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吉

海

直

人

一

こ
の
た
び
勤
務
先
の
同
僚
で
あ
る
小
林
賢
章
氏
が
︑
平
安
時
代
の
時
間

表
現
に
つ
い
て
の
研
究
を
角
川
選
書
の
一
冊
と
し
て
公
刊
さ
れ
た
︒
ま
ず

は
出
版
の
お
祝
い
を
申
し
上
げ
た
い
︒

実
は
本
書
に
先
立
っ
て
︑
小
林
氏
は
二
〇
〇
三
年
に
和
泉
書
院
か
ら

﹃
ア
カ
ツ
キ
の
研
究
平
安
人
の
時
間
﹄
と
い
う
本
を
出
し
て
お
ら
れ
る
︒

こ
れ
は
﹁
明
く
﹂
と
い
う
時
間
動
詞
と
﹁
暁
﹂
と
い
う
特
定
の
時
間
帯
に

絞
っ
た
︑
日
本
で
最
初
の
古
典
に
お
け
る
時
間
表
現
に
関
す
る
研
究
書
で

あ
る
︒

そ
れ
ま
で
時
間
表
現
に
関
心
の
薄
か
っ
た
私
は
︑
前
著
を
大
変
興
味
深

く
読
ま
せ
て
い
た
だ
い
た
︒
そ
し
て
こ
の
研
究
成
果
は
︑﹃
源
氏
物
語
﹄

の
研
究
に
も
応
用
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
至
っ
た
︒
そ
こ
で
小
林

氏
の
さ
ら
な
る
研
究
の
進
展
を
期
待
し
︑
一
刻
も
早
く
二
冊
目
の
研
究
書

を
出
さ
れ
る
こ
と
を
お
勧
め
し
た
︒
そ
れ
も
あ
っ
て
私
は
本
書
の
刊
行
を

誰
よ
り
も
喜
ん
で
い
る
︒

と
こ
ろ
で
本
書
は
︑
前
著
か
ら
ち
ょ
う
ど
十
年
後
の
出
版
で
あ
っ
た
︒

も
ち
ろ
ん
前
著
の
単
な
る
焼
き
直
し
で
は
︑
編
集
者
も
首
を
縦
に
振
り
に

く
い
だ
ろ
う
︒
前
著
を
も
と
に
し
て
は
い
て
も
︑
徹
底
的
に
日
付
変
更
時

点
に
こ
だ
わ
り
続
け
て
い
る
小
林
氏
の
情
熱

(
執
念
)
が
︑
本
書
の
刊
行

を
可
能
に
し
た
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
あ
る
ま
い
︒
前
著
を
お
読
み
に

な
っ
た
方
も
︑
本
書
を
読
ん
で
い
た
だ
け
れ
ば
︑
そ
の
こ
と
が
実
感
さ
れ

る
は
ず
で
あ
る
︒
本
書
は
﹁
暁
﹂
の
研
究
と
い
う
以
上
に
︑
午
前
三
時
と

い
う
時
間
の
重
要
性
を
こ
れ
で
も
か
と
畳
み
掛
け
て
い
る
点
に
特
徴
が
あ

る
︒
い
わ
ば
本
書
は
︿
午
前
三
時
﹀
の
研
究
な
の
で
あ
る
︒
こ
れ
も
他
に

例
を
見
な
い
も
の
で
あ
ろ
う
︒

七
七



早
速
本
書
の
内
容
に
分
け
入
っ
て
み
よ
う
︒
ま
ず
小
林
氏
は
﹁
は
じ
め

に
﹂
の
中
で
︑

『源
氏
物
語
﹄
中
に
使
用
さ
れ
て
い
る
時
刻
表
現
は
︑
子
の
時
1
回
︑

丑
の
時
0
回
︑
寅
の
時
0
回
︑
卯
の
時
1
回
︑
辰
の
時
1
回
︑
巳
の

時
2
回
︑
午
の
時
0
回
︑
未
の
時
2
回
︑
申
の
時
3
回
︑
酉
の
時
0

回
︑
戌
の
時
1
回
︑
亥
の
時
0
回
で
あ
る
︒

と
述
べ
て
お
ら
れ
る
︒
平
安
時
代
を
対
象
に
さ
れ
る
以
上
︑﹃
源
氏
物
語
﹄

は
避
け
て
通
れ
な
い
作
品
な
の
で
︑
む
し
ろ
積
極
的
に
取
り
込
ま
れ
て
い

る
の
で
あ
ろ
う
︒
そ
れ
は
そ
れ
と
し
て
︑
私
は
こ
の
数
字
を
見
て
違
和
感

を
覚
え
た
︒
と
い
う
の
も
︑
小
林
氏
は
こ
こ
で
寅
の
時
の
用
例
数
を
﹁
0

回
﹂
と
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
︒
私
の
記
憶
で
は
︑
前
著
の
第
一
章
に

賢
木
巻
の
﹁
寅
一
つ
﹂
が
引
用
さ
れ
て
い
た
は
ず
だ
︒
そ
の
大
事
な
例
が

ど
う
し
て
本
書
で
忘
却
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
︒

気
に
な
っ
て
﹃
源
氏
物
語
大
成
﹄
の
索
引
で
調
べ
て
み
た
と
こ
ろ
︑

｢子
の
刻
﹂
1
例

(梅
枝
巻
)・﹁
丑
﹂
1
例

(桐
壺
巻
)・﹁
寅
一
つ
﹂

1
例

(賢
木
巻
)・﹁
卯
の
刻
﹂
1
例

(行
幸
巻
)・﹁
辰
の
刻
﹂
1
例

(松
風
巻
)・﹁
巳
の
刻
﹂
2
例

(玉
鬘
巻
・
藤
裏
葉
巻
)・﹁
午
の
刻
﹂

1
例

(胡
蝶
巻
)・﹁
未
の
刻
﹂
2
例

(蛍
巻
・
若
菜
上
巻
)・﹁
申
の

刻
﹂
3
例

(桐
壺
巻
・
賢
木
巻
・
須
磨
巻
)・﹁
酉
﹂
0
例
・﹁
戌
の

刻
﹂
1
例

(梅
枝
巻
)・
﹁
亥
﹂
0
例

と
い
う
結
果
に
な
っ
た
︒
小
林
氏
の
調
査

(
十
一
例
)
よ
り
も
丑
・
寅
・

午
の
各
一
例
︑
計
三
例
が
増
加
で
き
た
︒
わ
ず
か
三
例
の
相
違

(
増
加
)

で
は
あ
る
が
︑﹁
寅
一
つ
﹂
(
賢
木
巻
)
の
み
な
ら
ず
﹁
右
近
の
司
の
宿
直

奏
の
声
聞
こ
ゆ
る
は
︑
丑
に
な
り
ぬ
る
な
る
べ
し
﹂
(
桐
壺
巻
)
も
看
過

で
き
な
い
用
例
と
思
わ
れ
る
の
で
︑
増
刷
さ
れ
る
際
に
は
是
非
修
正
し
て

い
た
だ
き
た
い
︒

二

次
に
本
書
と
前
著
と
の
違
い
は
ど
う
な
っ
て
い
る
の
か
︑
気
に
な
っ
た

の
で
調
べ
て
み
た
︒
す
る
と
す
ぐ
に
目
に
付
い
た
こ
と
が
あ
る
︒
前
著
の

﹁
は
じ
め
に
﹂
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
図
表
と
︑
本
書
の
﹁
は
じ
め
に
﹂
に

掲
載
さ
れ
て
い
る
丸
い
図
表
を
比
較
し
た
と
こ
ろ
︑
大
事
な
﹁
暁
﹂
の
時

間
帯
が
本
書
で
は
短
く
な
っ
て
い
る
で
は
な
い
か
︒

前
著
に
お
け
る
﹁
暁
﹂
は
︑
午
前
三
時
か
ら
日
の
出
前
ま
で
に
な
っ
て

い
た
︒
そ
れ
が
本
書
で
は
午
前
三
時
か
ら
午
前
五
時
ま
で
の
二
時
間
に
限

定
・
短
縮
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
︒
要
す
る
に
﹁
暁
﹂
の
始
ま
り
は
変
わ

ら
な
い
が

(
こ
れ
が
論
の
根
本
)︑
終
わ
り
の
時
刻
が
変
更
・
修
正
さ
れ

て
い
た
の
で
あ
る
︒
こ
れ
は
私
に
と
っ
て
は
か
な
り
大
き
な
改
正
に
思
え
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た
︒こ

れ
に
関
し
て
小
林
氏
は
︑
前
著
に
お
い
て
も
平
安
朝
は
﹁
定
時
法
﹂

で
あ
る
こ
と
を
主
張
し
て
お
ら
れ
た
︒
だ
か
ら
こ
そ
視
覚
で
判
断
で
き
な

い
午
前
三
時
が
︑︿
日
付
変
更
時
点
﹀
と
し
て
固
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
︒

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑﹁
暁
﹂
の
終
わ
り
が
日
の
出
前
と
い
う
の
で
は
︑

季
節
に
よ
っ
て
時
間
が
異
な
る
こ
と
に
な
る
︒
そ
れ
こ
そ
﹁
不
定
時
法
﹂

で
あ
る
︒
そ
う
な
る
と
﹁
暁
﹂
は
︑
定
時
法
で
始
ま
っ
て
不
定
時
法
で
終

る
こ
と
に
な
る
わ
け
だ
が
︑
こ
れ
は
説
明
と
し
て
や
は
り
不
備
で
あ
ろ
う
︒

お
そ
ら
く
小
林
氏
も
そ
の
こ
と
に
気
づ
か
れ
た
に
違
い
な
い
︒
だ
か
ら

こ
そ
本
書
で
は
︑
前
著
の
定
義
を
訂
正
し
て
︑
終
わ
り
の
時
間
も
﹁
定
時

法
﹂
で
首
尾
一
貫
さ
れ
た
と
推
察
さ
れ
る
︒
こ
れ
こ
そ
が
十
年
間
の
研
究

の
進
展
・
成
果
と
い
う
こ
と
に
な
る

(も
は
や
前
著
か
ら
引
用
す
る
の
は

危
険
？
)︒

た
だ
し
こ
の
大
き
な
変
更
に
つ
い
て
︑
本
書
で
は
そ
の
こ
と
が
き
ち
ん

と
表
明
さ
れ
て
い
な
い
恨
み
が
あ
る
︒
わ
ず
か
に
︑

以
前
は
︑
薄
暮
に
暁
と
つ
と
め
て
の
境
を
置
い
た
が
︑
少
な
く
と
も

平
安
時
代
で
は
︑
暁
と
つ
と
め
て
の
境
は
午
前
五
時
と
す
る
の
が
妥

当
で
は
︑
と
今
は
考
え
て
い
る
︒

(65
頁
)

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
︒
こ
の
曖
昧
な
物
言
い
で
は
︑
明
確
に

前
著
を
修
正
さ
れ
て
い
る
と
は
受
け
取
り
に
く
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒

ま
た
﹁
今
は
考
え
て
い
る
﹂
と
い
う
表
現
で
は
︑
﹁
薄
暮
﹂
説
を
き
っ
ぱ

り
否
定
し
た
こ
と
に
は
な
る
ま
い
︒
そ
れ
こ
そ
き
ち
ん
と
論
証
し
て
い
た

だ
き
た
い
︒

そ
れ
だ
け
で
は
な
い
︒
こ
の
修
正
は
自
ず
か
ら
他
の
時
間
表
現
と
も
連

動
す
る
こ
と
に
な
る
︒
ま
ず
﹁
つ
と
め
て
﹂
の
始
ま
り
の
時
間
を
修
正
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
︒
前
著
で
は
﹁
つ
と
め
て
﹂
に
つ
い
て
詳
し
く

言
及
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
が
︑
本
書
の
第
二
章
の
後
半
で
は
︑

平
安
時
代
の
暁
は
寅
の
刻

(
午
前
三
時
～
午
前
五
時
)
だ
っ
た
︒
そ

れ
に
続
い
て
︑
卯
の
刻

(午
前
五
時
～
七
時
)
以
降
巳
の
刻

(
午
前

九
時
～
十
一
時
)
ま
で
が
つ
と
め
て
だ
っ
た
︒
つ
と
め
て
が
単
独
で

使
わ
れ
る
と
き
は
︑
卯
の
刻
を
意
識
し
て
使
わ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ

た
︒

(65
頁
)

と
︑﹁
暁
﹂
に
つ
な
が
る
時
間
帯
と
し
て
解
説
し
て
お
ら
れ
る
︒
も
ち
ろ

ん
第
二
章
は
﹁
つ
と
め
て
﹂
の
研
究
で
は
な
く
︑
あ
く
ま
で
﹁
暁
﹂
の
終

了
時
間

(﹁
つ
と
め
て
﹂
と
の
境
界
線
)
を
決
定
す
る
こ
と
に
主
眼
が

あ
っ
た
︒
そ
の
意
味
で
は
︑
改
め
て
﹁
つ
と
め
て
﹂
を
独
立
さ
せ
て
論
じ

た
方
が
わ
か
り
や
す
い
の
で
︑
小
林
氏
の
﹁
つ
と
め
て
﹂
論
に
期
待
し
た

い
︒
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三

そ
れ
に
さ
ら
に
連
動
し
て
︑﹁
あ
さ
ぼ
ら
け
﹂﹁
し
の
の
め
﹂﹁
あ
け
ぼ

の
﹂
の
定
義
は
ど
う
だ
ろ
う
か
︒
私
は
前
著
の
﹁
暁
﹂
の
定
義
か
ら
︑
そ

れ
を
﹁
暁
﹂
の
後
半
部

(午
前
五
時
以
降
日
の
出
前
ま
で
)
と
勝
手
に
位

置
づ
け
て
い
た
︒
と
こ
ろ
が
本
書
で
は
︑
午
前
五
時
で
﹁
暁
﹂
が
終
了
し

て
し
ま
う
こ
と
に
な
っ
た
の
で
︑﹁
あ
さ
ぼ
ら
け
﹂﹁
し
の
の
め
﹂﹁
あ
け

ぼ
の
﹂
を
ど
の
よ
う
に
位
置
付
け
た
ら
い
い
の
か
迷
っ
て
し
ま
う

(季
節

に
よ
る
変
化
に
ま
っ
た
く
対
応
で
き
な
い
)︒

単
純
に
﹁
暁
﹂
終
了
後
か
ら
日
の
出
前
ま
で
と
割
り
切
る
こ
と
も
で
き

る
が
︑
そ
う
な
る
と
﹁
暁
﹂
と
﹁
あ
さ
ぼ
ら
け
﹂﹁
し
の
の
め
﹂﹁
あ
け
ぼ

の
﹂
は
全
く
時
間
的
に
重
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
︒
ま
た
始
ま
り
が
定
時

法
で
終
わ
り
が
不
定
時
法
と
い
う
前
著
同
様
の
不
備
が
新
た
に
生
じ
て
し

ま
い
か
ね
な
い
︒

こ
れ
に
関
し
て
小
林
氏
も
説
明
不
足
に
気
づ
か
れ
た
の
か
︑
本
書
と
は

別
に
﹁﹁
ア
サ
ボ
ラ
ケ
﹂
考
﹂
(同
志
社
女
子
大
学
学
術
研
究
年
報
63
・
二

〇
一
二
年
一
二
月
)
を
発
表
し
て
お
ら
れ
る
︒
論
文
の
刊
行
年
次
は
本
書

出
版
の
前
だ
が
︑
雑
誌
の
方
が
ス
ピ
ー
デ
ィ
ー
に
刊
行
さ
れ
︑
単
行
本
は

刊
行
ま
で
に
か
な
り
時
間
が
か
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
︑
こ
れ
を
本
書
へ

収
録
す
る
時
間
的
余
裕
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
︒

こ
の
論
に
よ
れ
ば
︑﹁
あ
さ
ぼ
ら
け
﹂
は
﹁
暁
﹂
と
同
じ
く
午
前
三
時

か
ら
始
ま
る
と
さ
れ
て
い
る
︒
こ
れ
も
か
な
り
の
驚
き
で
あ
っ
た

(従
来

の
説
と
は
大
き
く
異
な
る
)
︒
た
だ
し
そ
の
終
了
時
間
に
つ
い
て
は
は
っ

き
り
言
及
さ
れ
て
い
な
い
︒
か
ろ
う
じ
て
こ
の
論
の
末
尾
で
︑

ア
ケ
ボ
ノ
と
ア
サ
ボ
ラ
ケ
の
違
い
は
︑
お
そ
ら
く
時
間
帯
を
重
く
見

る
ア
サ
ボ
ラ
ケ
と
視
覚
性
が
強
い
ア
ケ
ボ
ノ
と
い
っ
た
違
い
が
あ
っ

た
の
で
は
と
私
に
推
測
を
述
べ
て
お
く
︒
実
際
の
時
間
帯
は
そ
れ
ほ

ど
の
差
が
な
い
と
い
う
考
え
で
あ
る
︒

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
︑
暗
い
﹁
あ
さ
ぼ
ら
け
﹂
と
視
覚
を
重
視
す
る

(明
る
さ
が
問
題
と
な
る
)﹁
曙
﹂
の
時
間
帯
に
差
が
な
い
と
い
う
の
で
は
︑

説
明
と
し
て
納
得
で
き
そ
う
も
な
い
︒
小
林
氏
は
午
前
三
時
に
論
を
集
中

さ
せ
て
い
る
の
で
︑
終
了
時
間
に
は
あ
ま
り
関
心
が
な
い
ら
し
い
が
︑
そ

れ
で
も
ど
の
よ
う
に
重
な
る
の
か
分
け
ら
れ
る
の
か
︑
で
き
る
だ
け
わ
か

り
や
す
く
説
明
し
て
い
た
だ
き
た
い
︒
と
い
う
以
上
に
︑
是
非
斬
新
か
つ

納
得
で
き
る
﹁
曙
﹂
論
を
発
表
し
て
い
た
だ
き
た
い
︒

と
こ
ろ
で
図
表
を
見
て
い
て
気
に
な
っ
た
こ
と
が
あ
る
︒
日
付
変
更
時

点
で
あ
る
午
前
三
時
に
矢
印
が
向
っ
て
い
る
の
は
当
然
で
あ
ろ
う
︒
気
に

な
っ
た
の
は
実
線
と
点
線
が
用
い
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
︒
こ
れ
は
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ど
の
よ
う
に
理
解
す
れ
ば
い
い
の
だ
ろ
う
か

(そ
の
説
明
は
ど
こ
に
も
見

当
た
ら
な
い
)︒

一
例
と
し
て
﹁
今
宵
・
夜
も
す
が
ら
・
夜
一
夜
﹂
を
あ
げ
る
と
︑
亥
の

刻
以
前
は
点
線
で
︑
子
の
刻
・
丑
の
刻
は
実
線
に
な
っ
て
い
る
︒
実
は
前

著
の
図
表
を
見
る
と
︑
亥
の
刻
以
前
も
実
線
に
な
っ
て
い
た
︒
こ
れ
に
関

連
し
て
﹁
ヨ
モ
ス
ガ
ラ
考
﹂
の
末
尾
で
︑﹁
ヨ
モ
ス
ガ
ラ
の
始
ま
り
は
日

没
で
あ
っ
た
が
︑
そ
の
終
了
時
点
は
午
前
三
時
で
あ
っ
た
︒﹂
(
124
頁
)
と

論
じ
ら
れ
て
い
る
︒
そ
う
な
る
と
点
線
も
そ
の
時
間
帯
に
含
ま
れ
る
こ
と

に
な
る
︒
こ
れ
を
斟
酌
す
る
に
︑
実
線
の
方
が
点
線
よ
り
重
要
と
い
う
こ

と
で
あ
ろ
う
か
︒
わ
ざ
わ
ざ
点
線
に
し
て
表
示
し
て
い
る
の
だ
か
ら
︑
是

非
そ
の
意
図

(実
線
と
点
線
の
違
い
)
を
説
明
し
て
い
た
だ
き
た
い
︒

つ
い
で
な
が
ら
前
著
で
も
︑﹁
こ
の
時
代
の
ヨ
モ
ス
ガ
ラ
は
日
暮
れ
か

ら
は
よ
い
の
だ
が
︑
夜
明
け
前
ま
で
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
な
る
の
で
あ

る
︒﹂
(
112
頁
)
と
述
べ
ら
れ
て
い
た
︒
そ
れ
が
本
書
で
は
︑
始
ま
り
の
時

間
に
つ
い
て
の
コ
メ
ン
ト
は
一
切
認
め
ら
れ
な
く
な
っ
て
い
る
︒
や
は
り

小
林
氏
の
関
心
は
︑
午
前
三
時
に
集
中
し
て
い
る
こ
と
が
読
み
取
れ
る
︒

た
だ
し
前
著
の
説
が
そ
の
ま
ま
生
き
て
い
る
と
す
れ
ば
︑﹁
夜
も
す
が
ら
﹂

は
日
暮
れ
か
ら
始
ま
る
こ
と
に
な
る
が
︑
そ
れ
な
ら
点
線
も
そ
こ
ま
で
延

ば
す
べ
き
で
あ
ろ
う
︒

四

こ
こ
で
参
考
ま
で
に
本
書
の
目
次
を
掲
載
し
て
お
き
た
い
︒
書
名
に

﹁
謎
を
解
く
﹂
と
あ
る
が
︑
こ
れ
は
あ
く
ま
で
読
者
の
購
買
意
欲
を
そ
そ

る
便
法
で
あ
り
︑
本
書
が
い
わ
ゆ
る
﹁
謎
解
き
本
﹂
で
な
い
こ
と
は
い
う

ま
で
も
な
い

(
目
次
に
﹁
謎
﹂
と
い
う
表
現
は
使
わ
れ
て
い
な
い
)︒

目
次

は
じ
め
に

︱
︱
『
枕
草
子
﹄
二
九
三
段
を
例
に
と
っ
て

第
一
章

平
安
時
代
︑
日
付
は
い
つ
変
わ
っ
た
か

第
二
章

｢暁
｣

︱
︱
男
女
の
思
い
が
交
錯
し
た
時
間

第
三
章

｢有
明
｣

︱
︱
平
安
人
の
美
意
識
が
重
な
る
言
葉

第
四
章

動
詞
﹁
明
く
﹂
が
持
つ
重
要
な
意
味

第
五
章

｢夜
も
す
が
ら
・
夜
一
夜
｣

︱
︱
平
安
人
の
﹁
一
晩
中
﹂
と

は

第
六
章

｢今
宵
｣

︱
︱
今
晩
も
昨
晩
も

第
七
章

｢
夜
を
こ
め
て
｣

︱
︱
い
つ
﹁
鳥
の
空
音
﹂
を
は
か
っ
た
か
？

第
八
章

｢さ
夜
更
け
て
｣

︱
︱
午
前
三
時
に
向
う
動
き

あ
と
が
き
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こ
れ
を
前
著
と
比
較
す
る
と
︑﹁
は
じ
め
に
﹂
の
副
題
に
﹁﹃
枕
草
子
﹄

二
九
三
段
﹂
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
点
が
注
目
さ
れ
る
︒
前
著
の
目
次
に

﹃
枕
草
子
﹄
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
が
︑
本
書
で
は
目
次
だ
け
で
な
く
帯
の

宣
伝
文
句
に
も
︑﹁
“
暁
”
は
真
夜
中
だ
っ
た
！

枕
草
子
や
源
氏
物
語
の

読
み
方
を
変
え
る
平
安
時
代
の
︑
時
間
表
現
の
新
説
！
﹂
と
書
か
れ
て
い

る
︒
こ
こ
か
ら
本
書
で
は
﹃
枕
草
子
﹄
が
か
な
り
重
視
さ
れ
て
い
る
こ
と

が
窺
え
る
︒

そ
の
こ
と
は
本
書
に
ど
れ
だ
け
﹃
枕
草
子
﹄
か
ら
引
用
さ
れ
て
い
る
か

を
見
れ
ば
︑
よ
り
は
っ
き
り
す
る
︒
第
一
章
に
は
二
七
四
段
が
引
用
さ
れ

て
い
る
し
︑
第
二
章
に
は
六
〇
段
・
一
五
四
段
︑
第
五
章
に
は
一
二
五
段
︑

第
七
章
に
は
一
三
〇
段
が
引
用
さ
れ
て
い
る
︒
特
に
第
七
章
﹁
夜
を
こ
め

て
﹂
は
﹃
枕
草
子
﹄
が
論
の
中
心
に
な
っ
て
い
る
︒
こ
う
し
て
見
る
と
︑

﹁
暁
﹂
の
視
点
は
﹃
枕
草
子
﹄
の
研
究
に
か
な
り
有
効
と
い
う
こ
と
に
な

り
そ
う
だ

(﹃
源
氏
物
語
﹄
は
も
ち
ろ
ん
だ
が
﹃
更
級
日
記
﹄
の
引
用
も

多
い
)︒

目
次
全
体
を
見
渡
し
た
と
こ
ろ
︑
前
著
の
後
半
に
置
か
れ
て
い
た
﹁
第

八
章
万
葉
の
日
付
変
更
時
点
﹂﹁
第
九
章
ヨ
ル
ヒ
ル
考
﹂﹁
第
十
章
覚
一
本

の
日
付
変
更
時
点
﹂
の
三
章
が
抜
け
落
ち
て
い
る
こ
と
に
気
づ
く
︒﹃
万

葉
集
﹄・﹃
平
家
物
語
﹄
な
ど
を
省
く
こ
と
に
よ
っ
て
︑
戦
略
的
に
平
安
朝

に
限
定
し
た
論
と
し
て
構
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
読
み
取
れ
る
︒

逆
に
前
著
に
な
く
て
本
書
に
初
め
て
登
場
し
て
い
る
の
が
﹁
第
七
章
夜

を
こ
め
て
﹂﹁
第
八
章
小
夜
更
け
て
﹂
の
二
章
で
あ
る
︒
せ
っ
か
く
な
の

で
新
し
く
加
わ
っ
た
二
章
に
つ
い
て
︑
さ
ら
に
詳
し
く
内
容
を
確
認
し
て

み
た
い
︒

五

ま
ず
﹁
夜
を
こ
め
て
﹂
だ
が
︑
こ
の
歌
は
﹃
枕
草
子
﹄
あ
る
い
は
百
人

一
首
で
有
名
で
あ
る
︒
こ
こ
で
小
林
氏
は
︑
後
接
す
る
動
詞
に
よ
っ
て
意

味
を
二
分
さ
れ
て
い
る
︒
後
接
す
る
の
が
継
続
動
詞
な
ら
︑﹁
夜
を
こ
め

て
﹂
は
午
前
三
時
ま
で
を
意
味
し
︑
後
接
す
る
の
が
瞬
間
動
詞
な
ら
午
前

三
時
を
越
え
た
時
点
と
し
て
お
ら
れ
る
︒
要
す
る
に
﹁
夜
を
こ
め
て
﹂
は
︑

午
前
三
時
を
跨
い
で
使
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
︒
こ
れ
は
午
前
三
時

ま
で
か
午
前
三
時
か
ら
か
を
問
題
に
し
て
こ
ら
れ
た
小
林
論
に
と
っ
て
は
︑

か
な
り
ゆ
ゆ
し
い
問
題
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
七

章
で
は
継
続
動
詞
の
み
が
重
視
さ
れ
︑
瞬
間
動
詞
の
用
法
が
軽
視
さ
れ
て

い
る
よ
う
に
思
え
て
な
ら
な
い
︒

ま
し
て
﹃
枕
草
子
﹄
の
場
合
は
︑
本
当
の
鶏
の
声
な
ら
ぬ
鶏
の
鳴
き
真

似

(し
か
も
漢
籍
引
用
)
で
あ
る
︒
こ
れ
に
つ
い
て
小
林
氏
は
何
も
コ
メ
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ン
ト
さ
れ
て
い
な
い
が
︑
本
来
﹁
鶏
鳴
﹂
は
男
女
の
別
れ
を
告
げ
る
シ
グ

ナ
ル

(時
計
)
で
あ
っ
た
︒
だ
か
ら
﹁
鶏
鳴
﹂
は
男
女
の
後
朝
の
別
れ
に

機
能
す
る
の
で
あ
る
︒
そ
の
こ
と
に
触
れ
な
い
で
︑
正
反
対
の
男
女
の
逢

瀬
に
適
応
さ
せ
よ
う
と
す
る
の
は
︑
い
さ
さ
か
無
理
が
あ
る
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
︒

も
ち
ろ
ん
こ
の
場
合
は
︑﹁
鶏
鳴
﹂
で
は
な
く
あ
く
ま
で
﹁
鶏
の
鳴
き

真
似
﹂
な
の
だ
が
︑
そ
れ
で
も
事
情
は
変
わ
る
ま
い
︒
小
林
氏
は
継
続
動

詞
に
こ
だ
わ
っ
て
︑﹁
一
晩
中
鶏
の
鳴
き
真
似
を
し
て
も
逢
い
ま
せ
ん
﹂

と
し
て
お
ら
れ
る
が
︑
現
実
問
題
と
し
て
一
番
鳥
が
一
度
で
も
鳴
い
た
ら
︑

そ
れ
こ
そ
小
林
氏
の
主
張
さ
れ
て
い
る
﹁
暁
﹂
の
到
来
を
告
げ
る
シ
グ
ナ

ル
な
の
だ
か
ら
︑
当
然
︑
男
女
の
後
朝
の
別
れ
の
合
図
と
し
て
機
能
す
る

は
ず
で
あ
る(1

)
︒
と
い
う
以
上
に
鶏
は
一
晩
中
鳴
く
も
の
で
は
あ
る
ま
い
︒

﹃
枕
草
子
﹄
の
本
文
に
依
拠
す
れ
ば
︑
第
一
に
行
成
は
丑
の
刻
前
に
清

少
納
言
の
元
を
去
っ
て
い
る
︒
こ
れ
は
瞬
間
動
詞
と
な
る
は
ず
で
あ
る
︒

そ
れ
を
中
国
の
﹁
鶏
鳴
狗
盗
﹂
の
故
事
に
重
ね
て
︑﹁
鶏
の
声
に
催
さ
れ

て
﹂
と
言
っ
て
き
た
の
で
あ
る
か
ら
︑
こ
れ
も
瞬
間
動
詞
的
解
釈
の
は
ず

で
あ
る

(﹁
鶏
鳴
﹂
は
夜
中
に
一
度
試
み
ら
れ
た
だ
け
で
関
は
開
門
し
て

い
る
)︒

そ
れ
を
踏
ま
え
た
上
で
︑
逢
坂
の
関
の
場
合
だ
け
は
帰
る
の
で
は
な
く

逢
う
こ
と
に
転
換
さ
れ
て
い
る
︒
た
と
え
そ
れ
が
比
喩
で
あ
っ
て
も
︑
こ

の
ベ
ク
ト
ル
の
ズ
レ
は
問
題
に
な
ら
な
い
の
だ
ろ
う
か
︒
実
は
﹃
枕
草

子
﹄
を
研
究
し
て
お
ら
れ
る
藤
本
宗
利
氏
は
︑
そ
の
こ
と
を
な
ん
と
か
合

理
化
す
る
た
め
に
︑

そ
の
鶏
の
声
は
︑
き
っ
と
恐
ろ
し
い
私
の
も
と
か
ら
早
く
逃
げ
だ
し

た
く
て
う
ず
う
ず
し
て
い
た
誰
か
さ
ん
が
こ
し
ら
え
た
︑
偽
り
事
で

ご
ざ
い
ま
し
た
で
し
ょ
う
︒

(﹃
枕
草
子
研
究
﹄
風
間
書
房
・
平
成
14
年
2
月
)

と
︑
斬
新
な
解
釈
を
提
示
し
て
お
ら
れ
る
︒
藤
本
氏
は
あ
く
ま
で
後
朝
風

に
︑
函
谷
関
の
関
守
は
騙
せ
て
も
︑
賢
い
関
守
で
あ
る
私
は
鶏
の
鳴
き
真

似
に
騙
さ
れ
て
あ
な
た
を
早
く
帰
し
た
り
は
し
ま
せ
ん
︑
と
訳
し
て
い
る

の
で
あ
る
︒

話
の
流
れ
を
ス
ム
ー
ズ
に
と
ら
え
れ
ば
︑
無
理
に
鶏
鳴
に
よ
っ
て
逢
う

と
す
る
よ
り
︑
後
朝
の
別
れ
の
こ
と
と
す
る
方
が
ず
っ
と
わ
か
り
や
す
い
︒

と
い
う
よ
り
男
女
の
逢
瀬
が
前
提
と
な
っ
て
後
朝
の
別
れ
が
あ
る
の
だ
か

ら
︑
後
朝
の
別
れ
に
よ
っ
て
男
女
の
逢
瀬
が
既
成
事
実
に
な
っ
て
い
る
と

も
読
め
る
︒
も
ち
ろ
ん
そ
れ
は
事
実
で
は
な
く
︑
後
宮
に
お
け
る
大
人
の

擬
似
恋
愛
遊
戯
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い(
2
)
︒
こ
の
点
に
つ
い
て
藤

本
論
を
踏
ま
え
た
上
で
︑
小
林
氏
の
見
解

(解
釈
)
を
お
聞
か
せ
い
た
だ
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き
た
い
︒

も
う
一
つ
だ
け
気
に
な
る
こ
と
が
あ
る
︒
そ
れ
は
結
論
部
分
に
︑

こ
の
歌
に
お
け
る
夜
を
こ
め
て
の
時
間
を
具
体
的
に
い
え
ば
︑
午
前

一
時
か
ら
午
前
三
時
と
な
る
こ
と
は
本
文
か
ら
わ
か
る
︒﹁
一
晩
中
﹂︑

﹁
夜
通
し
﹂
よ
り
は
短
い
時
間
だ
が
︑
夜
を
こ
め
て
に
は
現
代
語
に

は
相
当
す
る
単
語
が
な
い
︒
終
了
時
点
だ
け
意
識
し
て
︑﹁
一
晩
中
﹂︑

﹁
夜
通
し
﹂
と
口
語
訳
し
て
お
く
の
が
︑
ベ
タ
ー
な
訳
で
あ
る
と
思

わ
れ
る
︒

と
あ
る
点
で
あ
る
︒
こ
れ
も
終
了
時
点

(午
前
三
時
)
に
意
識
が
あ
る
か

ら
な
の
だ
ろ
う
が
︑
こ
の
場
合
は
午
前
一
時
以
前
を
捨
象
し
た
解
釈

(丑

の
刻
以
前
が
丑
の
刻
に
す
り
か
え
ら
れ
て
い
る
)
を
提
示
さ
れ
て
い
る
こ

と
に
な
る
︒
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
わ
ず
か
二
時
間
を
﹁
一
晩
中
﹂

﹁
夜
通
し
﹂
と
訳
す
と
い
う
の
は
︑
時
間
帯
と
し
て
は
あ
ま
り
に
も
短
す

ぎ
る
と
思
え
る
が
︑
そ
の
点
は
い
か
が
で
あ
ろ
う
か
︒
こ
う
い
っ
た
私
の

素
朴
な
疑
問
点
に
つ
い
て
︑
是
非
わ
か
り
や
す
く
説
明
し
て
い
た
だ
き
た

い
︒

六

最
後
に
﹁
小
夜
更
け
て
﹂
論
で
あ
る
が
︑
小
林
氏
は
こ
れ
を
﹁
午
前
三

時
に
向
う
動
き
﹂
と
し
て
お
ら
れ
る
︒
そ
の
こ
と
を
証
明
す
る
た
め
に
︑

ま
ず
﹃
万
葉
集
﹄
の
歌
を
例
示
さ
れ
︑﹁
小
夜
更
け
て
﹂
が
﹁
暁
﹂
と
連

続
し
て
い
る
こ
と
を
論
じ
て
お
ら
れ
る
︒
ま
た
﹁
小
夜
更
け
て
﹂
が
﹁
夜

中
﹂
や
﹁
さ
夜
中
﹂
と
重
な
っ
て
い
る
こ
と
も
確
認
さ
れ
て
い
る
︒
そ
の

点
に
疑
問
は
な
い
︒

そ
の
上
で
︑
平
安
朝
の
用
例
の
検
討
が
行
わ
れ
る
わ
け
だ
が
︑
ど
う
い

う
わ
け
か
肝
心
の
﹁
小
夜
更
け
て
﹂
の
用
例
は
取
り
上
げ
ら
れ
ず
︑
類
似

す
る
﹁
夜
更
け
﹂
﹁
夜
は
更
け
﹂﹁
夜
や
更
け
﹂
の
用
例
に
置
き
換
え
て
検

討
し
て
お
ら
れ
る
︒
も
ち
ろ
ん
﹁
小
夜
更
け
て
﹂
の
﹁
さ
﹂
は
接
頭
語
で

あ
る
か
ら
︑﹁
夜
更
け
﹂
と
置
き
換
え
て
も
か
ま
わ
な
い
の
か
も
し
れ
な

い
が
︑﹁
小
夜
更
け
て
﹂
に
は
一
つ
大
事
な
用
法
が
あ
っ
た
︒

そ
れ
は
﹃
万
葉
集
﹄
の
例
を
含
め
て
︑
歌
語
と
し
て
確
立
し
て
い
る
こ

と
で
あ
る
︒
平
安
朝
に
お
い
て
も
︑
和
歌
に
詠
ま
れ
た
﹁
小
夜
更
け
て
﹂

の
用
例
が
多
数
存
在
す
る
︒
小
林
氏
は
前
章
に
お
い
て
百
人
一
首
の
﹁
夜

を
こ
め
て
﹂
歌
を
例
に
出
し
て
い
る
の
だ
か
ら
︑﹁
小
夜
更
け
て
﹂
に
し

て
も
百
人
一
首
に
あ
る
赤
染
衛
門
の
﹁
や
す
ら
は
で
﹂
歌
と
参
議
雅
経
の

書
評

小
林
賢
章
著
﹃﹁
暁
﹂
の
謎
を
解
く
﹄

八
四



﹁
み
吉
野
の
﹂
歌
の
二
例
く
ら
い
は
引
用
し
て
い
た
だ
き
た
い(3

)
︒
特
に
赤

染
衛
門
の
歌
は
︑
小
林
氏
の
主
張
さ
れ
る
﹁
暁
﹂
に
連
続
す
る
用
例
と
思

わ
れ
る
︒

そ
う
い
っ
た
豊
富
な
﹁
小
夜
更
け
て
﹂
の
用
例

(和
歌
)
が
存
す
る
に

も
か
か
わ
ら
ず
︑
小
林
氏
は
あ
え
て
﹁
夜
更
け
﹂﹁
夜
は
更
け
﹂﹁
夜
や
更

け
﹂
の
用
例
を
検
討
さ
れ
た
上
で
︑

結
論
と
し
て
︑
平
安
以
降
の
用
例
だ
が
︑﹁
さ
夜
更
け
て
﹂
は
︑﹁
丑

の
杭
刺
す
﹂
や
﹁
丑
二
つ
﹂︑﹁
丑
三
つ
﹂
の
時
間
と
共
起
し
て
い
た
︒

と
︑
い
か
に
も
﹁
小
夜
更
け
て
﹂
の
検
討
結
果
の
よ
う
に
結
論
付
け
ら
れ

る
の
は
︑
論
証
の
信
頼
性
と
し
て
い
か
が
で
あ
ろ
う
か
︒
た
と
え
﹁
小
夜

ふ
け
て
﹂
と
﹁
夜
更
け
﹂
が
同
一
の
時
間
帯
を
示
す
も
の
で
あ
っ
て
も
︑

だ
か
ら
と
い
っ
て
﹁
小
夜
更
け
て
﹂
の
用
例
の
検
討
が
不
要
な
は
ず
は
あ

る
ま
い
︒
こ
こ
は
是
非
﹁
小
夜
更
け
て
﹂
の
検
討
も
徹
底
的
に
行
っ
て
い

た
だ
き
た
い
︒

以
上
︑
本
書
を
熟
読
し
た
中
か
ら
生
じ
た
私
の
素
朴
な
疑
問
点
を
列
挙

さ
せ
て
い
た
だ
い
た
︒
つ
い
む
き
に
な
っ
て
︑
重
箱
の
隅
を
ほ
じ
く
る
よ

う
な
点
が
多
く
な
っ
た
こ
と
を
お
許
し
い
た
だ
き
た
い
︒
私
は
小
林
氏
の

時
間
表
現
研
究
は
重
要
で
あ
り
︑﹃
源
氏
物
語
﹄
や
﹃
枕
草
子
﹄
研
究
に

と
ど
ま
ら
ず
︑
古
典
文
学
研
究
全
体
に
大
い
に
役
立
つ
も
の
と
確
信
し
て

い
る
︒
そ
の
た
め
私
自
身
︑
こ
れ
ま
で
自
分
の
論
文
の
中
に
し
ば
し
ば
小

林
論
を
引
用
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
い
る
︒
そ
の
こ
と
も
あ
っ
て
︑
本
書
の

書
評
を
書
か
せ
て
も
ら
っ
た
次
第
で
あ
る
︒
小
林
氏
の
今
後
さ
ら
な
る
研

究
の
進
展
を
心
か
ら
お
祈
り
し
た
い
︒

(二
〇
一
三
年
三
月
二
五
日

角
川
選
書

二
一
四
頁

一
七
〇
〇
円
)

〔
注
︺

(1
)

た
だ
し
﹁
夜
も
す
が
ら
妹
が
結
べ
る
下
紐
は
鐘
と
と
も
に
ぞ
う
ち
と

け
に
け
る
﹂
は
題
に
﹁
及
暁
遂
会
恋
﹂
と
あ
る
の
で
︑
暁
に
至
っ
て
逢

瀬
を
も
っ
た
例
に
あ
げ
ら
れ
る
︒

(2
)

｢夜
を
こ
め
て
﹂
歌
に
関
し
て
は
︑
以
下
の
拙
論
も
参
照
し
て
い
た
だ

き
た
い
︒
吉
海
﹁
清
少
納
言
歌

(六
二
番
)
の
背
景

│
︱
行
成
と
の

擬
似
恋
愛
ゲ
ー
ム
│
︱
﹂
﹃
百
人
一
首
を
読
み
直
す

︱
︱
非
伝
統
的

表
現
に
注
目
し
て
︱
︱
﹄
(
新
典
社
選
書
)
平
成
23
年
5
月
︑
同

﹁﹃
枕
草
子
﹄﹁
頭
の
弁
の
︑
職
に
ま
ゐ
り
た
ま
ひ
て
﹂
章
段
に
つ
い
て
﹂

(﹁
教
室
の
内
外

(
3
)﹂
所
収
)
同
志
社
女
子
大
学
日
本
語
日
本
文
学

24
・
平
成
24
年
6
月
参
照
︒

(3
)

雅
経
の
﹁
小
夜
更
け
て
﹂
に
つ
い
て
は
︑
拙
論
で
﹁
秋
風
が
吹
く
﹂

の
掛
詞
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
論
じ
た
︒
吉
海
﹁
﹁
小
夜
更
け
て
﹂
考
﹂

解
釈
61
-
9
︑
10
・
平
成
27
年
10
月
︒

書
評

小
林
賢
章
著
﹃﹁
暁
﹂
の
謎
を
解
く
﹄

八
五


