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は
じ
め
に

　

平
成
二
七
年
度
本
学
大
学
院
講
義
（
中
古
文
学
特
殊
講
義
Ⅴ
）
に
お
い
て
、『
土
左
日
記

（
注
１
）』

を
通
読
し
て
き
た
。
講
義
目
的
は
、『
土
左
日
記
』

に
込
め
ら
れ
た
、
作
者
紀
貫
之
の
作
品
生
成
に
お
け
る
目
的
達
成
の
意
味
と
手
法
、
つ
ま
り
ス
ト
ラ
テ
ジ
ー
を
各
期
日
ご
と
の
テ
ク
ス
ト
か
ら
読

み
解
く
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
そ
の
成
果
の
一
端
は
昨
年
度
の
大
学
紀
要
に
「『
土
左
日
記
』
一
月
七
日

（
注
２
）」

に
掲
載
公
表
し
た
。
そ
の
拙
稿
で
は
、

「
一
月
七
日
」
に
記
載
さ
れ
た
テ
ク
ス
ト
に
は
、「
歌
物
語
」
的
テ
ク
ス
ト
構
造
に
顕
れ
る
作
品
の
虚
構
性
と
、
言
語
遊
戯
と
い
う
視
座
が
認
め
ら

れ
る
こ
と
を
論
じ
た
。
そ
の
上
で
「
一
月
七
日
」
の
特
質
を
踏
ま
え
て
、
作
品
に
込
め
ら
れ
た
真
意
を
、
①
歌
物
語
的
構
造
②
言
語
遊
戯
③
歌
論

志
向
と
い
う
三
つ
の
視
点
か
ら
読
み
解
き
、『
土
左
日
記
』
の
基
底
に
は
「
紀
貫
之
の
文
学
に
お
け
る
紀
氏
の
回
生
」
と
い
っ
た
意
図
が
込
め
ら

れ
た
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
作
品
形
成
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
と
し
て
導
い
た
。

　

本
稿
で
は
、『
土
左
日
記
』
の
「
歌
物
語
」
的
テ
ク
ス
ト
構
造
に
顕
れ
る
虚
構
性
を
踏
ま
え
つ
つ
、
さ
ら
に
今
年
度
の
講
義
で
得
た
、
作
者
紀

貫
之
の
テ
ク
ス
ト
構
想
の
表
現
と
そ
の
根
幹
と
な
る
も
の
を
探
求
し
て
み
た
い
。

　
『
土
左
日
記
』
の
日
次
の
記
事
は
、
作
品
が
主
張
す
る
よ
う
に
「
日
記
」
と
い
う
立
場
と
し
て
実
録
的
に
書
か
れ
て
い
る
。
し
か
し
そ
こ
に
登

三
三

『
土
左
日
記
』
一
月
九
日

原　
　

由
来
恵



『
土
左
日
記
』
一
月
九
日

三
四

場
す
る
記
載
事
項
を
見
る
と
、
歌
論
的
内
容
等
が
記
載
の
事
象
と
し
て
選
ば
れ
て
お
り
、
な
ぜ
そ
の
場
面
を
日
次
の
記
事
と
し
て
選
択
し
た
の
か
、

い
さ
さ
か
疑
問
が
生
じ
る
。
こ
の
よ
う
な
特
徴
を
作
品
が
持
つ
た
め
か
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
で
は
、

○
自
筆
本
に
準
ず
る
価
値
○
仮
名
文
日
記
○
女
性
仮
託
○
亡
き
愛
児
へ
の
思
い

○
歌
数
と
歌
論
展
開
○
土
佐
か
ら
帰
京
ま
で
の
紀
行
状
況
○
『
伊
勢
物
語
』
と
の
連
関

と
い
っ
た
こ
と
が
示
さ
れ
て
き
た

（
注
３
）。

　

ま
た
昨
今
で
は
、
神
田
龍
身
氏
や
東
原
伸
明
氏
が
テ
ク
ス
ト
の
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
に
視
座
を
お
き
、
テ
ク
ス
ト
に
お
け
る
表
現
方
法
に
は
、
平

安
時
代
に
お
け
る
文
化
的
意
識
で
あ
る
「
優
劣
」
の
意
識
な
ど
が
、
テ
ク
ス
ト
形
成
に
見
ら
れ
る
と
指
摘
さ
れ
て
き
た

（
注
４
）。

そ
し
て
本
稿
で
取
り
扱

う
「
一
月
九
日
」
の
条
に
つ
い
て
も
、
い
く
つ
か
の
論
を
提
示
さ
れ
て
い
る
。

　

残
念
な
が
ら
、
本
論
執
筆
時
の
講
義
で
は
、
作
品
全
体
の
読
破
に
は
至
っ
て
い
な
い
。

　

し
か
し
こ
こ
ま
で
の
輪
読
か
ら
も
多
く
の
成
果
を
、
受
講
し
た
二
松
学
舎
大
学
研
究
科
の
院
生
、
大
村
美
紗
氏
・
矢
崎
麻
由
氏
及
び
科
目
等
履

修
生
の
高
木
究
氏
と
見
い
だ
し
て
い
る
。
そ
こ
で
本
論
で
は
、「
一
月
九
日
」
の
テ
ク
ス
ト
か
ら
見
い
だ
せ
る
『
土
左
日
記
』
の
ス
ト
ラ
テ
ジ
ー
、

つ
ま
り
は
「
紀
氏
の
回
生
」
と
と
も
に
、
テ
ク
ス
ト
の
裏
面
に
託
さ
れ
た
作
者
紀
貫
之
の
思
い
を
、

　

①
表
現
の
対
称
性

　

②
登
場
歌
の
役
割
と
テ
ク
ス
ト
構
成
に
お
け
る
言
語
遊
戯

　

③
記
事
の
裏
面

と
い
う
三
つ
の
視
点
か
ら
私
見
と
し
て
提
示
す
る
。

　

本
講
義
は
、
青
𧮾
書
屋
本

（
注
５
）を

底
本
と
し
、
翻
刻
及
び
本
文
検
討
も
行
っ
て
い
る
。
そ
の
た
め
本
稿
に
お
け
る
『
土
左
日
記
』
テ
ク
ス
ト
引
用
本

文
は
、
そ
の
制
定
本
文
を
使
用
す
る
。
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一
、
一
月
九
日

　
『
土
左
日
記
』「
一
月
九
日
」
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
な
お
、
論
を
展
開
す
る
に
あ
た
り
、
テ
ク
ス
ト
に
は
便
宜
上
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
及
び
傍
線

を
付
し
た
。

　

Ａ　

九
日
つ
と
め
て
、
大
湊
よ
り
奈
半
の
泊
を
追
は
む
と
て
、
こ
ぎ
い
で
け
り
。

こ
れ
か
れ
互
ひ
に
、
国
の
境
の
内
は
と
て
見
送
り
に
来
る
人
あ
ま
た
が
中
に
、
藤
原
と
き
ざ
ね
、
橘
す
ゑ
ひ
ら
、
長
谷
部
ゆ
き
ま
さ
ら
な
む
、

御
館
よ
り
出
で
た
う
び
し
日
よ
り
、
こ
こ
か
し
こ
に
追
ひ
来
る
。
こ
の
人
々
ぞ
志
あ
る
人
な
り
け
る
。
こ
の
人
々
の
深
き
志
は
、
こ
の
海
に

も
劣
ら
ざ
る
べ
し
。
こ
れ
よ
り
今
は
こ
ぎ
離
れ
て
行
く
。

こ
れ
を
見
送
ら
む
と
て
ぞ
、
こ
の
人
ど
も
は
追
ひ
来
け
る
。

か
く
て
こ
ぎ
行
く
ま
に
ま
に
、

海
の
ほ
と
り
に
留
ま
れ
る
人
も
遠
く
な
り
ぬ
。

船
の
人
も
見
え
ず
な
り
ぬ
。

岸
に
も
言
ふ
こ
と
あ
る
べ
し
。　

 

船
に
も
思
ふ
こ
と
あ
れ
ど
、
か
ひ
な
し
。

か
か
れ
ど
、
こ
の
歌
を
ひ
と
り
ご
と
に
し
て
や
み
ぬ
。

　
　

思
ひ
や
る
心
は
海
を
渡
れ
ど
も
ふ
み
し
な
け
れ
ば
知
ら
ず
や
あ
る
ら
む

　

Ｂ　

か
く
て
、
宇
多
の
松
原
を
行
き
過
ぐ
。
そ
の
松
の
数
幾
そ
ば
く
、
幾
千
年
経
た
り
と
知
ら
ず
。

も
と
ご
と
に
波
う
ち
寄
せ
、
枝
ご
と
に
鶴
ぞ
飛
び
通
ふ
。
お
も
し
ろ
し
と
見
る
に
耐
へ
ず
し
て
、
船
人
の
詠
め
る
歌
、



『
土
左
日
記
』
一
月
九
日

三
六

　
　

見
渡
せ
ば
松
の
末
ご
と
に
住
む
鶴
は
千
代
の
ど
ち
と
ぞ
思
ふ
べ
ら
な
る

と
や
。
こ
の
歌
は
、
所
を
見
る
に
、
え
ま
さ
ら
ず
。

　

Ｃ　

か
く
あ
る
を
見
つ
つ
こ
ぎ
行
く
ま
に
ま
に
、
山
も
海
も
皆
暮
れ
、
夜
ふ
け
て
、
西
東
も
見
え
ず
し
て
、
天
気
の
こ
と
、
楫
取
り
の
心
に
任

せ
つ
。
男
も
慣
ら
は
ぬ
は
、
い
と
も
心
細
し
。
ま
し
て
、
女
は
船
底
に
頭
を
つ
き
あ
て
て
、
音
を
の
み
ぞ
泣
く
。
か
く
思
へ
ば
、
船
子
・
楫

取
り
は
、
舟
唄
歌
ひ
て
、
な
に
と
も
思
へ
ら
ず
。
そ
の
歌
ふ
唄
は
、

　
　
　

ａ
春
の
野
に
て
ぞ
音
を
ば
泣
く
。
わ
が
す
す
き
に
手
切
る
切
る
摘
ん
だ
る
菜
を
、

　
　
　
　

親
や
ま
ぼ
る
ら
む
、
姑
や
食
ふ
ら
む
。
帰
ら
や
。

　
　
　

ｂ
よ
む
べ
の
う
な
ゐ
も
が
な
、
銭
こ
は
む
。
そ
ら
ご
と
を
し
て
、
お
ぎ
の
り
わ
ざ
し
て
、

　
　
　
　

銭
も
持
て
来
ず
、
お
の
れ
だ
に
来
ず
。

こ
れ
な
ら
ず
多
か
れ
ど
も
、
書
か
ず
。
こ
れ
ら
を
人
の
笑
ふ
を
聞
き
て
、
海
は
荒
る
れ
ど
も
、
心
は
少
し
な
ぎ
ぬ
。
か
く
行
き
暮
ら
し
て
、

泊
に
至
り
て
、
翁
人
ひ
と
り
、
専
女
ひ
と
り
、
あ
る
が
中
に
こ
こ
ち
悪
し
み
し
て
、
物
も
も
の
し
た
ば
で
、
ひ
そ
ま
り
ぬ
。

　

さ
て
、
こ
の
「
一
月
九
日
」
の
記
事
は
Ａ
～
Ｃ
と
付
し
た
よ
う
に
、
こ
の
記
事
は
Ａ
「
志
あ
る
人
」
た
ち
と
の
別
れ
、
Ｂ
舟
か
ら
の
情
景
と
帰

京
へ
の
願
い
、
そ
し
て
Ｃ
の
暮
れ
て
か
ら
の
海
上
の
不
安
と
楫
取
り
た
ち
の
舟
唄
。
と
い
っ
た
三
部
構
成
で
記
載
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
の
記
事
に
つ
い
て
は
既
に
諸
先
学
も
、
Ａ
の
箇
所
で
は
他
の
記
事
と
合
わ
せ
て
作
品
の
表
現
の
対
称
性
を
指
摘
し
て
い
る
。
ま
た
Ｂ
で
は
、

「
宇
多
の
松
原
」
の
表
記
に
対
し
て
、
実
地
の
推
定
や
歌
枕
的
観
点
、
そ
し
て
実
景
で
は
不
可
能
な
和
歌
と
し
た
屏
風
歌
的
技
法
の
指
摘
な
ど
が

な
さ
れ
て
き
た
。
さ
ら
に
Ｃ
に
関
し
て
は
、「
舟
唄
」
の
解
釈
を
試
み
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
「
一
月
九
日
」
の
記
事
の
三
部
構
成
が
、
あ
ま
り

に
も
独
立
し
て
読
め
る
為
な
の
か
、
そ
の
一
日
の
記
述
と
し
て
の
連
関
を
通
し
た
テ
ク
ス
ト
構
造
や
作
品
内
に
お
け
る
位
置
づ
け
を
明
確
に
し
て

い
る
も
の
は
残
念
な
が
ら
見
あ
た
ら
な
い
。
と
は
言
う
も
の
の
、
や
は
り
こ
の
記
事
は
、
一
日
の
中
の
出
来
事
と
し
て
テ
ク
ス
ト
に
描
か
れ
て
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い
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
一
方
で
、『
土
左
日
記
』
と
い
う
作
品
の
一
項
目
で
あ
り
、
つ
ま
り
は
次
の
日
次
へ
と
続
く
か
ら
こ
そ
の
日
記
で
あ
る
。

そ
の
た
め
、
や
は
り
九
日
全
体
の
テ
ク
ス
ト
構
想
を
見
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

そ
の
こ
と
を
踏
ま
え
、
あ
ら
た
め
て
本
文
に
帰
る
と
三
つ
の
疑
問
が
生
じ
る
。
一
つ
目
は
、
な
ぜ
紀
貫
之
は
「
志
」
と
言
う
言
葉
を
使
用
し
て

い
る
の
か
。
そ
し
て
女
が
記
し
た
日
記
と
し
な
が
ら
、
そ
の
「
志
」
を
評
価
さ
せ
、
相
手
を
思
い
遣
り
な
が
ら
も
、
別
れ
の
現
実
を
受
け
止
め
る

「
ひ
と
り
ご
ち
」
の
歌
を
独
詠
さ
せ
た
の
か
。
第
二
に
、
景
色
の
方
が
勝
る
と
し
な
が
ら
、
な
ぜ
歌
論
展
開
を
す
る
わ
け
で
も
な
い
の
に
情
景
歌

を
載
せ
た
の
か
。
そ
し
て
三
点
目
は
舟
唄
は
他
に
も
多
く
あ
っ
た
と
し
な
が
ら
も
、
こ
の
二
つ
を
選
択
掲
載
さ
せ
た
の
か
で
あ
る
。

　

そ
こ
で
こ
れ
ら
の
問
題
も
意
識
し
な
が
ら
、
ま
ず
は
表
現
の
対
称
性
に
着
目
し
て
こ
の
記
事
を
読
ん
で
み
た
い
。

二
、
表
現
の
対
称
性

　

前
掲
の
テ
ク
ス
ト
を
見
る
と
、
Ａ
で
は
傍
線
を
付
し
た
と
お
り
、
岸
辺
と
海
上
の
船
そ
れ
ぞ
れ
か
ら
の
描
写
が
対
称
的
に
な
さ
れ
て
い
る
。

こ
こ
か
し
こ
に
追
ひ
来
る
。（
略
）

こ
れ
よ
り
今
は
こ
ぎ
離
れ
て
行
く
。

こ
れ
を
見
送
ら
む
と
て
ぞ
、
こ
の
人
ど
も
は
追
ひ
来
け
る
。

か
く
て
こ
ぎ
行
く
ま
に
ま
に
、

海
の
ほ
と
り
に
留
ま
れ
る
人
も
遠
く
な
り
ぬ
。

船
の
人
も
見
え
ず
な
り
ぬ
。

岸
に
も
言
ふ
こ
と
あ
る
べ
し
。　
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船
に
も
思
ふ
こ
と
あ
れ
ど
、
か
ひ
な
し
。

（
略
）
こ
の
歌
を
ひ
と
り
ご
と
に
し
て
や
み
ぬ

そ
し
て
、
そ
の
構
図
は
、

　

こ
こ
か
し
こ
に
追
ひ
来
る 

（
岸
︱
岸
辺
の
男
達
の
思
い
）

　

離
れ
る
（
岸
︱
岸
か
ら
の
視
点
） 

追
い
来
け
る
（
舟
︱
海
か
ら
の
視
点
）

　

留
ま
れ
る
人
（
岸
） 

舟
の
人
（
舟
）

　

岸
に
も　
　

（
岸
） 
舟
に
も
（
舟
）

　

こ
の
歌
を
ひ
と
り
ご
と
に
し
て
や
み
ぬ
（
舟
︱
舟
の
女
の
思
い
）

と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
絵
に
描
い
た
よ
う
な
対
立
構
造
に
対
し
て
、
萩
谷
朴
を
は
じ
め
と
し
た
先
行
研
究
は
、
屏
風
歌
的
手
法
を
指
摘
し
て
い
る

（
注
６
）。

確
か
に
異
論
は
な
い
が
、
こ
こ
で
踏
ま
え
た
い
の
が
、
海
よ
り
も
深
い
「
志
」
と
評
さ
れ
た
未
詳
の
男
性
陣
た
ち
と
、
諦
め
に
似
た
別
れ
の
独
詠

を
し
た
一
人
の
書
き
手
と
す
る
女
の
対
比
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
れ
ら
の
人
物
配
置
も
巧
み
な
対
立
構
造
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
言
い
換
え

れ
ば
一
枚
の
絵
の
よ
う
な
情
景
に
留
ま
ら
ず
、
テ
ク
ス
ト
は
さ
ら
な
る
対
比
を
生
み
出
し
て
い
る
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

　

そ
し
て
本
文
B
の
ま
る
で
屏
風
絵
の
説
明
の
よ
う
な
風
景
へ
と
継
続
さ
れ
る
。
そ
こ
に
は
謎
の
地
名
「
宇
多
の
松
原
」
等
と
と
も
に
、
景
色
の

描
写
が
な
さ
れ
て
い
く
。
し
か
し
そ
こ
に
映
し
出
さ
れ
た
情
景
は
、
先
学
が
指
摘
の
通
り
、
現
実
と
は
い
さ
さ
か
遠
い
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
そ

れ
を
あ
る
人
が
歌
に
読
み
込
ん
だ
が
、
そ
の
歌
に
対
し
て
実
景
の
素
晴
ら
し
さ
は
表
現
で
き
な
い
と
す
る
。

　

こ
こ
で
は
、
先
述
し
た
Ａ
の
情
景
を
超
え
る
言
葉
に
対
し
て
、
言
葉
を
も
超
え
る
情
景
と
い
っ
た
Ａ
に
対
す
る
Ｂ
の
対
称
的
立
ち
位
置
を
見
る
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こ
と
が
で
き
る
。

　

さ
て
、
そ
の
Ｂ
の
明
る
く
美
し
い
昼
の
情
景
か
ら
、
Ｃ
の
暮
れ
た
夜
の
海
上
で
の
不
安
が
、
視
覚
描
写
か
ら
聴
覚
・
体
感
描
写
へ
と
変
化
し
た

内
容
と
し
て
記
さ
れ
る
。

　

こ
れ
ま
で
と
は
う
っ
て
変
わ
り
、
主
体
は
舟
の
楫
を
担
う
楫
取
り
た
ち
に
移
行
す
る
。
そ
こ
で
は
絵
画
的
美
し
さ
は
な
く
、
不
安
と
船
酔
い
と

い
っ
た
現
実
的
な
状
況
が
展
開
す
る
の
で
あ
る
。

　

つ
ま
り
次
に
示
す
通
り
、
Ａ
の
絵
画
的
構
図
と
人
の
志
、
Ｂ
の
美
的
情
景
描
写
と
は
対
称
的
な
現
実
感
が
Ｃ
に
集
約
さ
れ
る
。
ま
た
日
が
暮
れ

て
か
ら
、
日
記
を
書
い
た
と
さ
れ
る
女
（
貫
之
）
と
の
応
対
す
る
対
象
者
が
こ
れ
ま
で
共
通
の
志
で
あ
っ
た
人
々
か
ら
、
楫
取
り
と
い
っ
た
相
違

の
心
を
持
つ
者
と
の
や
り
と
り
へ
と
、
対
称
的
に
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
と
い
え
る
。

　

Ａ
岸
と
舟
（
海
上
）
絵
画
的
構
図
と
心
情 

　
　
　
共
通
の
志

　

Ｂ
岸　
　
　
　
　
　

絵
画
的
構
図
に
お
お
け
る
情
景
描
写

　

Ｃ
舟
（
海
上
）　
　

現
実
的
状
況
描
写 

　
　
　
相
違
の
心

　
「
一
月
九
日
」
は
、
全
体
が
岸
と
舟
（
海
上
）
の
主
体
の
視
線
に
よ
る
対
称
と
、
絵
画
的
構
図
に
対
し
て
心
情
・
実
景
さ
ら
に
は
現
実
的
描
写

に
お
け
る
表
現
の
対
称
性
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

　

三
、
登
場
歌
の
役
割
と
テ
ク
ス
ト
構
成
に
お
け
る
言
語
遊
戯

　

さ
て
、
こ
こ
ま
で
「
一
月
九
日
」
の
テ
ク
ス
ト
が
、
対
称
性
の
構
図
で
編
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
捉
え
て
き
た
。
こ
こ
で
は
、
さ
ら
に
も
う
一
つ
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の
作
品
構
成
に
お
け
る
重
要
な
要
素
を
提
示
し
て
み
た
い
。
そ
れ
は
、
こ
の
条
の
記
述
に
登
場
す
る
和
歌
及
び
そ
の
役
割
で
あ
る
。
登
場
歌
は

　

Ａ
思
ひ
や
る
心
は
海
を
渡
れ
ど
も
ふ
み
し
な
け
れ
ば
知
ら
ず
や
あ
る
ら
む

　

Ｂ
見
渡
せ
ば
松
の
末
ご
と
に
住
む
鶴
は
千
代
の
ど
ち
と
ぞ
思
ふ
べ
ら
な
る

　

Ｃ

　

ａ
春
の
野
に
て
ぞ
音
を
ば
泣
く
。
わ
が
す
す
き
に
手
切
る
切
る
摘
ん
だ
る
菜
を
、

　
　

親
や
ま
ぼ
る
ら
む
、
姑
や
食
ふ
ら
む
。
帰
ら
や
。

　

ｂ
よ
む
べ
の
う
な
ゐ
も
が
な
、
銭
こ
は
む
。
そ
ら
ご
と
を
し
て
、
お
ぎ
の
り
わ
ざ
し
て
、

　
　

銭
も
持
て
来
ず
、
お
の
れ
だ
に
来
ず
。

と
な
っ
て
い
る
。

　

Ａ
に
記
載
さ
れ
た
和
歌
は
、
日
記
の
書
き
手
と
さ
れ
る
女
の
独
詠
歌
で
あ
る
。
Ｂ
に
記
さ
れ
た
の
は
、
景
色
の
素
晴
ら
し
さ
に
自
ず
と
誰
か
が

詠
ん
だ
と
す
る
歌
。
Ｃ
は
女
を
は
じ
め
と
し
た
帰
京
す
る
一
行
が
日
が
暮
れ
て
不
安
に
な
っ
て
い
る
状
況
の
中
で
、
楫
取
り
や
船
子
た
ち
が
謡
う

舟
唄
で
あ
る
。

　

さ
て
、
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、
い
ず
れ
も
の
歌
を
な
ぜ
掲
載
し
た
の
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
一
見
そ
れ
ら
が
そ
こ
に
登
場
す
る
こ
と
は
何
ら

不
自
然
で
は
な
い
よ
う
に
思
え
る
。
し
か
し
、
和
歌
の
詠
み
手
や
歌
に
続
く
評
を
改
め
て
み
る
と
、
や
は
り
い
さ
さ
か
の
疑
問
を
持
た
ざ
る
を
え

な
い
。

　

Ａ
は
こ
の
日
記
を
記
載
し
た
と
す
る
女
の
独
詠
で
あ
る
。
最
後
ま
で
見
送
り
に
き
た
「
志
深
き
人
た
ち
」
と
の
別
れ
へ
の
哀
愁
を
思
い
断
つ
た

め
に
、
ひ
と
り
ご
と
と
し
て
詠
ん
だ
と
さ
れ
る
。
し
か
し
追
っ
て
き
た
人
々
は
全
て
前
国
守
を
慕
い
追
っ
て
き
た
男
性
で
あ
る
。
こ
の
日
記
の
書
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き
手
と
し
て
登
場
し
た
女
の
身
と
し
て
詠
む
に
は
、
い
さ
さ
か
不
釣
合
い
で
あ
る
。
前
国
守
と
し
て
の
歌
は
、
前
掲
記
事
に
も
登
場
し
て
い
る
。

そ
れ
に
も
関
わ
ら
ず
女
に
詠
ま
せ
た
と
い
う
意
味
は
、
追
っ
て
き
た
人
々
に
特
化
し
た
も
の
で
は
な
い
と
受
け
止
め
ら
れ
る
。
む
し
ろ
対
象
を
明

確
に
せ
ず
第
三
者
的
に
詠
ま
せ
る
こ
と
で
、
歌
そ
の
も
の
に
あ
る
「
思
ふ
心
が
あ
る
者
同
士
で
さ
へ
距
離
が
あ
る
場
合
、
文
な
ど
を
通
し
て
か
ろ

う
じ
て
通
じ
あ
え
る
」
と
い
う
こ
と
を
強
調
す
る
意
図
と
読
む
こ
と
が
で
き
よ
う
。
後
半
の
楫
取
り
た
ち
と
の
、
近
く
に
い
な
が
ら
相
容
れ
な
い

心
の
距
離
感
が
、
こ
の
Ａ
掲
載
歌
に
よ
っ
て
誇
張
さ
れ
て
い
る
。
換
言
す
る
な
ら
ば
、
テ
ク
ス
ト
構
成
に
お
い
て
、
コ
ン
テ
ク
ス
ト
の
心
の
距
離

と
位
置
の
距
離
の
反
比
例
を
示
す
役
割
を
担
っ
て
い
る
と
い
え
る
。

　

さ
て
Ｂ
の
歌
は
、
本
文
に
「
こ
の
歌
は
、
所
を
見
る
に
、
え
ま
さ
ら
ず
。」
と
あ
る
よ
う
に
実
景
の
素
晴
ら
し
さ
の
強
調
と
い
っ
た
役
割
が
認

め
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
先
学
も
指
摘
し
て
い
る
が
、
鶴
が
実
際
の
情
景
に
い
た
の
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、
疑
う
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
も
そ
も

「
宇
多
の
松
原
」
が
未
詳
で
あ
り
、
航
路
上
に
も
そ
れ
ら
し
き
風
景
を
見
い
だ
す
こ
と
が
難
し
い
。
そ
の
よ
う
な
中
で
、
何
を
示
そ
う
と
し
た
の

か
で
あ
る
。

　

三
部
構
成
の
Ｃ
の
場
面
は
日
も
暮
れ
、
あ
た
り
が
何
も
見
え
ず
男
で
さ
え
も
不
安
を
募
ら
せ
る
。
つ
ま
り
、
Ｂ
で
の
情
景
の
素
晴
ら
し
さ
が
際

だ
て
ば
際
だ
つ
ほ
ど
、
う
っ
て
変
わ
っ
た
夜
の
闇
に
お
け
る
不
安
感
が
、
い
や
で
も
際
だ
つ
こ
と
と
な
る
。
昼
の
岸
辺
の
状
況
と
暗
闇
の
海
上
の

心
情
の
差
が
、
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
と
な
っ
て
描
か
れ
て
い
る
。
そ
の
描
写
の
一
端
を
Ｂ
掲
載
歌
は
果
た
し
て
い
る
。

　

で
は
、
Ｃ
の
舟
唄
で
あ
る
。
楫
取
り
た
ち
に
よ
る
唄
は
「
こ
れ
な
ら
ず
多
か
れ
ど
も
、
書
か
ず
。」
と
あ
る
よ
う
に
、
他
の
詞
章
も
あ
っ
た
と

考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
敢
え
て
こ
の
箇
所
を
作
品
は
選
択
し
記
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
意
識
は
、
記
載
箇
所
が
作
品
構
成
に
言
語
遊
戯

と
し
て
使
用
す
る
た
め
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

　

さ
て
、
再
度
前
掲
Ｃ
の
本
文
に
か
え
る
。

か
く
あ
る
を
見
つ
つ
こ
ぎ
行
く
ま
に
ま
に
、
山
も
海
も
皆
暮
れ
、
夜
ふ
け
て
、
西
東
も
見
え
ず
し
て
、
天
気
の
こ
と
、
楫
取
り
の
心
に
任
せ
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つ
。
を
の
こ
も
慣
ら
は
ぬ
は
、
い
と
も
心
細
し
。
ま
し
て
、
女
は
船
底
に
頭
を
つ
き
あ
て
て
、
音
を
の
み
ぞ
泣
く
。
か
く
思
へ
ば
、
船
子
・

楫
取
り
は
、
舟
唄
歌
ひ
て
、
な
に
と
も
思
へ
ら
ず
。
そ
の
歌
ふ
唄
は
、

　
　
　

ａ
春
の
野
に
て
ぞ
音
を
ば
泣
く
。
わ
が
す
す
き
に
手
切
る
切
る
摘
ん
だ
る
菜
を
、

　
　
　
　

親
や
ま
ぼ
る
ら
む
、
姑
や
食
ふ
ら
む
。
帰
ら
や
。

　
　
　

ｂ
よ
む
べ
の
う
な
ゐ
も
が
な
、
銭
こ
は
む
。
そ
ら
ご
と
を
し
て
、
お
ぎ
の
り
わ
ざ
し
て
、

　
　
　
　

銭
も
持
て
来
ず
、
お
の
れ
だ
に
来
ず
。

こ
れ
な
ら
ず
多
か
れ
ど
も
、
書
か
ず
。
こ
れ
ら
を
人
の
笑
ふ
を
聞
き
て
、
海
は
荒
る
れ
ど
も
、
心
は
し
ば
し
な
ぎ
ぬ
。
か
く
行
き
暮
ら
し
て
、

泊
に
至
り
て
、
翁
人
ひ
と
り
、
専
女
ひ
と
り
、
あ
る
が
中
に
こ
こ
ち
悪
し
み
し
て
、
物
も
も
の
し
た
ば
で
、
ひ
そ
ま
り
ぬ
。

　

波
線
部
ａ
に
着
目
す
る
と
、
本
文
Ｃ
に
付
し
た
波
線
部
と
対
応
し
て
い
る
こ
と
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
呼
応
し
た
関
係
を
表
に
ま
と
め

る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

　
　
　
　
テ
ク
ス
ト

　
　
舟
歌

 

音
の
み
ぞ
泣
く

音
を
ば
泣
く

  

翁
人
ひ
と
り
、

親
や
ま
ほ
る
ら
む

 

専
女
ひ
と
り
、

姑
や
食
ふ
ら
む
。

 

あ
る
が
中
に

帰
ら
や

 

こ
こ
ち
悪
し
み
し
て
、

 

物
も
も
の
し
た
ば
で
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こ
れ
ら
が
示
す
通
り
、
舟
歌
ａ
は
テ
ク
ス
ト
Ｃ
の
構
成
に
深
く
関
わ
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
船
底
に
頭
を
つ
け
て
「
音
を
の
み
ぞ
泣
く
」
女

達
の
様
子
と
、「
音
を
ば
泣
く
」
の
類
似
。
そ
し
て
さ
ら
に
、
記
事
の
最
後
に
登
場
す
る
、
翁
と
専
女

（
注
７
）の

船
酔
い
で
何
も
食
べ
ら
れ
な
い
状
況
は
、

舟
唄
で
の
食
べ
る
親
と
姑
と
は
対
称
的
行
動
で
描
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
こ
に
は
、
舟
唄
と
テ
ク
ス
ト
が
言
語
遊
戯
に
よ
っ
て
構

成
が
な
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
。

　

で
は
、
舟
唄
ｂ
の
箇
所
の
役
割
は
何
か
。
そ
れ
は
「
一
月
十
一
日
」
の
記
事
を
暗
示
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

　

十
日
。
今
日
は
、
こ
の
奈
半
の
泊
に
と
ま
り
ぬ
。

　

十
一
日
。
暁
に
船
を
出
だ
し
て
、
室
津
を
追
ふ
。
人
皆
ま
だ
寝
た
れ
ば
、
海
の
あ
り
や
う
も
見
え
ず
。
た
だ
月
を
見
て
ぞ
、
西
東
を
ば
知

り
け
る
。
か
か
る
間
に
、
皆
夜
明
け
て
、
手
洗
ひ
、
例
の
こ
と
ど
も
し
て
、
昼
に
な
り
ぬ
。

今
し
、
羽
根
と
い
ふ
所
に
来
ぬ
。
若
き
童
、
こ
の
所
の
名
を
聞
き
て
、「
羽
根
と
い
ふ
所
は
、
鳥
の
羽
根
の
や
う
に
や
あ
る
」
と
言
ふ
。
ま

だ
幼
き
童
の
言
な
れ
ば
、
人
々
笑
ふ
時
に
、
あ
り
け
る
女
童
な
む
、
こ
の
歌
を
よ
め
る
、

　

ま
こ
と
に
て
名
に
聞
く
所
羽
根
な
ら
ば
飛
ぶ
が
こ
と
く
に
都
へ
も
が
な

と
ぞ
言
へ
る
。
男
も
女
も
、
い
か
で
、
と
く
京
へ
も
が
な
と
思
ふ
心
あ
れ
ば
、
こ
の
歌
よ
し
と
に
は
あ
ら
ね
ど
、
げ
に
と
思
ひ
て
、
人
々
忘

れ
ず
。
こ
の
羽
根
と
い
ふ
と
こ
ろ
問
ふ
童
の
つ
い
で
に
ぞ
、
ま
た
昔
へ
人
を
思
ひ
い
で
て
、
い
づ
れ
の
時
に
か
忘
る
る
。
今
日
は
ま
し
て
母

の
悲
し
が
ら
る
る
こ
と
は
、
下
り
し
時
の
人
の
数
足
ら
ね
ば
、
古
歌
に
、「
数
は
足
ら
で
ぞ
帰
る
べ
ら
な
る
」
と
い
ふ
こ
と
を
思
ひ
い
で
て
、

人
の
よ
め
る
、

　

世
の
中
に
思
ひ
や
れ
ど
も
子
を
恋
ふ
る
思
ひ
に
ま
さ
る
思
ひ
な
き
か
な

と
言
ひ
つ
つ
な
む
。
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四

　

十
一
日
の
テ
ク
ス
ト
に
よ
れ
ば
、
十
日
は
そ
の
ま
ま
奈
半
へ
泊
ま
り
、
翌
十
一
日
の
暁
に
室
津
に
向
け
て
出
航
し
て
い
る
。
そ
の
十
一
日
の
記

事
に
は
、
途
中
の
「
羽
根
」
と
い
う
場
所
に
お
い
て
、「
ハ
ネ
」
と
い
う
語
感
か
ら
着
想
を
得
た
女
童
が
歌
を
詠
む
の
で
あ
る
が
、
そ
の
歌
が
記

さ
れ
て
い
る
。
ま
た
さ
ら
に
、
帰
京
に
際
し
て
、
土
佐
国
で
亡
く
な
り
、
帰
ら
ぬ
者
と
な
っ
た
子
へ
の
情
愛
と
悲
哀
が
描
か
れ
て
い
る
。

　

さ
て
、
そ
の
こ
と
を
踏
ま
え
て
舟
歌
ｂ
に
着
目
す
る
と
、
二
つ
の
似
通
う
意
味
合
い
を
持
つ
語
を
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は
「
う
な

ゐ
」
と
「
帰
ら
ず
」
で
あ
る
。「
う
な
ゐ
」
は
女
の
子
を
示
す
語
で
あ
り
、
さ
ら
に
そ
の
「
う
な
ゐ
」
が
「
お
の
れ
だ
に
来
ず
」
と
戻
っ
て
こ
な

い
こ
と
を
舟
歌
は
歌
う
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
ま
さ
に
、
十
一
日
に
記
さ
れ
る
「
戻
ら
な
い
子
」
を
想
起
さ
せ
る
唄
で
あ
る
と
も
言
え
な
く
は
な
い

だ
ろ
う
。

　

と
も
あ
れ
「
一
月
九
日
」
に
登
場
す
る
和
歌
と
舟
唄
に
は
、
テ
ク
ス
ト
構
想
に
お
い
て
、
そ
の
内
容
の
強
調
効
果
や
、
言
語
遊
戯
に
お
け
る
プ

ロ
ッ
ト
作
成
、
さ
ら
に
は
そ
の
先
の
記
事
へ
の
暗
示
と
い
っ
た
役
割
が
あ
る
と
い
え
よ
う
。

四
、
記
事
の
裏
面

　

前
述
し
て
き
た
「
一
月
九
日
」
に
お
け
る
主
体
の
視
点
に
よ
る
対
称
性
と
、
掲
載
歌
の
役
割
を
鑑
み
た
と
き
、『
土
佐
日
記
』
が
、
や
は
り
た

だ
の
日
次
の
記
事
で
は
な
い
こ
と
を
痛
感
さ
せ
る
。
言
う
な
ら
ば
。
選
び
抜
か
れ
た
言
葉
の
集
約
を
持
っ
て
テ
ク
ス
ト
の
構
成
を
し
て
い
た
と
、

読
み
手
に
改
め
て
気
づ
か
せ
る
。

　

し
か
し
そ
れ
な
ら
ば
、
九
日
の
テ
ク
ス
ト
は
、
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
内
容
を
プ
ロ
ッ
ト
と
し
て
組
み
込
ん
だ
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

こ
こ
で
は
、
紀
貫
之
の
帰
京
時
に
お
け
る
都
の
政
治
的
状
況
と
、
紀
貫
之
を
取
り
巻
く
環
境
か
ら
、
テ
ク
ス
ト
の
裏
面
と
し
て
、
一
つ
の
読
み

を
試
見
と
し
て
提
示
し
て
み
た
い
。

　

ま
ず
、
九
日
の
本
文
に
お
い
て
、
着
目
し
て
お
き
た
い
二
つ
の
語
が
あ
る
。
一
つ
は
「
志
・
心
」
二
つ
目
は
「
宇
多
の
松
原
」
で
あ
る
。
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「
志
・
心
」
は
写
本
に
も
漢
字
表
記
さ
れ
て
お
り
、
お
そ
ら
く
は
意
識
し
て
使
用
さ
れ
た
と
見
る
こ
と
が
穏
当
で
あ
ろ
う
。
で
は
、
追
い
か
け

て
来
た
三
人
の
未
詳
の
人
物
に
対
し
て
の
評
価
と
し
て
「
海
よ
り
も
深
い
」
と
使
用
し
、
さ
ら
に
「
思
い
合
う
心
」
と
し
て
表
現
が
な
さ
れ
て
い

る
。
一
方
で
楫
取
り
に
対
し
て
も
「
心
」
は
使
わ
れ
る
が
、
そ
こ
で
は
、
不
安
と
相
容
れ
な
い
心
と
し
て
描
か
れ
る
。
何
故
離
れ
る
人
々
に
対
し

て
、
こ
こ
ま
で
「
志
」
を
強
調
し
、
前
掲
の
通
り
に
、
書
き
手
ら
し
き
女
に
、
諦
観
に
も
似
た
、
通
い
合
う
心
と
距
離
を
表
す
歌
を
詠
ま
せ
た
の

だ
ろ
う
か
。

　

ま
た
そ
れ
に
対
し
て
、
楫
取
り
の
心
の
ま
ま
の
状
況
に
は
、
周
囲
の
見
え
な
い
進
む
道
へ
の
不
安
を
発
動
さ
せ
る
象
徴
の
一
つ
と
し
て
扱
っ
た

の
で
あ
ろ
う
か
。

　

そ
し
て
、
そ
の
見
え
な
い
不
安
を
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
と
し
て
照
射
す
る
か
の
よ
う
な
素
晴
ら
し
い
光
景
の
「
宇
多
の
松
原
」
は
何
を
指
し
示
す
の

で
あ
ろ
う
か
。

　

既
知
の
通
り
、
紀
貫
之
が
土
佐
守
の
任
を
解
か
れ
、
帰
京
を
目
指
し
た
の
は
、
承
平
四
年
（
九
三
四
）
十
二
月
二
十
一
日
で
あ
る
。
土
佐
守
に

任
じ
ら
れ
た
の
が
延
長
八
年
（
九
三
〇
）
で
、
都
に
着
い
た
の
は
承
平
五
年
（
九
三
五
）
で
あ
り
、
国
守
と
し
て
も
長
い
約
六
年
の
間
、
都
と
離

れ
た
遠
国
の
地
に
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
六
年
間
の
間
に
、
醍
醐
天
皇
が
延
長
八
年
（
九
三
〇
）
九
月
二
十
九
日
に
、
宇
多
法
皇
が
翌

年
の
承
平
元
年
（
九
三
一
）
七
月
十
九
日
に
崩
御
さ
れ
た
。
ま
た
そ
の
二
年
後
の
承
平
三
年
（
九
三
三
）
二
月
十
八
日
に
藤
原
兼
輔
が
薨
去
し
て

い
る
。
つ
ま
り
、
紀
貫
之
の
才
を
認
め
て
い
た
三
人
が
、
紀
貫
之
が
都
を
離
れ
て
い
る
中
で
世
を
去
っ
て
い
る
。

　

先
学
も
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
紀
貫
之
の
理
解
者
達
の
死
は
、
紀
貫
之
に
と
っ
て
大
き
な
衝
撃
で
あ
っ
た
と
推
す
る
の
に
難
く
な
い
。
し

か
し
そ
れ
だ
け
に
終
わ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

こ
の
訃
報
は
遠
国
土
佐
で
知
る
の
で
あ
る
。
国
風
文
化
の
礎
を
築
き
、
さ
ら
に
そ
れ
を
確
立
し
た
天
皇
・
法
皇
が
お
隠
れ
に
な
っ
た
の
に
も
関

わ
ら
ず
、
遠
い
地
に
い
る
貫
之
は
、
近
く
で
悲
し
む
こ
と
も
で
き
ず
、
ま
た
、
変
化
し
て
行
く
で
あ
ろ
う
政
治
構
造
や
時
代
の
変
化
も
、
己
の
ま

な
ざ
し
で
確
認
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
焦
燥
感
と
不
安
感
、
見
え
な
い
こ
と
へ
の
恐
れ
は
、
人
一
倍
感
じ
て
い
た
の
で
は
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な
か
ろ
う
か
。
ま
し
て
、
交
友
の
あ
っ
た
藤
原
兼
輔
で
ま
で
も
貫
之
の
帰
京
前
に
亡
く
な
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
状
況
下
に
対
し
て
六
年
ぶ
り
に
踏
む
都
の
地
へ
の
思
い
は
、
果
た
し
て
喜
び
だ
け
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
む
し
ろ
帰
京
の
嬉
し

さ
の
中
に
も
大
き
な
る
将
来
へ
の
不
安
感
が
増
幅
し
て
い
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　

さ
て
、
こ
こ
ま
で
述
べ
た
コ
ン
テ
ク
ス
ト
を
踏
ま
え
た
時
、
土
佐
か
ら
都
へ
の
航
路
で
あ
る
が
、
そ
の
裏
面
に
伏
線
と
し
て
土
佐
守
に
任
ぜ
ら

れ
旅
立
っ
て
か
ら
の
思
い
を
見
い
だ
し
て
し
ま
う
の
は
行
き
過
ぎ
で
あ
ろ
う
か
。

　
「
宇
多
の
松
原
」
は
「
う
た
の
ま
つ
ば
ら
」
と
も
読
め
る
。
宇
多
天
皇
に
始
ま
っ
た
和
歌
復
興
の
あ
り
よ
う
と
、
そ
れ
を
継
承
し
紀
貫
之
自
身

も
編
纂
に
関
わ
り
、
作
成
さ
れ
た
『
古
今
和
歌
集
』
の
時
代
の
華
や
か
さ
を
、
暗
に
仄
め
か
し
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

し
か
し
、
そ
の
時
代
も
変
わ
り
状
況
も
何
も
見
え
な
い
不
安
感
。

　

そ
の
よ
う
な
中
で
、『
土
左
日
記
』
で
描
か
れ
る
土
佐
国
に
来
た
と
き
に
は
生
き
て
い
た
我
が
子
。
そ
の
子
の
存
在
に
対
す
る
虚
実
の
有
無
は

こ
こ
で
は
問
わ
な
い
が
、
作
品
同
様
に
、
土
佐
へ
赴
任
す
る
際
は
生
き
て
い
た
人
々
が
、
都
へ
戻
っ
て
も
居
な
い
と
い
う
現
実
と
、
重
な
り
合
う
。

　
「
志
」
を
持
ち
な
が
ら
も
文
が
な
け
れ
ば
便
り
が
な
け
れ
ば
伝
わ
ら
な
い
。

　

そ
の
「
志
」
は
紀
貫
之
自
身
の
「
志
」
つ
ま
り
は
「
宇
多
」「
う
た
」
へ
の
強
い
意
志
で
も
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
れ
が
帰
京
後
の

『
新
撰
和
歌
集
』
や
『
土
佐
日
記
』
の
原
動
力
に
も
な
っ
て
い
た
と
思
え
て
な
ら
な
い
。

　
「
一
月
九
日
」
は
、
い
よ
い
よ
本
格
的
に
帰
京
へ
の
意
識
が
高
ま
る
奈
半
の
泊
に
お
い
て
、
都
へ
の
帰
路
に
つ
く
嬉
し
さ
を
、
歌
物
語
的
手
法

及
び
言
語
遊
戯
に
よ
っ
て
日
次
と
し
て
記
さ
れ
な
が
ら
も
、
そ
の
テ
ク
ス
ト
の
裏
面
に
は
、
大
き
な
不
安
、
そ
し
て
改
め
て
の
「
志
」
へ
の
覚
悟

を
、
忍
ば
せ
た
と
読
む
こ
と
が
で
き
る
。
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お
わ
り
に

　
「
一
月
九
日
」
の
記
事
に
は
、
テ
ク
ス
ト
を
対
称
性
に
組
ま
せ
、
絵
画
的
美
と
現
実
感
を
、
岸
と
船
（
海
上
）
を
場
面
設
定
に
お
き
、
そ
の
状

況
を
巧
み
に
機
能
さ
せ
て
い
た
。
ま
た
和
歌
や
舟
唄
を
、
た
だ
の
心
情
表
現
や
珍
し
い
も
の
の
紹
介
と
は
せ
ず
に
、
そ
れ
ぞ
れ
に
役
割
を
担
わ
せ

言
語
遊
戯
を
踏
ま
え
た
記
事
の
構
成
を
編
み
出
し
て
い
た
。
そ
し
て
、
そ
の
考
え
抜
か
れ
た
構
想
か
ら
は
、
裏
面
に
帰
京
に
伴
う
コ
ン
テ
ク
ス
ト

の
存
在
と
作
者
の
「
志
」
の
表
象
の
狙
い
と
い
っ
た
貫
之
コ
ー
ド

（
注
８
）が

ス
ト
ラ
テ
ジ
ー
と
し
て
あ
っ
た
、
と
い
う
私
見
も
述
べ
て
本
稿
を
閉
じ
る
。

注
記

（
注
１
）　

講
義
の
底
本
と
し
た
青
𧮾
書
屋
本
（
新
典
社
影
印
叢
書
『
土
左
日
記
』）
に
は
、『
土
左
日
記
』
と
あ
る
た
め
、
本
稿
で
は
そ
の
ま
ま
表
記
を
踏
襲
し
た
。

（
注
２
）　

二
松
学
舎
大
学
論
集
58

（
注
３
）　

日
本
語
学
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
、
作
品
の
虚
構
論
、
紀
行
文
学
と
し
て
の
帰
京
ま
で
の
旅
程
考
察
、『
古
今
和
歌
集
』『
古
今
和
歌
六
帖
』『
貫
之
集
』
な
ど
の
と
掲
載
和
歌
と
の
対
照
、

『
伊
勢
物
語
』
関
連
記
事
に
み
る
作
者
説
な
ど
が
行
わ
れ
て
い
る
。

　
　
　
　

ま
た
、
作
品
の
本
質
に
つ
い
て
は
、「
女
性
に
仮
託
し
た
仮
名
文
日
記
」
と
し
た
理
由
解
明
を
起
点
に
、
萩
谷
朴
の
『
土
佐
日
記
全
注
釈
』
を
は
じ
め
、
作
品
の
読
者
想
定
か
ら
、
貴

族
子
女
へ
の
テ
キ
ス
ト
的
役
割
・
亡
き
愛
児
へ
の
思
い
を
漢
文
と
い
う
制
約
を
は
ず
し
た
仮
名
に
よ
る
自
由
表
現
の
試
み
・
コ
ン
テ
ク
ス
ト
か
ら
見
た
作
者
と
そ
の
援
助
者
た
ち
と
の
死

別
影
響
論
と
い
っ
た
も
の
が
示
さ
れ
て
き
た
。

（
注
４
）　

東
原
伸
明
『
土
左
日
記
虚
構
論
︱
初
期
散
文
学
の
生
成
と
国
風
文
化
』（
武
蔵
野
書
院
・
二
〇
一
五
、
六
、
七
）

（
注
５
）　

な
お
、
既
知
の
と
お
り
『
土
左
日
記
』
は
、
平
安
期
成
立
の
文
学
作
品
と
し
て
は
貴
重
な
、
作
者
紀
貫
之
自
筆
本
に
準
じ
る
と
す
る
テ
ク
ス
ト
の
青
𧮾
書
屋
本
が
存
ず
る
。
そ
の
た
め

本
講
義
で
も
、
こ
の
青
𧮾
書
屋
本
を
底
本
と
し
て
き
た
。
引
用
テ
ク
ス
ト
は
、
底
本
と
し
た
青
𧮾
書
屋
本
を
翻
刻
校
訂
し
た
も
の
と
す
る
。

（
注
６
）　

萩
谷
朴
『
土
左
日
記
全
注
釈
』（
角
川
書
店
・
一
九
九
〇
、
九
、
二
）

（
注
７
）　

こ
こ
で
の
「
翁
」「
専
女
」
は
老
人
・
老
女
と
し
て
解
す
る
こ
と
が
多
い
。
ま
た
、
そ
の
船
の
中
で
こ
の
二
人
を
示
す
の
は
前
国
守
及
び
そ
の
妻
と
の
解
釈
も
あ
る
。
た
だ
し
明
ら
か

で
は
な
い
。
あ
く
ま
で
も
、「
翁
と
専
女
」
で
一
対
と
し
て
こ
こ
で
は
使
用
さ
れ
て
い
る
と
見
る
こ
と
は
で
き
る
。

（
注
８
）　

受
講
者
で
あ
る
大
村
美
紗
・
矢
崎
麻
由
・
高
木
究
と
と
も
に
、
講
義
内
に
お
け
る
『
土
左
日
記
』
各
記
日
の
発
表
等
を
通
し
て
、
作
品
の
構
成
に
は
、
読
む
べ
き
人
が
読
め
ば
、
理
解

し
う
る
と
い
っ
た
、
紀
貫
之
コ
ー
ド
が
は
り
め
ぐ
ら
さ
れ
、「
紀
氏
の
回
生
」
を
暗
示
さ
せ
る
側
面
を
持
っ
て
い
た
と
い
う
試
見
を
見
い
出
し
た
。。




