
、「
馬
の
嘶
き
は
宇
治
の
山
里
の
光
景
と
し
て
は
似
つ
か
わ
し
く
て
も
、
後
朝

の
情
緒
に
は
ふ
さ
わ
し
く
な
い
の
で
あ
る
。「
駒
」
は
恋
の
通
い
路
の
案
内
と
は
な
っ

た
が
、
鳴
き
声
は
詠
歌
の
対
象
と
は
な
ら
な
か
っ
た
」
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
。

④　

三
田
村
雅
子
氏
「
宇
治
十
帖
の
〈
音
〉
│
雑
音
（
ノ
イ
ズ
）
と
し
て
│
」『
源
氏
物

語
感
覚
の
論
理
』（
有
精
堂
）
平
成
8
年
3
月
参
照
。
な
お
三
田
村
氏
は
、「
こ
の
場
面

に
限
っ
て
言
え
ば
、
薫
の
音
の
聞
き
方
は
、
既
に
夕
霧
巻
で
戯
画
化
さ
れ
て
し
ま
っ
た

夕
霧
の
そ
れ
と
等
し
く
」
云
々
と
、夕
霧
物
語
と
の
類
型
を
指
摘
し
て
お
ら
れ
る
。
な

お
薫
は
鶏
鳴
を
耳
に
し
て
京
の
こ
と
を
思
い
出
し
て
い
る
が
、そ
れ
は
鶏
鳴
が
京
に
相

応
し
い
音
だ
っ
た
こ
と
の
証
拠
に
も
な
る
。

⑤　

平
安
時
代
の
時
刻
は
定
時
法
（
漏
刻
）
で
あ
っ
た
が
、そ
の
後
の
不
定
時
法
導
入
に

よ
っ
て
誤
解
・
混
乱
が
生
じ
、
平
安
時
代
も
不
定
時
法
だ
っ
た
と
い
う
意
見
ま
で
出
さ

れ
て
い
る
。さ
ら
に
定
時
法
と
不
定
時
法
が
同
時
に
行
わ
れ
て
い
た
と
す
る
意
見
も
あ

る
。
確
か
に
宮
廷
と
そ
れ
以
外
、あ
る
い
は
貴
族
と
庶
民
で
時
刻
が
共
有
で
き
た
の
か

ど
う
か
わ
か
ら
な
い
。
仮
に
不
定
時
法
が
通
行
し
て
い
た
と
し
て
、で
は
夜
の
時
刻
を

ど
の
よ
う
に
し
て
知
り
え
た
の
か
、納
得
で
き
る
説
明
は
な
さ
れ
て
い
な
い
。
例
え
ば

暗
い
時
間
帯
で
あ
る
寅
の
刻
（
午
前
三
時
）
を
、当
時
の
人
は
ど
の
よ
う
に
し
て
知
り

え
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
定
時
法
か
不
定
時
法
か
と
は
無
関
係
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。
だ
か
ら
こ
そ
「
鐘
の
音
」・「
鳥
の
声
」
が
重
要
な
の
で
あ
る
。
当
時
の
鶏
は
採

卵
・
採
肉
用
で
は
な
く
、
時
刻
を
知
る
た
め
の
鶏
鳴
用
だ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
ど
こ

ま
で
正
確
に
鳴
か
せ
る
こ
と
が
で
き
た
の
か
は
疑
問
で
あ
る
。も
ち
ろ
ん
物
語
で
そ
こ

ま
で
の
現
実
味
は
不
要
で
あ
ろ
う
。

⑥　

小
林
賢
章
氏
「
ア
ク
考
」『
ア
カ
ツ
キ
の
研
究
』（
和
泉
書
院
）
平
成
15
年
2
月
。
な

お
日
付
変
更
時
点
に
関
し
て
は
、
小
林
論
に
依
拠
し
て
い
る
こ
と
を
お
断
り
し
て
お

く
。

⑦　

小
林
賢
章
氏
「
ア
ケ
ガ
タ
考
」『
ア
カ
ツ
キ
の
研
究
』（
和
泉
書
院
）
平
成
15
年
2

月
。
な
お
「
光
見
え
つ
る
障
子
」
と
あ
る
が
、普
通
「
障
子
」
は
母
家
と
廂
の
間
の
建

具
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
か
ら
簀
の
子
を
通
し
て
外
を
見
る
と
い
う
の
は
無
理
が
あ

る
。
こ
の
時
間
な
ら
格
子
（
蔀
）
も
閉
ま
っ
て
い
る
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
「
押

し
開
け
」
と
あ
る
が
、ど
の
よ
う
に
障
子
を
開
閉
で
き
た
の
か
よ
く
わ
か
ら
な
い
。
二

人
が
廂
に
い
て
「
格
子
」
を
開
け
る
の
な
ら
す
っ
き
り
す
る
が
、昨
夜
薫
は
大
君
の
い

る
母
屋
に
侵
入
し
て
い
る
よ
う
な
の
で
、う
ま
く
説
明
で
き
な
い
。
少
な
く
と
も
こ
こ

は
寝
殿
造
り
の
建
物
で
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。

⑧　

こ
れ
に
関
連
し
て
伊
藤
夏
穂
氏
「「
朝
ぼ
ら
け
」
詠
│
音
を
聞
く
時
│
」
國
學
院
大

學
大
学
院
文
学
研
究
科
論
集
37
・
平
成
22
年
3
月
で
は
、「「
朝
ぼ
ら
け
」
の
音
は
恋

情
を
喚
起
し
、「
あ
か
つ
き
」
の
音
は
仏
教
的
救
済
へ
の
希
久
を
促
す
点
で
、
両
者
の

時
間
的
観
念
は
異
な
る
」
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
。

⑨　

吉
海
直
人
「『
源
氏
物
語
』
橋
姫
巻
の
垣
間
見
を
読
む
」
同
志
社
女
子
大
学
日
本
語

日
本
文
学
21
・
平
成
21
年
6
月

⑩　

安
永
美
保
氏
「『
源
氏
物
語
』「
も
ろ
と
も
に
」
考
│
紫
の
上
へ
の
一
対
願
望
を
中
心

に
│
」
同
志
社
女
子
大
学
日
本
語
日
本
文
学
22
・
平
成
22
年
6
月
。
な
お
蔀
を
下
ろ

し
た
ら
景
色
は
見
え
な
い
は
ず
で
あ
る
。
椎
本
巻
で
は
蔀
を
上
げ
て
見
て
い
た
。
こ
こ

は
蔀
を
下
ろ
す
ま
で
の
わ
ず
か
な
時
間
の
景
色
で
あ
ろ
う
か
。

⑪　

吉
海
直
人
「『
源
氏
物
語
』
夕
顔
巻
の
「
暁
」
│
聴
覚
の
多
用
│
」
國
學
院
雑
誌

１
１
１
│
4
・
平
成
22
年
4
月

（
同
志
社
女
子
大
学
表
象
文
化
学
部
教
授
）


