
一

現
行
の
古
典
の
注
釈
書
類
を
見
て
み
る
と
、
妖
怪
が
こ
の
世
に
現
れ
る
の
は
夕
方
の
薄
暮
の
時

間
帯
と
し
、
こ
の
世
か
ら
去
っ
て
行
く
時
間
は
朝
方
の
薄
暮
の
頃
と
指
摘
す
る
も
の
が
多
い
。
こ

の
結
論
に
注
釈
書
類
が
至
り
つ
い
た
の
は
、
益
田
勝
美
の
「
黎
明（
１
）」
論
に
よ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

結
論
か
ら
述
べ
る
な
ら
ば
、
益
田
の
意
見
は
間
違
い
で
あ
る
。
い
や
、
よ
り
正
確
に
言
お
う
。

日
本
の
妖
怪
は
確
か
に
夕
方
薄
暮
の
時
間
に
現
れ
、
朝
方
薄
暮
の
時
間
に
退
場
す
る
も
の
も
あ
る

が
、
そ
う
で
は
な
く
、
当
時
の
時
代
の
夜
中
と
意
識
さ
れ
て
い
た
時
間
帯
が
妖
怪
の
活
動
時
間
で

あ
っ
た
と
い
う
の
が
、
本
稿
で
述
べ
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

ど
う
し
て
、
そ
ん
な
間
違
い
が
古
典
文
学
の
解
釈
の
世
界
に
起
き
た
の
で
あ
ろ
う
か
。「
黎

明
」
論
で
は
、
例
え
ば
暁
は
黎
明
の
頃
と
し
て
い
る
が
、
私
に
は
暁
は
午
前
三
時
以
降
と
考
え
て

い
る
。
暁
の
開
始
時
間
は
、
冬
は
も
ち
ろ
ん
、
夏
で
あ
ろ
う
と
も
真
っ
暗
で
あ
る
こ
と
は
確
認
さ

れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
益
田
は
「
黎
明
」
論
で
暁
と
い
う
時
間
帯
を
薄
暮
と
捉
え
た
。
そ
の
点

が
益
田
の
論
の
問
題
点
の
第
一
な
の
で
あ
る
。

少
し
説
明
を
加
え
よ
う
。
こ
の
問
題
は
暁
の
語
史
と
い
う
視
点
を
持
た
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

現
今
暁
は
太
陽
の
出
る
頃
と
理
解
さ
れ
て
い
る
。
暁
を
午
前
三
時
か
ら
午
前
五
時
の
間
と
奈
良
・

平
安
時
代
人
が
理
解
し
て
い
た
は
私
見
で
あ
る
。
と
す
る
と
そ
の
変
化
の
あ
と
を
跡
づ
け
ね
ば
な

ら
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
論
者
に
は
そ
の
力
は
な
い
。

た
だ
、
暁
の
開
始
時
刻
の
変
化
も
そ
れ
に
起
因
す
る
時
刻
法
の
変
化
に
つ
い
て
、
一
言
駄
言
を

加
え
て
お
く
。
中
世
ま
で
と
江
戸
時
代
か
ら
と
で
時
法
に
変
化
が
あ
っ
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
た

歴
史
事
実
だ
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
定
時
法
か
ら
不
定
時
法
へ
の
変
化
だ
が
、
こ
こ
で
、
一
時
間

の
時
間
の
変
化
が
起
き
て
い
る
こ
と
は
い
ま
ま
で
あ
ま
り
指
摘
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
こ
の
点
を

ま
と
め
て
お
く
な
ら
、
例
え
ば
、
午
の
刻
は
中
世
ま
で
は
、
午
前
十
一
時
か
ら
午
後
一
時
で
あ
り
、

江
戸
時
代
に
は
正
午
か
ら
午
後
二
時
ま
で
の
時
間
を
示
す
こ
と
に
な
る
。
午
の
刻
以
外
の
時
間
は

午
の
刻
に
準
じ
て
考
え
れ
ば
よ
い
の
で
あ
る
。

な
ぜ
、
こ
こ
に
駄
弁
を
加
え
た
か
と
い
う
と
、
主
に
高
校
生
の
使
用
す
る
国
語
便
覧
や
古
語
辞

典
な
ど
で
、「
午
の
刻
午
前
十
一
時
か
ら
午
後
一
時
（
一
説
に
、
正
午
か
ら
午
後
二
時
）」
な
ど
の

記
述
が
見
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
記
述
は
正
し
い
。
た
だ
、「
一
説
に
」
の
部
分
は
江
戸
時

代
に
な
る
と
と
記
述
を
訂
正
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
こ
ま
で
、
朝
の
開
始
時
刻
は

午
前
三
時
だ
っ
た
が
、
不
定
時
法
の
採
用
以
降
、
午
前
四
時
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る）

（
（

。

こ
こ
で
述
べ
て
い
る
こ
と
は
、
定
時
法
と
不
定
時
法
の
時
刻
の
取
り
方
に
一
時
間
の
時
刻
差
が

生
じ
る
の
で
あ
っ
て
、
定
時
法
と
不
定
時
法
が
冬
や
夏
に
昼
の
時
刻
と
夜
の
時
刻
の
一
時
間
と
い

う
時
刻
の
取
り
方
に
、
例
え
ば
、
夏
な
ら
昼
が
長
く
夜
は
短
い
、
冬
は
そ
の
逆
と
い
っ
た
こ
と
を
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い
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
。

論
を
飛
躍
さ
せ
よ
う
。「
お
江
戸
日
本
橋
七
つ
立
ち
」
と
歌
い
出
す
「
お
江
戸
日
本
橋
」
と
い

う
歌
が
あ
る
。
こ
の
「
七
つ
立
ち
」
は
午
前
四
時
（
こ
ろ
）
の
出
発
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
中
世

以
前
に
七
つ
立
ち
と
言
え
ば
、
午
前
三
時
の
出
発
に
な
る
の
で
あ
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
、「
午
前
四

時
（
こ
ろ
）」
の
「
こ
ろ
」
は
不
定
時
法
に
よ
る
時
刻
の
差
異
を
意
味
し
て
使
用
し
て
お
り
、
中

世
以
前
の
時
刻
法
は
現
在
と
同
じ
定
時
法
で
あ
る
か
ら
、
原
則
、「
～
こ
ろ
」
と
付
け
な
く
て
よ

い
こ
と
は
問
題
な
い
。

二

前
節
の
一
時
間
の
時
間
の
繰
り
下
が
り
に
つ
い
て
述
べ
た
の
は
、
各
時
代
の
文
学
作
品
や
歴
史

文
献
を
読
む
時
に
は
そ
の
時
代
の
時
間
意
識
を
知
っ
て
い
な
い
と
い
け
な
い
と
言
う
こ
と
だ
っ
た
。

話
を
平
安
時
代
に
戻
そ
う
。
そ
し
て
、
本
稿
で
は
、
だ
い
た
い
鎌
倉
時
代
ま
で
の
作
品
を
検
討

す
る
。
平
安
・
鎌
倉
時
代
の
文
学
作
品
を
読
む
と
き
の
ヨ
ナ
カ
の
意
識
・
理
解
に
つ
い
て
述
べ
て

お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

当
時
、
時
間
の
区
分
け
に
つ
い
て
は
寺
院
の
撞
く
六
時
の
鐘
が
大
き
な
意
味
を
持
っ
て
い
た
と

い
う
の
が
、
私
の
推
定
で
あ
る
。
子
・
丑
・
寅
な
ど
の
十
二
支
に
よ
る
時
刻
表
現
は
そ
れ
ぞ
れ

二
時
間
の
時
間
帯
を
意
味
し
て
い
た
。
そ
れ
に
対
し
て
六
時
の
鐘
は
、
戌
の
刻
（
初
夜
）、
子
の

刻
（
中
夜
）、
寅
の
刻
（
後
夜
）、
辰
の
刻
（
晨
朝
）、
午
の
刻
（
日
中
）、
申
の
刻
（
日
入
）
に
鳴

ら
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
六
時
の
鐘
で
あ
る
か
ら
、
一
日
二
十
四
時
間
を
六
で
割
る
と
、

そ
の
間
は
四
時
間
ご
と
に
な
る
。
そ
の
四
時
間
ご
と
に
名
前
が
付
け
ら
れ
て
い
た
と
い
う
考
え
で

あ
る
。

こ
こ
で
扱
う
ヨ
ナ
カ
と
い
う
時
間
も
、
す
で
に
、
大
野
晋
に
よ
っ
て
、
ユ
フ
ベ
→
ヨ
ヒ
→
ヨ
ナ

カ
→
ア
カ
ツ
キ
と
い
う
連
続
す
る
時
系
列
が
示
さ
れ
て
い
る
。
私
に
二
つ
の
点
を
こ
の
時
系
列
に

付
け
加
え
た
い
。

① 

そ
れ
ぞ
れ
に
時
間
が
対
応
し
て
い
る
こ
と
。
ユ
フ
ベ
の
終
了
時
点
は
午
後
七
時
。
従
っ
て
、

ヨ
ヒ
の
開
始
時
点
は
午
後
七
時
、
終
了
時
点
は
午
後
十
一
時
。
従
っ
て
、
ヨ
ナ
カ
の
開
始
時

点
は
午
後
十
一
時
。
ヨ
ナ
カ
の
終
了
時
点
は
午
前
三
時
。
従
っ
て
、
ア
カ
ツ
キ
の
開
始
時
点

は
午
前
三
時
と
な
る
の
で
あ
っ
た
。

　

ヨ
ナ
カ
と
い
う
時
間
帯
は
午
後
十
一
時
か
ら
午
前
三
時
ま
で
の
間
と
な
る
。

② 

ヨ
ナ
カ
と
同
じ
表
現
に
ヨ
ハ
・
ヤ
ハ
ン
が
存
在
す
る
こ
と
。
つ
ま
り
、
午
後
十
一
時
か
ら
午

前
三
時
ま
で
の
時
間
帯
は
ヨ
ナ
カ
と
も
ヤ
ハ
ン
と
も
ヨ
ハ
と
も
呼
ぶ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
ヨ
ハ
は
和
歌
の
世
界
で
雅
語
と
し
て
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
。
ヨ
ナ
カ
は
俗

語
の
世
界
で
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
と
い
う
よ
う
に
、
各
語
は
そ
れ
ぞ
れ
の
性
質
は
持
っ

て
は
い
る
。
本
稿
で
は
、
ヨ
ナ
カ
・
ヨ
ハ
は
、
も
ち
ろ
ん
、「
夜
半
」
な
ど
と
表
記
さ
れ
そ

れ
を
ど
う
読
ん
で
い
い
か
わ
か
ら
な
い
と
き
も
、
ヨ
ナ
カ
の
用
例
と
し
て
扱
え
る
と
い
う
利

便
性
が
、
右
の
事
象
に
は
生
じ
る
の
で
あ
る
。

あ
え
て
も
う
一
つ
、
本
稿
の
立
場
を
加
え
て
お
く
な
ら
、
従
来
、
時
間
表
現
に
ほ
こ
ろ
び
が
多

い
と
さ
れ
た
平
安
・
鎌
倉
時
代
の
作
品
は
、
現
在
の
読
者
の
方
の
間
違
っ
た
理
解
に
機
縁
し
て
い

る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
動
詞
の
ア
ク
は
夜
が
明
け
る
意
味
で
は
な
く
、
午
前
三
時
に
な
る
、
日

付
が
変
わ
る
意
味
で
あ
っ
た
こ
と
は
繰
り
返
し
述
べ
た
。

そ
れ
に
、
時
間
表
現
は
、
子
の
刻
以
下
の
十
二
支
に
よ
る
時
間
表
現
だ
け
で
な
く
、
い
ろ
い
ろ

な
も
の
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
っ
て
き
た
。
本
稿
の
ヨ
ナ
カ
な
ど
も
も
ち
ろ
ん
時
間
表
現
た
が
、

ほ
か
に
、「
夜
が
更
け
て
」
な
ど
も
、
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
、
ヨ
ナ
カ
に
な
る
と
い
う
意
味
だ
っ

た
。
フ
ケ
ユ
ク
（
更
け
行
く
）
も
ヨ
ナ
カ
の
時
間
を
意
味
し
、
ア
ケ
ユ
ク
（
明
け
行
く
）
は
ア
カ

ツ
キ
の
時
間
を
意
味
し
て
い
た
。「
夜
が
更
け
て
」
の
動
詞
を
含
む
句
や
フ
ケ
ユ
ク
、
ア
ケ
ユ
ク

な
ど
の
複
合
動
詞
も
時
間
を
表
現
し
て
い
た
の
だ
っ
た
。

三

本
稿
で
、
主
に
そ
の
主
張
を
反
論
す
る
こ
と
に
な
る
益
田
勝
実
の
「
黎
明
」
論
で
は
暁
を
薄
暮

と
捉
え
て
立
論
し
て
い
た
が
、
暁
は
原
則
暗
い
時
間
帯
で
あ
り
、
薄
暮
の
時
間
帯
に
異
界
と
こ
の

世
界
と
の
登
場
人
物
の
交
替
が
あ
る
と
い
う
論
は
成
立
し
な
い
と
考
え
る（
３
）。

こ
こ
で
は
、
二
つ
の
有
名
な
用
例
か
ら
、
ヨ
ナ
カ
の
開
始
時
刻
が
妖
怪
の
活
動
時
間
の
開
始
時

間
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
る
。

た
だ
そ
の
前
に
述
べ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
本
稿
で
妖
怪
と
い
う
と
き
は
、
こ

の
世
な
ら
ざ
る
も
の
を
全
て
含
む
こ
と
を
断
っ
て
お
く
。
人
が
死
し
て
現
世
に
再
び
現
れ
る
幽
霊

と
呼
ぶ
の
が
普
通
な
も
の
。
異
形
な
姿
の
鬼
と
通
称
さ
れ
る
も
の
。
人
に
取
り
付
い
て
現
れ
る
憑

霊
な
ど
。
そ
ん
な
こ
の
世
な
ら
ざ
る
も
の
は
、
そ
の
全
て
を
含
む
。

一
つ
目
は
、『
竹
取
物
語
』
の
月
よ
り
の
使
者
の
登
場
場
面
で
あ
る
。
か
ぐ
や
姫
は
翁
に
離
別

の
心
中
を
述
べ
、
翁
が
返
事
を
し
た
あ
と
、

か
か
る
ほ
ど
に
、
宵よ

ひ

う
ち
す
ぎ
て
、
子ね

の
刻
ば
か
り
に
、
家
の
あ
た
り
、
昼ひ
る

の
明あ
か

さ
に
も
過
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ぎ
て
、
光ひ
か

り
た
り
。

と
、
月
よ
り
の
使
者
の
到
来
が
描
か
れ
る
。「
宵
う
ち
す
ぎ
て
」
は
午
後
十
一
時
も
過
ぎ
て
の
意

味
で
あ
る
。「
子
の
刻
ば
か
り
に
」
の
「
ば
か
り
」
に
つ
い
て
は
少
し
説
明
を
加
え
る
。
こ
の
場

合
で
言
え
ば
、「
子
の
刻
に
」
と
「
子
の
刻
ば
か
り
に
」
の
対
比
で
あ
る
。「
子
の
刻
に
」
の
場
合

は
十
一
時
過
ぎ
に
の
意
味
に
な
り
、
子
の
刻
が
始
ま
っ
て
直
ぐ
に
の
意
味
に
な
る
。「
子
の
刻
ば

か
り
に
」
と
な
る
と
、
開
始
時
刻
と
は
限
定
さ
れ
ず
、
子
の
刻
と
呼
ば
れ
る
時
間
帯
に
の
意
味
に

な
る
。
そ
の
問
題
に
関
わ
ら
ず
、
月
よ
り
の
使
者
は
夜
中
と
呼
ば
れ
る
時
間
に
出
現
し
て
い
る
。

次
は
、『
源
氏
物
語
』
夕
顔
の
巻
の
物
の
怪
出
現
の
時
間
で
あ
る
。
こ
こ
は
、「
宵よ
ひ

過
ぐ
る
ほ
ど
、

す
こ
し
寝
入
り
た
ま
へ
る
に
」
と
『
竹
取
物
語
』
よ
り
短
く
表
現
さ
れ
る
。
こ
の
物
の
怪
の
出
現

も
宵
（
午
後
七
時
か
ら
午
後
十
一
時
）
を
過
ぎ
た
時
間
と
わ
か
る
。

右
二
例
か
ら
、
妖
怪
の
出
現
す
る
時
間
の
開
始
時
刻
は
午
後
十
一
時
以
降
夜
中
の
時
間
と
考
え

て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ほ
ど
有
名
な
用
例
が
あ
る
の
に
、
そ
の
こ
と
が
気
づ
か
れ
な
か
っ
た
の

は
、
宵
と
い
う
語
は
漠
然
と
夜
の
始
ま
り
頃
と
考
え
ら
れ
て
い
た
た
め
で
あ
る
。
宵
を
午
後
七
時

か
ら
午
後
十
一
時
の
時
間
と
考
え
る
と
、
こ
こ
で
述
べ
る
事
態
は
誰
の
目
に
も
見
え
る
も
の
な
の

で
あ
る
。

こ
う
し
た
類
例
は
多
数
あ
る
。
例
え
ば
、『
古
本
説
話
集
』
二
七
「
河
原
院
事
」
で
は
、
融
の

左
大
臣
が
か
つ
て
住
ん
で
い
た
河
原
の
院
に
幽
霊
と
な
っ
て
出
現
す
る
話
で
あ
る
。
そ
の
幽
霊
の

出
現
時
刻
は
「
夜
中
ば
か
り
」
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
こ
の
同
話
が
『
今
昔
物
語
集
』
二
十
七
ー
二
、

『
宇
治
拾
遺
物
語
』
下
一
五
一
に
も
あ
る
。『
今
昔
物
語
』
は
「
夜や

半は
ん

許ば
か
りニ

」
で
あ
り
、『
宇
治
拾

遺
物
語
』
も
「
夜
中
ば
か
り
」
で
あ
る
。
幽
霊
の
出
る
の
が
ヨ
ナ
カ
で
あ
る
こ
と
は
わ
か
る
。
類

例
は
『
今
昔
物
語
集
』
の
中
に
多
い
。
た
だ
、
ヨ
ナ
カ
を
過
ぎ
る
と
活
動
時
間
が
終
わ
る
用
例
は

意
外
と
少
な
い
の
で
、
以
下
そ
の
点
も
検
討
に
加
え
る
。

四　

用
例
の
検
討

先
に
、『
竹
取
物
語
』
と
『
源
氏
物
語
』
や
『
古
本
説
話
集
』
な
ど
の
用
例
を
上
げ
た
。
本
節

で
は
、『
大
和
物
語
』、『
大
鏡
』
そ
れ
か
ら
や
や
時
代
は
下
が
る
が
、『
今
昔
物
語
集
』
を
検
討
す

る
。
さ
ら
に
、
鎌
倉
時
代
に
入
っ
て
、『
発
心
集
』、『
宇
治
拾
遺
物
語
』、『
海
道
記
』
ま
で
の
用

例
を
検
討
す
る
。

四
ー
一
『
大
和
物
語
』
百
四
十
七
「
生
田
川
」

本
話
は
有
名
な
妻
争
い
の
説
話
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
最
終
段
は
そ
の
後
日
談
が
語
ら
れ
る
。

三
人
の
墓
の
近
く
に
、
あ
る
男
が
泊
ま
っ
た
夜
の
こ
と
で
あ
る
。
ど
こ
か
ら
か
人
が
争
う
音
が
聞

こ
え
る
が
、
そ
ん
な
様
子
は
近
辺
に
見
え
な
か
っ
た
。
不
思
議
に
思
い
な
が
ら
眠
り
に
つ
く
と
、

夢
に
血
ま
み
れ
の
男
が
現
れ
、
旅
人
の
持
つ
腰
の
刀
の
貸
与
を
願
い
出
る
。
そ
の
男
に
刀
を
貸
し

与
え
る
。
そ
ん
な
夢
か
ら
目
覚
め
る
と
、
自
分
の
持
っ
て
い
た
佩
刀
は
な
く
な
っ
て
い
た
。

し
ば
ら
く
争
う
音
が
聞
こ
え
た
後
、
夢
の
中
の
男
が
眼
前
に
現
れ
、
積
年
の
恨
み
を
晴
ら
し
た

と
告
げ
る
。
男
は
妻
争
い
の
片
方
の
当
事
者
で
あ
っ
た
。
妻
争
い
の
後
、
死
ん
だ
三
人
の
遺
体
は

並
ん
で
埋
葬
さ
れ
た
。
そ
の
相
手
の
男
に
は
家
族
が
、
弓
、
胡や
な

簶ぐ
い

な
ど
と
と
も
に
、
太
刀
も
埋
葬

し
た
が
、
夢
に
現
れ
た
男
に
は
武
器
を
同
葬
し
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
に
、
戦
い
の
苦
し
い
日
々

を
送
っ
て
い
た
こ
と
も
含
め
、
今
ま
で
の
事
件
の
あ
ら
ま
し
を
語
る
。
そ
の
話
を
聞
く
こ
と
が
終

わ
る
様
子
は
次
の
よ
う
に
語
ら
れ
る
。

い
と
む
く
つ
け
し
と
思
へ
ど
、
め
ず
ら
し
き
こ
と
な
れ
ば
問
ひ
聞
く
ほ
ど
に
、
夜
も
あ
け
に

け
れ
ば
、
人
も
な
し
。
朝あ

し
たに

見
れ
ば
、
塚つ
か

の
も
と
に
血
な
ど
な
む
流
れ
た
り
け
る
。
太
刀
に

も
、
血
つ
き
て
な
む
あ
り
け
る
。

が
、
そ
の
段
の
末
尾
部
分
の
描
写
で
あ
る
。

こ
の
部
分
に
つ
い
て
、「
新
編
古
典
全
集
」
に
は
、「
す
ぐ
前
の
「
夜
も
あ
け
に
け
れ
ば
、
人
も

な
し
」
と
「
朝
に
見
れ
ば
」
は
、
重
複
し
た
文
で
あ
る
。「
夜
も
あ
け
に
け
れ
ば
」
の
方
は
、
夜

の
が
わ
か
ら
の
話
の
進
行
に
よ
っ
て
語
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、「
朝
に
見
れ
ば
」
の
方
は
「
朝
」

が
夜
中
に
何
か
が
あ
っ
た
そ
の
翌
朝
の
意
で
、
朝
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
立
場
で
、
夜
中
の
こ
と

を
思
い
出
す
よ
う
な
意
識
の
転
換
が
行
わ
れ
て
い
る
。」
の
頭
注
が
付
け
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、

こ
の
部
分
に
は
、「
夜
も
明
け
て
し
ま
っ
た
。
見
る
と
、
人
も
い
な
い
。
朝
に
な
っ
て
見
る
と
、

塚つ
か

の
あ
た
り
に
血
な
ど
が
流
れ
て
い
た
。
太た

刀ち

に
も
血
が
つ
い
て
い
た
。」
と
脚
注
と
し
て
口
語

訳
が
つ
い
て
い
る
。

当
然
の
こ
と
だ
が
、
こ
の
注
釈
で
は
「
夜
も
あ
け
に
け
れ
ば
」
は
今こ
ん

日に
ち

の
夜
明
け
と
理
解
し
て

い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
時
刻
は
「
朝あ
し
た」
で
あ
る
と
も
理
解
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
う
し
た

理
解
が
当
該
部
分
の
一
般
的
な
理
解
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
代
表
と
し
て
こ
の
注
釈
を
引
用
し
た
。

私
解
を
示
そ
う
。「
夜
も
あ
け
に
け
れ
ば
」
は
午
前
三
時
に
な
る
と
の
意
味
で
あ
る
。
そ
れ
に

後
接
す
る
時
間
帯
が
朝あ
し
ただ
っ
た
。

「
夜
も
あ
け
」
の
よ
う
な
夜
が
主
語
で
、
明
く
が
述
語
の
組
み
合
わ
せ
を
、
私
に
、「
ヨ
ノ
ア

ク
表
現
」
と
読
ん
で
い
る
。
意
味
は
午
前
三
時
に
な
る
、
日
付
が
変
わ
る
意
味
だ
っ
た
。
午
前
三

時
に
な
る
と
と
意
訳
し
て
も
よ
い
表
現
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

と
す
れ
ば
、
生
田
川
の
幽
霊
は
午
前
三
時
に
姿
を
消
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
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四
ー
二
『
大
鏡
』
師
輔
の
伝

こ
れ
は
師
輔
が
百
鬼
夜
行
に
逢
っ
た
が
、
尊
勝
陀
羅
尼
を
唱
え
る
こ
と
で
難
を
逃
れ
る
話
で
あ

る
。
ま
ず
、『
大
鏡
』
で
あ
る
。

こ
の
九
条
殿
は
、
百ひ
や
く
き
や
ぎ
や
う

鬼
夜
行
に
あ
は
せ
た
ま
へ
る
は
、
い
づ
れ
の
月
と
い
ふ
こ
と
は
、
え
う

け
た
ま
は
ら
ず
、
い
み
じ
う
夜よ

ふ
け
て
、
内う
ち

よ
り
出
で
た
ま
ふ
に
、

こ
の
後
、
百
鬼
夜
行
に
遭
遇
す
る
の
だ
が
、
そ
の
時
間
は
「
い
み
じ
う
夜よ

ふ
け
て
」
で
あ
る
こ

と
が
わ
か
る
。「
夜
ふ
け
て
」
は
夜
中
に
な
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る（
４
）。
こ
こ
は
、
そ
れ
に
「
い

み
じ
う
」
が
付
い
て
い
る
か
ら
、
夜
中
の
後
の
方
の
時
間
帯
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
夜
中
に
は

子
の
刻
と
丑
の
刻
が
含
ま
れ
る
が
、「
い
み
じ
う
」
が
つ
い
て
い
る
か
ら
、
丑
の
刻
と
考
え
て
い

い
で
あ
ろ
う
。
夜
更
け
て
と
い
み
じ
う
夜
更
け
て
の
対
立
は
、
夜
中
と
夜
中
ば
か
り
の
対
応
に
似

て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

さ
て
、
百
鬼
夜
行
に
逢
っ
た
師
輔
は
、
家
来
に
牛
車
の
回
り
を
囲
ま
せ
、「
先
を
高
く
追
へ
」

と
大
き
な
声
を
出
す
よ
う
に
要
求
す
る
。
自
身
は
簾
を
お
ろ
し
た
牛
車
の
中
で
、「
御ご
し
や
く笏
と
り
て
、

う
つ
ぶ
さ
せ
た
ま
へ
る
気け

色し
き

」
と
慎
ん
だ
様
子
を
取
る
。

そ
ん
な
様
子
で
、「
時と
き

中な
か

ば
か
り
あ
り
て
ぞ
、
御
簾す
だ
れあ
げ
さ
せ
た
ま
ひ
て
」
と
、
一
時
間
た
つ

と
百
鬼
夜
行
が
退
散
し
た
こ
と
が
語
ら
れ
る
。
夜
中
の
時
間
帯
は
四
時
間
し
か
な
い
。
そ
の
う
ち

の
一
時
間
を
経
過
さ
せ
よ
う
と
す
る
と
、
午
前
二
時
に
は
百
鬼
夜
行
に
あ
っ
て
い
な
い
と
い
け
な

い
。「
い
み
じ
う
夜よ

ふ
け
て
」
は
こ
こ
で
は
、
丑
の
刻
に
な
っ
て
く
ら
い
の
表
現
だ
っ
た
の
で
あ

ろ
う
。

な
お
こ
の
話
の
類
話
は
、『
打
聞
集
』、『
古
本
説
話
集
』、『
今
昔
物
語
集
』
な
ど
に
見
え
る
が
、

時
間
表
現
が
、「
夜
深
ク
行
カ
セ
給
フ
」（『
今
昔
物
語
集
』
巻
十
四
ー
四
二
）
な
ど
と
見
え
る
だ

け
で
、
時
間
を
確
定
は
で
き
な
い
。『
宇
治
拾
遺
物
語
』
は
「
夜
中
ば
か
り
に
や
な
り
ぬ
ら
ん
」

と
思
ふ
程
に
」（
巻
一
ー
十
七
）
と
あ
っ
て
、
夜
中
の
事
件
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

四
ー
三
『
今
昔
物
語
集
』

次
に
、『
今
昔
物
語
集
』
中
の
用
例
の
検
討
を
す
る
。『
今
昔
物
語
集
』
は
ヨ
ナ
カ
に
妖
怪
が
出

現
す
る
の
は
多
数
有
り
、
そ
の
こ
と
は
ほ
ぼ
間
違
い
な
い
。
た
だ
、
妖
怪
の
活
動
停
止
時
間
の
記

述
は
意
外
と
少
な
い
。
こ
こ
で
は
そ
う
し
た
用
例
、
あ
る
い
は
、
そ
う
だ
と
推
定
さ
れ
る
用
例
を

検
討
す
る
。

四
ー
三
ー
一
『
今
昔
物
語
集
』
巻
十
三
・
一
「
修
行
僧
義
睿
値
大
峰
持
経
仙
語
」

修
行
僧
の
義
睿
が
熊
野
か
ら
大
峰
を
通
り
金み

峰た
け

に
ぬ
け
よ
う
と
し
て
道
に
迷
う
。
そ
の
時
一
つ

の
僧
坊
を
見
つ
け
て
、
一
夜
の
宿
を
乞
う
。
僧
坊
の
主
人
は
こ
の
宿
か
ら
の
退
去
を
勧
め
る
が
、

義
睿
は
是
非
に
も
と
宿
を
乞
う
。
宿
の
主
人
は
泊
ま
る
の
な
ら
、
体
を
動
か
さ
ず
、
声
を
出
す
な

と
言
う
。

こ
の
後
、
異
類
の
登
場
と
な
る
が
、
そ
の
登
場
の
時
間
に
は
少
々
問
題
が
あ
る
の
で
、
異
類
の

退
場
の
時
間
を
考
え
る
。
多
く
の
鬼
神
の
中
の
一
人
が
、
義
睿
の
存
在
を
感
じ
て
、

此こ

ノ
中な
か

ニ
第だ
い

一い
ち

ノ
者も
の

ノ
云い
は

ク
、「
今こ

夜よ
ひ

怪あ
や
しキ
カ
ナ
。
例れ
い

ニ
モ
非あ
ら

ズ
人に
ん

間げ
ん

ノ
気
け
は
ひ

有あ

ル
輩
と
も
が
ら

有
リ
。

誰た
れ

人び
と

ノ
来き
た

レ
ル
ゾ
」
ト
云い
ふ

ヲ
聞き

ク
ニ
、
義ぎ

睿え
い

心こ
こ
ろ

迷ま
ど

ヒ
身み

動う
ご

ク
。
而
し
か
る

間あ
ひ
だ、
聖
し
や
う

人に
ん

発ほ
つ

願ぐ
わ
んシ
テ
法ほ
ふ

花く
ゑ

経き
や
うヲ
読ど
く

誦じ
ゆ

ス
ル
事こ
と

終よ
も
す
が
ら夜
也な
り

。
曙あ

く

ル
程ほ

ど

ニ
成な

り

ヌ
レ
バ
、
廻ゑ

向か
う

ジ
テ
後の

ち

、
此こ

ノ
異い

類る
い

ノ
輩と

も
が

ラ

皆み
な

返か
へ

リ
去さ

り

ヌ
。

右
文
中
「
聖
人
」
は
こ
の
宿
の
主
人
で
あ
る
。「
心

こ
こ
ろ

迷ま
ど

ヒ
身み

動う
ご

」
い
た
義
睿
を
聖
人
が
法
花
読

誦
し
て
助
け
る
様
で
あ
る
。
そ
の
聖
人
の
法
花
読
誦
は
「
事こ
と

終よ
も
す
が
ら夜
也な
り

」
と
描
写
さ
れ
る
。
ヨ
モ

ス
ガ
ラ
の
終
了
時
点
は
日
付
変
更
時
点
で
あ
る
こ
と
は
既
に
述
べ
た
。

さ
ら
に
、
傍
線
部
「
曙あ
く

ル
程ほ
ど

ニ
成な
り

ヌ
レ
バ
、
廻ゑ

向か
う

ジ
テ
後の
ち

、
此こ

ノ
異い

類る
い

ノ
輩と
も
が
ラ
皆み
な

返か
へ

リ
去さ
り

ヌ
。」
と
あ
る
が
、
動
詞
ア
ク
は
午
前
三
時
に
な
る
こ
と
だ
っ
た
。
聖
人
の
法
花
読
誦
が
「
終

夜
」
だ
っ
た
の
だ
か
ら
、
そ
の
直
後
（
午
前
三
時
ご
ろ
）
に
鬼
神
達
は
退
出
し
て
い
る
こ
と
に
な

る
。ち

な
み
に
、『
大
日
本
国
法
華
経
験
記
』
で
は
、「
聖
人
発ほ
つ

願ぐ
わ
んし
て
法
華
経
を
誦
し
、
天
暁
の

時
に
至
る
。
廻ゑ

向か
う

し
已
り
て
後
、
集
会
の
大だ
い

衆し
ゆ

、
渇か
つ

仰が
う

礼
拝
し
て
、
各
々
分
散
せ
り
。」（
上
・

十
一
）
と
あ
り
、『
発
心
集
』
で
は
、「
暁
あ
か
つ
きに
及お
よ

び
て
廻ゑ

向か
う

す
る
時
、
此こ

の
諸
も
ろ
も
ろの
輩
と
も
が
ら、
敬う
や
まひ
拝は
い

し
て

去さ

り
ぬ
。」（
巻
三
ー
十
三
）
と
あ
る
。
こ
れ
ら
の
ほ
う
が
、
暁
の
時
間
、
そ
れ
も
、
暁
の
開
始
時

点
近
く
で
鬼
達
が
帰
っ
て
行
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

さ
て
本
説
話
の
鬼
神
の
登
場
時
間
は
、「
初し
よ

夜や

ノ
程ほ
ど

ニ
」
と
あ
る
。
初
夜
と
す
る
と
午
後
七
時

で
あ
る
。
も
し
こ
れ
が
正
し
い
と
す
る
と
薄
暮
の
時
間
に
鬼
神
が
現
れ
た
根
拠
に
な
り
そ
う
で
あ

る
。
本
説
話
と
ほ
ぼ
同
説
話
で
あ
る
『
法
花
験
記
』
に
は
「
初
夜
の
時
許ば
か
りに
」
と
あ
る
。
と
こ
ろ

が
、『
発
心
集
』
で
は
「
や
う
や
う
夜
ふ
く
る
程ほ
ど

に
」
と
夜
中
の
時
間
を
意
味
し
て
い
る
と
思
わ

れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
説
話
だ
け
が
鬼
神
の
登
場
時
間
が
非
常
に
早
い
と
は
考
え
に
く
い
。
さ
ら
に
、『
法
花
験

記
』
や
『
今
昔
物
語
集
』
の
記
述
か
ら
考
え
る
と
、
や
は
り
こ
の
「
異
類
ノ
輩
」
は
初
夜
ノ
程
に

現
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
逆
に
『
発
心
集
』
の
記
述
は
ど
う
な
る
の
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
も
単
純
な
記
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述
の
ミ
ス
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。

「
異
類
ノ
輩
」
の
登
場
時
間
は
二
つ
あ
り
、
時
代
的
に
は
初
夜
が
古
く
、
夜
中
が
新
し
い
と
予

想
で
き
る
の
で
な
い
か
。

四
ー
三
ー
二 

『
今
昔
物
語
集
』
巻
十
三
・
三
十
四
「
天て
ん

王わ
う

寺じ
の

僧そ
う

道だ
う

公こ
う

誦
ほ
ふ
く
ゑ
を
じ
ゆ
し
て

法

花

救さ
へ
の
か
み
を
す
く
ふ
こ
と

道
祖
神
語
」

天
王
寺
の
僧
道
公
の
話
で
あ
る
。
紀
伊
の
国
美み

奈な

部べ
の

郡こ
ほ
りで
の
話
で
あ
る
。
あ
る
大
き
な
樹
の
下

で
宿
っ
た
と
き
、「
夜や

半は
ん

許ば
か
りノ
程ほ
ど

ニ
」
馬
に
乗
る
人
が
二
三
十
騎
ほ
ど
や
っ
て
き
て
、
道
祖
神
に

向
か
っ
て
「
一
緒
に
出
か
け
よ
う
」
と
呼
び
か
け
る
と
、
道
祖
神
は
今
晩
は
「
行
ぎ
や
う

歩ぶ

不
叶か
な
はズ
」
と

返
答
す
る
会
話
が
聞
こ
え
た
。
翌
日
（「
夜
暛
ヌ
レ
バ
」）
道
公
が
樹
の
根
方
を
調
べ
る
と
道
祖
神

の
絵
馬
が
あ
り
、
そ
れ
も
女
の
姿
は
欠
け
、
男
の
道
祖
神
の
乗
る
馬
の
脚
の
部
分
が
破
れ
て
い

た
。
こ
の
部
分
を
糸
で
つ
な
い
で
や
り
、
そ
の
夜
を
迎
え
た
。「
夜や

半は
ん

許ば
か
りニ
」
前
夜
と
同
じ
よ
う

に
、
多
く
の
馬
に
乗
る
人
が
や
っ
て
来
る
。
こ
の
夜
は
昨
夜
と
違
い
、
男
の
道
祖
神
は
出
か
け
て

い
っ
た
。
続
い
て
「
暁
あ
か
つ
きニ
成な

ル
程ほ
ど

ニ
、
道さ
へ
の
か
み

祖
神
返か
へ
り

来き
た
りヌ
」
と
道
祖
神
が
暁
に
帰
っ
て
く
る
こ
と

が
書
か
れ
、
道
祖
神
と
思
わ
れ
る
翁
が
礼
を
述
べ
る
場
面
に
な
る
。

こ
の
道
祖
神
の
活
躍
時
間
は
、
夜
半
か
ら
暁
ま
で
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
れ
も
、「
暁
あ
か
つ
き

ニ
成な

ル
程ほ
ど

ニ
」
つ
ま
り
、
暁
の
開
始
時
点
午
前
三
時
頃
に
、
道
祖
神
は
帰
宅
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。

と
す
れ
ば
、
道
祖
神
の
活
躍
時
間
は
ヨ
ナ
カ
の
時
間
帯
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。

四
ー
三
ー
三
『
今
昔
物
語
集
』
巻
二
十
七
・
三
十
一
「
三み

善
よ
し
の

清き
よ

行
つ
ら
の

宰さ
い

相
し
や
う
の

家い
へ

渡
わ
た
り
の

語こ
と

」

「
宰さ
い

相し
や
う

三み

善よ
し

ノ
清き
よ

行つ
ら

」
と
言
う
人
が
い
た
。
諸
方
面
の
知
識
が
深
く
、
陰
陽
道
の
面
ま
で
究

め
て
い
た
。
そ
れ
な
の
に
、
五
条
堀
川
の
辺
り
の
旧
屋
を
買
う
こ
と
に
な
っ
た
。
十
月
二
十
日
ほ

ど
に
そ
の
家
に
出
か
け
て
み
る
と
ひ
ど
く
荒
れ
た
様
子
で
あ
っ
た
。
畳
を
一
間
に
敷
か
せ
、
部
下

に
は
「
明
あ
く
る

旦あ
し
た

参ま
ゐ

レ
」
と
帰
宅
さ
せ
、
一
人
そ
こ
に
寝
に
つ
い
た
。

「
夜
半
ニ
ハ
成
ヌ
ラ
ム
」
と
思
う
頃
天
上
の
組
み
入
れ
が
こ
そ
こ
そ
音
が
す
る
の
で
、
見
上
げ

る
と
、
組
み
入
れ
ご
と
に
顔
が
現
れ
て
い
た
。
じ
っ
と
し
て
い
る
と
、
そ
の
顔
は
消
え
た
。
次
に
、

身
長
が
一
尺
程
の
者
が
四
、五
十
人
馬
に
乗
っ
て
西
か
ら
東
に
庇
の
間
を
通
っ
た
。

次
に
は
、
塗
籠
の
戸
を
三
尺
ば
か
り
開
け
て
、
座
っ
た
丈
が
三
尺
ば
か
り
の
美
し
い
女
が
現
れ

る
。
美
し
い
人
と
見
て
い
る
と
、
去
ろ
う
と
す
る
。
そ
の
時
顔
を
隠
し
て
い
た
扇
を
取
る
と
、
鼻

は
赤
い
う
え
に
、
口
の
両
脇
か
ら
四
、五
寸
も
あ
ろ
う
か
と
見
え
る
牙
が
見
え
た
。
そ
の
後
塗
籠

に
姿
を
隠
す
。

次
の
表
現
は
以
下
の
よ
う
で
あ
る
。

宰さ
い

相し
や
う

其そ

レ
ニ
モ
不さ
わ
が騒
ズ
シ
テ
居
タ
ル
ニ
、
有あ

り

明あ
け

ノ
月つ

き

ノ
極き

わ
め

テ
明あ

か

キ
ニ
、
木こ

暗ぐ
ら

キ
庭に
は

ヨ
リ
浅あ
さ

黄ぎ
の

上か
み

下し
も

着
タ
ル
翁お
き
な
ノ
平
た
ひ
ら
かニ

掻か
き

タ
ル
文ふ
む

挟ば
さ
みニ
文ふ
み

ヲ
指さ
し

テ
、
目め

ノ
上う
へ

ニ
捧さ
さ
げ
テ
平ひ
ら

ミ
テ
橋は
し

ノ

許も
と

ニ
寄
来よ

り
きテ

跪
ひ
ざ
ま
づ
きテ

居ゐ

タ
リ
。

右
の
文
中
、
傍
線
部
「
有あ

り

明あ
け

ノ
月つ
き

ノ
極き
わ
めテ
明あ
か

キ
ニ
」
に
「
有
明
の
月
」
と
表
現
さ
れ
る
。
有
明

の
月
は
午
前
三
時
を
過
ぎ
て
出
て
い
る
月
で
あ
っ
た
。
と
な
る
と
、
色
々
な
お
化
け
が
現
れ
て
い

る
う
ち
に
、
暁
の
時
間
に
な
っ
た
、
と
な
る
の
で
あ
る
。

お
そ
ら
く
、
こ
の
文
を
捧
げ
た
男
も
こ
の
お
化
け
達
の
仲
間
で
あ
る
の
だ
が
、
午
前
三
時
を
過

ぎ
る
と
人
間
の
姿
と
な
る
の
で
あ
ろ
う
。

た
だ
、
こ
の
節
に
は
一
つ
の
問
題
が
あ
る
。
右
の
宰
相
と
翁
の
「
有
明
ノ
月
」
の
時
間
の
問
答

の
後
、「
夜よ

暛あ
け

ヌ
レ
バ
、
宰さ
い

相し
や
うノ
家い
へ

ノ
者も
の

共ど
も

迎む
か

ヘ
ニ
来き

ヌ
レ
バ
」
と
「
夜よ

暛あ
け

ヌ
レ
バ
」
と
午
前
三

時
に
家
来
達
が
迎
え
に
来
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
前
夜
宰
相
は
家
来
の
者
に
先
に
、「
明
あ
く
る

旦あ
し
た

参ま
ゐ

レ
」
と
命
令
し
て
い
た
か
ら
、「
夜よ

暛あ
け

ヌ
レ
バ
」
す
な
わ
ち
午
前
三
時
に
迎
え
に
来
る
の
は
当
然

の
こ
と
だ
っ
た
。
と
す
る
と
、
宰
相
が
こ
の
家
の
昔
の
持
ち
主
と
の
「
有
明
ノ
月
」
の
下
で
の
会

話
の
時
間
が
同
じ
時
間
に
成
る
こ
と
だ
っ
た
。
そ
こ
に
、
少
し
の
矛
盾
が
あ
る
こ
と
は
認
め
て
お

く
。有

明
の
月
が
時
間
表
現
で
あ
る
以
上
、
こ
こ
で
の
化
け
物
達
も
ヨ
ナ
カ
の
時
間
に
出
現
し
て
い

る
の
が
わ
か
る
。

「
夜
半
許
ニ
」
や
「
夜
更
け
て
」
や
「
夜よ

暛あ
け

て
」
の
前
な
ど
が
ヨ
ナ
カ
と
呼
ば
れ
る
時
間
に
な

る
こ
と
を
表
し
て
い
る
と
、
こ
の
『
今
昔
物
語
集
』
の
巻
二
十
七
だ
け
で
も
、
二
話
、
三
話
、
七

話
、
九
話
、
十
話
、
十
二
話
、
十
四
話
、
十
五
話
、
十
六
話
、
十
八
話
、
二
十
話
、
二
十
二
話
、

二
十
四
話
、
三
十
話
、
三
十
一
話
（
当
段
）、
三
十
三
話
、
三
十
五
話
、
三
十
六
話
、
三
十
八
話

で
は
い
わ
ゆ
る
ヨ
ナ
カ
の
時
間
に
妖
怪
が
登
場
し
て
い
る
。
巻
二
十
七
（「
霊
鬼
」
の
巻
）
全
話

四
十
五
話
の
う
ち
の
十
九
話
で
あ
る
。

こ
の
事
実
だ
け
で
妖
怪
の
活
躍
時
間
は
ヨ
ナ
カ
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

四
ー
四
『
発
心
集
』
の
場
合

『
発
心
集
』
の
巻
四
・
一
「
三
昧
座
主
の
弟
子
、
得
法
華
経
験
の
事
」
は
、『
今
昔
物
語
集
』
巻

十
三
・
一
と
同
内
容
な
の
で
省
略
す
る
。

四
ー
四
ー
一
『
発
心
集
』
巻
五
・
四
「
亡
妻
現
身
、
夫
の
家
に
帰
り
来
た
る
事
」

片
田
舎
の
男
が
い
た
。
長
年
仲
む
つ
ま
じ
か
っ
た
奥
さ
ん
が
産
後
の
肥
立
ち
が
悪
く
て
な
く
な
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る
。
葬
式
も
済
ま
せ
、
法
事
も
済
ま
せ
て
い
た
が
、
何
と
か
姿
を
も
う
一
度
見
た
い
と
思
っ
て
い

る
と
、
あ
る
時
、「
夜
い
た
う
更
け
て
」
妻
が
寝
所
に
現
れ
る
。
親
し
く
語
り
合
い
、
枕
を
交
わ

す
。
女
は
「
暁
起
き
て
、
出
で
さ
ま
に
」
と
帰
っ
て
行
く
様
子
が
描
か
れ
る
。
こ
の
な
く
な
っ
た

女
は
、
ヨ
ナ
カ
に
男
の
所
に
や
っ
て
来
て
、
暁
に
帰
っ
て
い
る
。

四
ー
五
『
宇
治
拾
遺
物
語
』

四
ー
五
ー
一
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
巻
一
・
三
「
鬼
に
瘤こ
ぶ

取
ら
る
る
事
」

こ
れ
は
い
わ
ゆ
る
「
瘤
取
り
じ
い
さ
ん
」
の
話
で
あ
る
。
鬼
が
瘤
を
取
っ
て
帰
る
場
面
の
時
間

は
、「
暁
に
鳥
な
ど
な
き
ぬ
れ
ば
」
と
表
現
さ
れ
る
。
冒
頭
に
紹
介
し
た
益
田
勝
美
「
黎
明
」
で

は
こ
の
表
現
を
大
き
な
根
拠
と
し
て
、
鬼
の
帰
る
時
間
は
黎
明
の
こ
ろ
だ
と
し
て
い
る
。
既
に
、

私
論
で
多
く
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
ア
カ
ツ
キ
は
午
前
三
時
以
降
の
時
間
帯
で
あ
り
、
原
則
ま
だ

暗
闇
の
時
間
で
あ
る
。
む
し
ろ
、
こ
こ
ま
で
『
今
昔
物
語
集
』
な
ど
の
用
例
を
根
拠
に
述
べ
て
き

た
よ
う
に
、
こ
の
鬼
の
帰
宅
時
間
も
午
前
三
時
す
ぎ
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。
ヨ
ナ
カ
の
終
了
時
点

で
あ
る
。四

ー
五
ー
二
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
巻
十
二
・
二
十
二
「
陽
成
院
ば
け
物
の
事
」

陽
成
院
が
退
位
の
後
お
住
み
に
な
っ
た
の
は
、
い
わ
ゆ
る
二
条
院
で
あ
っ
た
。
そ
の
邸
宅
の
中

の
釣
殿
で
番
の
者
が
寝
て
い
る
と
、「
夜
中
ば
か
り
に
」
翁
が
現
れ
る
。
そ
の
翁
は
、
鬼
と
変
じ

て
こ
の
番
の
男
を
喰
っ
て
し
ま
う
話
で
あ
る
。
こ
こ
で
、
鬼
は
ヨ
ナ
カ
に
現
れ
て
い
る
。

四
ー
五
ー
三 

『『
宇
治
拾
遺
物
語
』
巻
十
二
・
二
十
四
「
一
条
桟さ

敷じ
き

屋や

、
鬼
の
事
」

こ
れ
は
あ
る
男
が
一
条
桟
敷
屋
に
泊
り
、
傾
城
と
共
寝
す
る
話
で
あ
る
。
こ
の
話
で
も
、
鬼
は

「
夜
中
ば
か
り
に
」
現
れ
て
い
る
。

四
ー
六
『
平
家
物
語
』
の
場
合

四
ー
六
ー
一
『
平
家
物
語
』
巻
四
「
鵺
」

源
三
位
頼
政
の
話
で
あ
る
。
頼
政
が
鵺
を
退
治
す
る
話
が
こ
の
段
の
中
心
の
話
で
あ
る
。
鵺
の

本
節
に
は
二
つ
の
鵺
の
話
が
登
場
す
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
鵺
の
登
場
時
刻
は
、
一
つ
は
本
稿
の
視
点

を
補
強
す
る
表
現
が
と
ら
れ
、
今
一
つ
は
、
本
稿
の
対
立
的
な
視
点
を
補
強
す
る
話
柄
で
あ
っ
た
。

前
話
は
近
衛
の
院
の
ご
在
位
の
頃
、
毎
晩
発
作
を
起
こ
さ
れ
た
話
で
あ
る
。
そ
の
記
述
は
、

「
御ご

悩な
う

は
丑う
し

の
剋こ
く

ば
か
り
で
あ
る
け
る
に
」
と
始
ま
る
。
頼
政
が
退
治
し
た
妖
怪
は
、「
頭か
し
らは
猿さ
る

、

む
く
ろ
は
狸た
ぬ
き、
尾お

は
蛇
く
ち
な
は、
手
足
は
虎と
ら

の
姿
な
り
。
な
く
声
鵺ぬ
ゑ

に
ぞ
似
た
り
け
る
。」
と
表
現
さ
れ

る
。
こ
の
妖
怪
の
登
場
時
間
は
午
前
一
時
ご
ろ
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

四
ー
六
ー
二
『
平
家
物
語
』
巻
六
「
嗄
声
」

越
後
の
国
の
住
人
、
城
太
郎
助
長
が
木
曽
追
悼
に
義
仲
追
討
に
赴
く
場
面
で
あ
る
。

木き

曽そ

追つ
い

討た
う

の
た
め
に
、
都
合
三
万
余
騎
、
同
お
な
じ
き

六
月
十
五
日
門か
ど

出い
で

し
て
、
あ
く
る
十
六
日
の

卯う
の

刻こ
く

に
、
す
で
に
う
ッ
た
た
ん
と
し
け
る
に
、
夜
半
ば
か
り
俄に

は
かに

大お
ほ

風か
ぜ

吹
き
大お
ほ

雨あ
め

く
だ
り
、

雷ら
い

お
び
た
た
し
う
な
ッ
て
、
天
霽は

れ
て
後
雲く
も

井ゐ

に
大
き
な
る
声
の
し
は
が
れ
た
る
を
も
つ

て
、「
南な
ん

閻え
ん

浮ぶ

提だ
い

金こ
ん

銅ど
う

十
六
丈
の
盧る

舎し
や

那な

仏ぶ
つ

、
焼
き
ほ
ろ
ぼ
し
奉
る
平
家
の
方か
た

人う
ど

す
る
者
こ

こ
に
あ
り
。
召
し
と
れ
や
」
と
三
声
さ
け
ん
で
ぞ
と
ほ
り
け
る
。

と
描
写
さ
れ
る
。
こ
の
後
黒
雲
は
「
あ
く
る
十
六
日
卯う
の

刻こ
く

に
」
出
立
し
た
城
の
太
郎
の
頭
上
を
覆

う
。
茫
然
自
失
の
う
ち
に
落
馬
し
、
輿
に
載
せ
ら
れ
て
帰
宅
す
る
が
、
三み

時と
き

の
う
ち
に
死
亡
す
る

こ
と
に
な
る
。

「
嗄
声
」
も
「
夜
半
ば
か
り
」
に
出
現
し
た
こ
と
に
な
る
。

四
ー
七
『
海
道
記
』
の
場
合

最
後
に
、『
海
道
記
』
に
出
現
す
る
妖
怪
を
検
討
す
る
。
旅
行
記
は
終
盤
江
ノ
島
に
あ
る
神
社

の
話
で
あ
る
。

法
師
は
詣ま
う

で
ず
と
き
け
ば
、
そ
の
心
を
尋
ぬ
る
に
、「
昔
、
こ
の
辺ほ
と
り
の
山
の
山
寺
に
禅ぜ
ん

侶り
よ

あ

り
て
、
法ほ

花け

経き
や
うを

読ど
く

誦じ
ゆ

し
て
、
夜よ

を
明
か
し
日
を
暮
す
。
そ
の
時
、
女ぢ

よ

形け
い

出
で
来
り
て
、
夜よ

毎ご
と

に
聴
ち
や
う

聞も
ん

し
て
、
明
く
れ
ば
忽こ
つ

然ぜ
ん

と
し
て
失
せ
ぬ
れ
ば
、
そ
の
行ゆ
く

方へ

を
知
ら
ず
。（
66
頁
）

と
話
は
続
く
。
こ
の
話
も
こ
う
し
た
話
の
典
型
の
一
つ
だ
が
、
毎
晩
現
れ
た
女
は
、「
明
く
れ
ば

忽
然
と
」
姿
を
消
す
の
で
あ
る
。
従
来
、
こ
う
し
た
動
詞
「
明
く
」
は
、
夜
が
明
け
る
と
考
え
ら

れ
て
き
た
が
、
日
付
が
変
わ
る
午
前
三
時
に
な
る
意
味
で
あ
る
と
私
説
を
展
開
し
て
き
た
。
こ
こ

も
そ
の
例
で
あ
る
。

五

以
上
の
よ
う
に
、
妖
怪
が
夜
中
に
現
れ
て
暁
（
午
前
三
時
）
に
消
え
て
い
く
と
い
う
話
は
古
典

作
品
中
に
多
数
あ
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
、
話
は
冒
頭
の
益
田
勝
美
「
黎
明
」
に
戻
る
。
益
田
は
、
夕
方
で
も
朝
で
も
薄
明
の
こ

ろ
が
こ
の
世
と
あ
の
世
の
交
替
時
間
だ
と
説
い
た
。
そ
れ
も
、
明
け
方
に
つ
い
て
は
「
瘤
取
り
じ
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い
さ
ん
」
の
話
（『
宇
治
拾
遺
物
語
』・
本
稿
四
ー
五
ー
一
参
照
）
中
の
「
暁
」
か
ら
、
暁
が
そ
の

時
間
だ
と
説
い
た
の
で
あ
る
。

本
稿
中
、
先
に
も
述
べ
た
が
、
暁
は
平
安
時
代
は
午
前
三
時
か
ら
午
前
五
時
の
間
と
考
え
て
よ

い
。
つ
ま
り
、
暁
は
ほ
ぼ
暗
い
時
間
と
な
る
（
春
か
ら
夏
の
暁
の
終
わ
り
の
方
は
除
く
）。
中
世

に
入
っ
て
も
、
始
ま
り
の
時
間
は
守
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
、
終
わ
り
の
時
間
が
崩
れ
、
伸
び
て

い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

つ
ま
り
、
益
田
の
薄
暮
の
時
間
帯
が
あ
の
世
と
こ
の
夜
の
交
替
時
間
で
あ
る
と
言
う
主
張
は
、

「
瘤
取
り
じ
い
さ
ん
」
の
暁
を
根
拠
と
す
る
主
張
に
は
首
肯
し
え
な
い
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
益
田
の
主
張
は
認
め
ら
れ
な
い
の
か
と
い
う
と
そ
う
で
は
な
い
。
本
稿
で
は
薄
暮

交
替
の
用
例
を
意
図
的
に
避
け
て
き
た
が
、
そ
う
し
た
用
例
も
『
今
昔
物
語
集
』
の
用
例
を
中
心

に
多
く
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

四
ー
六
ー
一
『
平
家
物
語
』
巻
四
「
鵼
」
の
用
例
に
戻
ろ
う
。
そ
こ
で
は
、
頼
政
の
近
衛
の
院

在
位
の
頃
の
鵼
退
治
の
話
を
用
例
と
し
て
採
用
し
た
。
そ
の
説
話
は
「
鵼
」
の
話
の
半
分
で
、
後

半
に
は
頼
政
の
も
う
一
つ
の
鵼
退
治
の
話
が
載
る
。

そ
の
話
は
「
去さ
ん
ぬ
る
応お
う

保ほ
う

の
こ
ろ
ほ
ひ
」
で
始
ま
る
。
そ
の
日
時
に
つ
い
て
は
、「
比こ
ろ

は
五さ
　
つ
き月

廿は
つ
か日
あ
ま
り
の
ま
だ
よ
ひ
の
事
な
る
に
、
鵼
た
だ
一ひ
と

声こ
ゑ

お
と
づ
れ
て
、
二ふ
た

声こ
ゑ

と
も
な
か
ざ
り
け

り
。」
と
記
述
さ
れ
る
。
五
月
の
宵
の
こ
と
で
あ
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
る
。

ま
た
、
以
下
の
話
は
頼
政
が
鏑
矢
で
鵺
を
射
る
の
だ
が
、
そ
の
後
院
の
御
感
の
か
ず
け
物
を
取

り
次
い
だ
大
炊
御
門
の
右
大
臣
公
能
公
が
、「
五さ
　
つ
き月
闇や
み

名
を
あ
ら
は
せ
る
こ
よ
ひ
か
な
」
と
声
を

掛
け
る
と
、「
た
そ
か
れ
時
も
過
ぎ
ぬ
と
思
ふ
に
」
と
連
歌
し
た
こ
と
が
語
ら
れ
る
。「
た
そ
か
れ

時
」
は
午
後
五
時
か
ら
午
後
七
時
ま
で
の
時
間
帯
を
言
い
、
宵
は
午
後
七
時
か
ら
午
後
十
一
時
の

時
間
帯
を
言
う
。
前
の
事
実
の
記
述
と
同
じ
こ
と
、
宵
の
時
間
帯
に
こ
の
出
来
事
が
起
こ
っ
た
こ

と
が
語
ら
れ
る
。
宵
の
刻
は
、「
目
さ
す
と
も
知
ら
ぬ
闇
で
は
あ
り
」
と
書
か
れ
て
い
る
が
、
広

く
薄
暮
の
時
間
帯
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

こ
こ
で
振
り
返
っ
て
み
る
と
、
四
ー
六
ー
一
と
項
立
て
し
て
論
じ
た
鵼
は
夜
中
の
丑
の
刻
に
現

れ
、
後
の
鵼
は
宵
の
刻
（
薄
暮
）
に
現
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
妖
怪
の
活
躍
時
間
（
ま
た
は

出
現
時
間
）
は
や
は
り
二
つ
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

六

こ
こ
ま
で
、
妖
怪
の
活
躍
時
間
が
夜
中
で
あ
る
と
考
え
る
用
例
を
考
え
て
き
た
。
し
か
し
、
益

田
の
立
場
、
つ
ま
り
、
妖
怪
の
活
躍
開
始
時
点
は
夕
方
の
薄
暮
の
時
間
、
活
躍
の
終
了
時
点
が
朝

方
の
薄
暮
の
時
間
と
い
う
立
場
を
支
持
す
る
妖
怪
の
出
現
、
退
場
の
話
が
な
い
の
か
と
い
う
と
そ

う
で
は
な
い
。
た
し
か
に
妖
怪
の
活
躍
に
は
そ
う
し
た
面
も
存
在
す
る
の
で
あ
る
。

例
え
ば
、『
日
本
霊
異
記
』
上
巻
第
三
話
の
「
電
い
か
づ
ちの
憙
ム
ガ
シ
ビを
得
て
、
生
ま
し
め
し
子
の
強が
う

力り
き

在あ

り

し
縁
」
に
は
「
夜よ

半な
か

」
に
一
度
出
現
し
そ
の
時
は
退
場
し
た
鬼
の
二
度
目
の
退
場
時
間
が
、

鬼
、
亦
後ご

夜や

の
時
に
来き
た

り
入
る
。
即
ち
鬼
の
頭か

髪み

を
捉
へ
て
別こ
と

に
引
く
。
鬼
は
外
よ
り
引

き
、
童
子
は
内
よ
り
引
く
。
彼か

の
儲
け
し
四よ

人た
り

、
慌ほ

れ
迷ま
ど

ひ
て
、
蓋ふ
た

を
開
く
こ
と
を
得
ず
。

童
子
、
四よ

角す
み

別ご
と

に
鬼
を
引
き
て
依
り
、
灯ひ

の
蓋
を
開
く
。
晨じ
ん

朝て
う

の
時
に
至
り
て
、
鬼
己お
の
れの
頭か

髪み

を
引
き
剥ハ

ゲ
ら
え
て
逃
げ
た
り
。

と
二
度
目
の
登
場
が
「
後
夜
の
時
」（
午
前
三
時
）、
そ
の
退
場
時
刻
が
「
晨
朝
の
時
」（
午
前
七

時
）
で
あ
る
と
記
さ
れ
る
。
鬼
は
童
子
に
無
理
に
止
め
ら
れ
て
い
た
の
だ
が
、
そ
の
登
場
時
刻
が

後
夜
の
刻
で
あ
る
と
す
る
と
、
普
通
夜
中
に
登
場
す
る
こ
と
が
多
い
鬼
よ
り
や
や
登
場
時
間
が
遅

い
こ
と
か
ら
判
断
し
て
、
こ
の
鬼
は
薄
暮
の
時
間
に
退
場
し
た
と
考
え
て
よ
か
ろ
う
。

先
に
、『
今
昔
物
語
集
』
を
取
り
上
げ
た
と
き
に
、
巻
二
十
七
を
問
題
と
し
た
。
そ
の
巻
が

「
霊
鬼
」
の
描
か
れ
る
巻
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
に
出
現
す
る
鬼
は
確
か
に
、
夜
中
に
現
れ
、

夜
中
の
終
わ
る
暁
の
時
間
が
そ
の
退
場
時
間
と
言
う
意
識
を
も
っ
て
描
か
れ
て
い
た
。

と
こ
ろ
が
、
巻
二
十
七
の
第
四
話
「
冷
泉
院
東
洞
院
僧
都
殿
霊
語
」、
第
十
七
話
「
東
人
宿
川

原
院
被
取
妻
語
」、
第
三
十
九
話
「
狐
変
人
妻
形
来
家
語
」、
第
四
十
一
話
「
高
陽
川
狐
変
女
乗
馬

尻
語
」
で
は
、
妖
怪
の
登
場
時
刻
が
「
夕
暮
方
」
と
表
現
さ
れ
る
。
夕
暮
方
は
午
後
五
時
過
ぎ
を

意
識
し
た
時
間
表
現
だ
っ
た
。
夕
方
の
薄
暮
の
時
間
は
午
後
五
時
こ
ろ
を
意
識
し
て
い
た
こ
と
に

な
る
。

そ
の
先
の
こ
と
に
議
論
を
進
め
る
前
に
、
一
つ
の
事
実
を
確
認
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

四
ー
三
節
で
『
今
昔
物
語
集
』
中
の
妖
怪
を
検
討
し
た
と
き
、
巻
二
十
七
の
四
十
五
説
話
の
う
ち

十
九
話
で
妖
怪
が
夜
中
に
出
現
し
て
い
る
こ
と
を
述
べ
た
。
残
り
の
う
ち
、
四
話
で
夕
方
に
妖
怪

が
出
現
し
て
い
る
の
だ
っ
た
。
こ
の
事
実
を
見
て
、
妖
怪
の
登
場
時
間
、
退
場
時
間
は
夕
方
、
あ

る
い
は
、
朝
方
の
薄
暮
の
時
間
と
考
え
て
、
そ
れ
で
す
み
と
な
る
で
あ
ろ
う
か
。

『
平
家
物
語
』
の
「
祇
王
祇
女
」
の
話
の
終
わ
り
の
箇
所
。
嵯
峨
野
に
隠
棲
す
る
母
刀
自
と
祇

王
祇
女
姉
妹
の
所
に
仏
御
前
が
尋
ね
て
く
る
場
面
が
あ
る
。
そ
こ
で
、
親
子
三
人
の
様
子
は
、

た
そ
が
れ
時ど
き

も
過
ぎ
ぬ
れ
ば
、
竹
の
網あ
み

戸ど

を
閉
じ
ふ
さ
ぎ
、
灯
と
も
し
びか
す
か
に
か
き
た
て
て
、
親

子
三
人
親
子
三
人
念
仏
し
て
ゐ
た
る
処と
こ
ろに
、
竹
の
網
戸
を
ほ
と
ほ
と
と
う
ち
た
た
く
者
出
で

来
た
り
。
其そ
の

時と
き

尼
ど
も
肝
を
消
し
、「
あ
は
れ
是こ
れ

は
い
ふ
か
ひ
な
き
我わ
れ

等ら

が
、
念
仏
し
て
居
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た
る
を
妨
げ
ん
と
て
、
魔ま

縁え
ん

の
来
た
る
に
て
ぞ
あ
る
ら
む
。
晌
だ
に
も
人
も
と
ひ
こ
ぬ
山
里

の
、
芝し
ば

の
庵い
ほ
りの
内
な
れ
ば
、
夜
ふ
け
て
誰だ
れ

か
は
尋
ぬ
べ
き
。

と
描
か
れ
る
。
こ
の
時
間
帯
は
、「
夜
ふ
け
て
」
い
る
こ
と
が
わ
か
る
し
、
そ
の
時
間
帯
に
訪
れ

る
物
は
魔
縁
で
あ
る
と
認
識
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

結
論
を
急
ご
う
。
妖
怪
の
類
い
は
確
か
に
夕
方
と
朝
方
の
薄
暮
の
時
間
帯
に
出
現
退
場
す
る
と

い
う
性
格
を
持
っ
て
い
た
。
こ
の
性
格
は
、
益
田
勝
美
の
言
う
通
り
で
あ
っ
た
。
そ
の
一
方
で
、

夜
中
の
時
間
に
出
現
退
場
す
る
と
い
う
性
格
も
妖
怪
は
持
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

こ
の
二
つ
の
時
間
は
当
時
の
人
々
に
ど
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
夜
中
の
時
間
、

と
く
に
そ
の
終
了
後
の
時
間
帯
は
暁
と
呼
ば
れ
た
。
午
前
三
時
か
ら
午
前
五
時
が
そ
の
時
間
帯

だ
っ
た
。
そ
の
終
了
時
点
で
は
明
る
い
こ
と
も
あ
る
が
、
少
な
く
と
も
そ
の
開
始
時
点
で
は
、
一

年
中
真
っ
暗
で
あ
っ
た
。

で
は
な
ぜ
妖
怪
は
真
っ
暗
な
時
間
に
退
場
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
時
間
を
天
皇
を
中
心
と

す
る
貴
族
社
会
が
作
り
出
し
て
い
た
か
ら
と
予
測
す
る
こ
と
は
た
や
す
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。

本
来
、
朝
夕
の
薄
暮
を
登
場
・
退
場
時
間
と
し
て
い
た
妖
怪
も
、
天
皇
制
の
時
間
区
分
の
時
代

に
そ
の
ル
ー
ル
に
従
う
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
れ
が
私
の
本
稿
の
結
論
で
あ
る
。

別
の
視
点
で
、
朝
夕
の
薄
暮
を
登
場
・
退
場
時
間
と
と
ら
え
る
考
え
と
夜
中
を
妖
怪
の
活
動
時

間
と
考
え
る
二
つ
の
考
え
を
対
比
的
に
と
ら
え
る
な
ら
、
前
者
が
古
く
後
者
が
新
し
い
と
も
言
え

る
。
こ
の
時
代
に
妖
怪
が
夕
方
や
朝
方
に
現
れ
る
と
、
薄
暮
の
時
間
が
妖
怪
の
登
場
時
間
・
退
場

時
間
だ
と
い
う
注
釈
が
付
け
ら
れ
て
い
る
の
を
よ
く
目
に
す
る
。
確
か
に
そ
れ
は
正
し
い
一
面
を

持
っ
て
い
た
。
た
だ
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
一
面
で
あ
り
、
全
て
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
こ
の
時

代
夜
中
が
妖
怪
の
活
動
時
間
で
あ
っ
た
と
い
う
常
識
を
失
わ
せ
る
側
面
を
強
く
持
っ
て
い
る
の
で

あ
っ
た
。

特
に
そ
れ
が
強
く
表
れ
る
の
は
、
朝
方
の
薄
暮
の
時
間
（
退
場
時
間
）
に
つ
い
て
の
注
釈
で

あ
っ
た
。
平
安
時
代
・
鎌
倉
時
代
の
暁
は
明
る
く
な
い
。
そ
れ
な
の
に
、
暁
を
薄
暮
と
と
ら
え
る

と
ら
え
方
が
行
わ
れ
る
か
ら
で
あ
っ
た
。

妖
怪
の
登
場
・
退
場
時
間
に
は
二
つ
の
考
え
方
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
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