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定
家
筆
土
佐
日
記
に
関
し
て
は
、

そ
の
書
写
態
度
が
恣
意
的
で
信
用
で
き
な
い
と
し
て
旧
来
の
大
家
た

ち
か
ら
非
難
を
浴
び
せ
ら
れ
て
き
た
。

こ
の
小
論
は
、
む
の
と
し
て
の
定
家
筆
土
佐
日
記
を
観
察
す
る
こ
と
で
、

こ
う
し
た
藤
原
定
家
に
向
け

ら
れ
た
非
難
に
つ
い
て
冤
罪
で
あ
る
こ
と
を
提
起
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
本
稿
の
目

的
は
、

定
家
筆
土
佐
日
記
と
い
う
本
に
つ
い
て
の
図
書
館
学
の
一
分
野
た
る
書
誌
学
的
な
考
察
を
主
眼
と

し
、

そ
の
文
学
的
評
価
や
国
語
学
的
な
意
味
に
つ
い
て
云
々
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
は
な
い
。

定
家
筆
土
佐
日
記
は
、

綴
葉
装
の
冊
子
本
で
二
十
七
枚
の
料
紙
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
が
、

そ
れ

を
十

一
枚
、

十
枚
、

六
枚
の
三
括
に
よ
っ
て
構
成
す
る
点
が
先
ず
奇
異
で
あ
る
。

い
わ
ば
出
来
損
な
い
の

製
本
で
あ
る
。

鎌
倉
期
の
為
家
筆
土
佐
日
記
を
忠
実
に
模
し
た
と
い
う
青
籍
書
屋
本
が
、

各
括
五
枚
十
丁

の
五
括
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る

（最
後
に
別
に
一
丁
が
付
く
が
）
の
と
比
べ
れ
ば
瞭
然
と
す
る
。

そ
し
て
、

藤
本
孝

一
の
指
摘
す
る
と
お
り
、

尊
経
閣
文
庫
の
原
本
に
は
そ
の
書
体
を
な
ぞ
り
書
き
に
よ

っ
て
定
家
様
に
整
え
た
箇
所
が
散
見
さ
れ
、

別
人
の
筆
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
て
い
る
。

そ
の
所
載
の
文
字
情
報
は
、

●
土
佐
日
記
本
文
、

の
紀
寅
之
の
手
跡
の
臨
模
、

０
書
写
に
つ
い
て
の
覚

え
書
き
の
三
つ
の
部
分
か
ら
成
っ
て
い
る
が
、

そ
れ
ら
を
検
討
し
た
と
こ
ろ
●
の
土
佐
日
記
本
文
は
、

０

の
書
写
の
覚
え
書
き
に
あ
る

「定
家
が
紀
買
之
自
筆
本
を
書
写
し
た
も
の
」
と
は
全
く
別
物
で
あ
る
こ
と

が
明
ら
か
と
な
る
。
と
言
う
こ
と
は
、

こ
の
定
家
筆
土
佐
日
記
は
内
容
的
に
も
分
裂
し
て
い
る
本
で
、

決

し
て
定
家
の
自
筆
で
も
な
け
れ
ば
定
家
監
督
に
よ
る
も
の
で
も
な
い
。

０
を

「定
家
が
紀
貫
之
自
筆
本
を

書
写
し
た
も
の
」
と
誤
信
し
た
何
者
か
が
、

そ
れ
を
の
と
Ｇ
と
合
体
さ
せ
て
一
冊
の
冊
子
本
と
し
た
も
の

と
し
か
考
え
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。

ま
た
、

大
型
の
巻
子
本
の
定
家
筆
土
佐
日
記
か
ら
、

そ
れ
よ
り
小
さ
い
紙
の
冊
子
本
に
直
接
書
写
す
る

こ
と
な
ど
作
業
と
し
て
不
可
能
で
、

そ
れ
に
先
だ
つ
０
で
は
な
い
別
の
写
本
が
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な

い
。こ

う
し
た
考
察
の
結
果
、

定
家
筆
土
佐
日
記
を
以
て
定
家

の
書
写
の
態
度
を
非
難
す
る
の
は
的
は
ず
れ

で
あ
り
、

も
の
と
し
て
の
定
家
筆
土
佐
日
記
に
つ
い
て
は
、

江
戸
期
の
補
修
に
よ

っ
て
匿
さ
れ
た
原
表
表

紙
の
破
壊
検
査
や
、

炭
素

１４
年
代
測
定
法
な
ど
に
よ
る
科
学
的
な
検
査
の
要
が
あ
る
こ
と
も
提
起
し
た
。
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Ｉ
　
は
じ
め
に
　
～
書
誌
学
的
と
は
何
か

本
稿
は
、

定
家
筆
土
佐
日
記
に
つ
い
て
書
誌
学
的
に
若
子
の
考
察
を
加
え
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

で
は
、

書
誌
学
的
と
は
何
か
。

書
誌
学
と
は
図
書
館
学
の
一
分
野
で
あ
る
が
、

こ
こ
で
扱
う
の
は
日
本
古
典
書
誌
学
で
あ
り
、

近
世
末

ま
で
の
書
籍
に
関
す
る
全
て
の
分
野
を
対
象
に
す
る
学
問
を
指
す
。

そ
し
て
、

そ
れ
は

０
　
書
籍
の
材
料
、

装
訂
、

付
属
品
な
ど
に
関
す
る
研
究
と
そ
の
歴
史
的
変
遷
に
関
す
る
研
究

０
　
書
籍
の
書
写
に
関
す
る

（年
代
、

様
式
、

材
料
、

方
法
な
ど
）
研
究
と
そ
の
歴
史
的
変
遷
に
関
す

る
研
究

０
　
書
籍
の
印
刷
に
関
す
る

（年
代
、

様
式
、

材
料
、

方
法
な
ど
）
研
究
と
そ
の
歴
史
的
変
遷
に
関
す

る
研
究

の
　
書
籍
の
内
容

（本
文
）
に
関
す
る

（成
立
、

編

・
著
者
、

系
統
、

校
訂
な
ど
）
研
究

０
　
書
籍
の
出
版
、

売
買
、

版
刻
、

製
本
の
各
業
に
関
す
る
研
究
と
そ
の
歴
史
的
変
遷
に
関
す
る
研
究

０
　
文
庫
及
び
蔵
書
家
に
関
す
る

（蔵
書
内
容
、

変
遷
、

蔵
書
印
・
票
な
ど
）
研
究

０
　
書
誌
学
的
成
果
に
関
す
る
調
査
、

評
価
と
そ
の
研
究
者
の
伝
記
な
ど
に
関
す
る
研
究

の
七
つ
に
大
別
＊
さ
れ
て
い
て
、

本
稿
で
も
右
に
含
ま
れ
る
事
柄
が
受
け
持
ち
と
な
る
。
し
か
し
、
よ
り

端
的
に
言
え
ば
、

藤
本
孝

一
が
諸
処
で
説
い
て
る

「本
そ
の
も
の
へ
の
視
点
」
米
が
私
の
関
心
で
あ
り
、

「も
の
」
と
し
て
の
本
を
考
察
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

な
の
で
、

文
学
と
し
て
の
土
佐
日
記
の
評

価
云
々
は
ハ
ナ
か
ら
考
察
の
対
象
外
で
あ
る
。

た
だ
し
、

対
象
と
な
る
定
家
筆
土
佐
日
記
は
、

国
宝
と
し
て
尊
経
閣
文
庫
の
所
蔵
と
な
っ
て
お
り
、

実

見
す
る
こ
と
は
現
実
に
無
理
で
あ
る
。
し
た
が
つ
て
、

本
稿
は
育
徳
財
団
か
ら
尊
経
閣
叢
書
と
し
て

一
九

二
人
年
に
刊
行
さ
れ
た
定
家
筆
土
佐
日
記
の
複
製
本

（以
下
、
「複
製
本
」
と
言
う
）
瑠
を
大
阪
府
立
中

之
島
図
書
館
で
閲
覧
複
写
す
る
こ
と
と
、

尊
経
閣
文
庫
に
赴
い
て
定
家
筆
土
左
日
記
を
調
査
し
た
藤
本
孝

一
の

「尊
経
閣
文
庫
蔵

『
土
左
日
記
』
（国
宝
）
の
書
誌
的
研
究
」
親
に
基
づ
い
て
管
見
を
組
み
立
て
た
。

そ
の
方
法
の
限
界
は
論
を
待
た
な
い
が
、

後
日
の
課
題
と
し
た
い
。

な
お
、

書
誌
学
の
小
論
な
の
で
、

文
献
引
用
の
際
の
表
記
も
正
確
を
期
す
べ
き
で
あ
る
が
、

資
料
組
織

論
で
は
な
い
の
で
煩
雑
さ
よ
り
も
衡
略
さ
を
取
っ
た
。

○
単
行
書
の
場
合
は
、

著
者
名

『
書
名

（版
送

出
版
社

（文
庫
等
の
名
）、
当
該
頁
、

出
版
年

①
逐
次
刊
行
物
の
場
合
は
、

筆
者
名

「論
文
の
題
名
」、
当
該
頁
、
「雑
誌
名
」
何
巻
何
号
、

出
版
社
、

出
版
年

o l ―



○
逐
次
刊
行
物
で
あ
っ
て
も
、

そ
の
号
が
丸
々
ひ
と
り
の
著
者
に
よ
っ
て
書
か
れ
て
い
て
、

単
行
書
と

扱

っ
て
も
差
し
支
え
な
い
も
の
に
は
二
重
括
弧

『』
を
用
い
る

と
い
う
形

（定
家
筆
土
佐
日
記
の
表
記
に
は
、

煩
雑
さ
を
避
け
て

『
』
は
省
い
た
）
で
あ
る
が
、

読
み
や

す
さ
の
た
め
に
違
う
表
記
を
用
い
た
箇
所
も
あ
る
。

さ
ら
に
、

土
佐
日
記
の
表
記
も
、

書
名
や
論
文
名
、

そ
し
て
引
用
原
文
で

「土
左
日
記
」
と
な
っ
て
い

る
と
き
以
外
は
、

全
て

一
般
に
通
用
し
て
い
る

「土
佐
日
記
」
を
用
い
た
。

前
掲
の
尊
経
閣
叢
書
か
ら
し

て
書
名
に
は

「土
佐
日
記
」
を
採
用
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

加
え
て
、

本
稿
で
は
引
用
対
象
の
旧
漢
字
を
便
宜
的
に
新
漠
字
に
訂
正
し
た
と
こ
ろ
が
あ
る
。

Ⅱ
　
私
の
問
題
意
識
　
～
大
家
か
ら
の
非
難

定
家
筆
土
佐
日
記
と
は
、

俗
に
藤
原
定
家
自
筆
本
土
佐
日
記
と
も
呼
ば
れ
る
芋

藤
原
定
家
が
蓮
華
王

院
に
蔵
さ
れ
て
い
た
紀
貫
之
自
筆
本
た
る
土
佐
日
記
を
、

文
暦
二
年

（
一
二
二
五
年
、

定
家
七
十
三
歳
）

に
実
見
し
て
書
写
し
た
と
さ
れ
て
い
る
書
籍
で
あ
る
。

紀
貫
之
自
筆
本
は
室
町
期
を
最
後
に
消
息
を
絶
ち

屯
今
に
伝
わ
ら
な
い
の
で
、

定
家
筆
土
佐
日
記
は
何
よ
り
も
そ
の
最
古
の
写
本
と
し
て
の
栄
を
担
う
は
ず

で
あ
つ
た
。

と
こ
ろ
が
、

こ
の
写
本
に
は
大
家
と
呼
ば
れ
る
研
究
者
か
ら
非
難
が
浴
び
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

萩
谷

朴
の

「遺
憾
な
が
ら
、

定
家
と
い
う
人
物
は
頗
る
自
我
の
強
い
性
格
の
持
ち
主
で
あ
っ
て
、

本
文
の
書
写

校
訂
に
際
し
て
恣
意
的
な
改
訂
を
加
え
る
こ
と
が
多
く
、

ま
こ
と
に
信
用
し
難
い
本
文
と
化
し
て
い
る
」

が
そ
の
典
型
だ
＊
。

こ
れ
に
は
目
を
疑
う
ば
か
り
で
あ
る
。
と
言
う
の
も
、

藤
原
定
家
の
書
写
態
度
に
対
し
て
非
難
す
べ
き

具
体
的
な
証
拠
が
あ
っ
て
な
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、

池
田
亀
鑑
が

『
古
典
の
批
判
的
処
置
に
関
す
る
研

究
』
瑠
に
お
い
て
提
唱
し
た
原
本
再
建
と
い
う
考
え
方
均
に
基
づ
い
て
、

再
建
さ
れ
た
と
す
る
土
佐
日
記

の
著
者
原
本
と
の
比
較
に
お
い
て
出
て
き
た
非
難
だ
か
ら
で
あ
る
。

０

脇
道
の
話
を
す
れ
ば
、
「見
事
に
至
難
事
で
あ
っ
た
原
典
の
復
元
に
結
び
つ
い
た
」
ネ
と
多
数
説
は
池

田
亀
鑑
の
業
績
を
支
持
す
る
が
、

藤
本
孝

一
が
指
摘
す
る
が
ご
と
く
原
本
の
再
建
な
ど
不
可
能
で
あ
っ
て

＊
、

著
者
の
原
本
が
伝
わ
ら
ず
、

写
本
あ
る
い
は
版
本
を
以
て
せ
ざ
る
を
得
な
い
研
究
は
、

必
要
に
し
て

十
分
な
改
定
理
由
を
提
出
す
る
こ
と
な
く
写
本
あ
る
い
は
版
本
の
字
句
を
弄
っ
て
は
な
ら
な
い
、

と
す
る

の
が
文
献
処
理
の
基
本
で
あ
り
、

フ
ア
イ
ヒ
ン
ガ
ー
の

「か
く
の
如
く
」
の
哲
学
の
と
お
り
＊
、

厳
密
な

史
料
批
判
の
結
果
得
ら
れ
た
本
文
を
著
者
原
本
の
字
句
の

「如
く
」
扱
う
の
で
あ
る
。

何
人
も
著
者
原
本

‐
2 ‐



を
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
だ
か
ら
、

当
然
で
あ
ろ
う
。

と
も
か
く
、

萩
谷
朴

の
非
難
は

「再
建
さ
れ
た
と
す
る
原
本
」
と
定
家
筆
土
佐
日
記
の
本
文
が
異
な
る

と
い
う
点
を
捉
え
て
、

こ
れ
を
定
家

の
信
用
し
が
た
い
書
写
態
度
に
よ
る
も
の
と
短
絡

の
結
論
を
出
し
て

い
る
本
。

こ
の
萩
谷
に
代
表
さ
れ
る
非
難
は
、

例
え
ば
定
家
が
自
ら
記
し
た
古
今
和
歌
集
の
注
釈
書

『
顕
注
密
勘
』

で
、
「
い
づ
こ
の
貴
所
証
本
あ
り
と
も
、

短
才
愚
意
に
は

一
向
に
も
ち
ゐ
る
べ
か
ら
ず
。

大
方
は
い
か
な

る
賢
者
、

め
で
た
き
物
を
か
く
も
、

時
に
の
ぞ
み
て
書
失
と
云
物
、

力
不
及
事
也
」
と
述
べ
て
い
る
の
を

引

い
て
補
強
さ
れ
る
よ
う
だ
が
＊
、

定
家
が
こ
こ
で
言

っ
て
い
る
の
は
、

ど
ん
な
貴
人
の
所
持
す
る
証
本

と
称
す
る
も
の
で
あ

っ
て
も
、

き
ち
ん
と
文
献
批
判
を
し
て
採
否
を
決
め
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
、

言
わ

ば
学
問
の
基
本
を
述
べ
た
も
の
で
あ

っ
て
、

自
分
の
考
え
で
好
き
放
題
書
き
直
す
と
し
て
い
る
の
で
は
な

い
。

こ
の
文
章
を
援
用
す
る
論
者
は
、

短
才
愚
意
が
定
家

の

一
人
称
で
あ
る
の
を
読
み
違
え
て
い
る
の
で

は
な
い
か
。
「短
才
愚
意
は

一
向
に
も
ち
ゐ
る
べ
か
ら
ず
」
で
は
な
く
、
「短
才
愚
意
け
は

一
向
に
も
ち
ゐ

る
べ
か
ら
ず
」
と
な
っ
て
い
る
の
だ
。

強
烈
な
対
句
表
現
で
、
「ど
ん
な
偉
い
人
が
お
持
ち
の
証
本
だ
と

仰
っ
て
も
、

こ
の
馬
鹿
者
に
は

一
向
通
用
し
ま
せ
ん
よ
」
と
言
っ
た
冷
持
で
あ
る
。

後
述
す
る
と
お
り
、

定
家
筆
土
佐
日
記
の
中
で
定
家
は
紀
貫
之
自
筆
本
に
出
会
え
た
こ
と
で
感
動
に
胸

を
震
わ
せ
、

そ
れ
を
書
き
写
す
こ
と
に
心
を
弾
ま
せ
て
い
る
。
自
筆
本
と
い
う
、

こ
れ
以
上
な
い
証
本
に

触
れ
て
、

敢
え
て
こ
れ
を
書
き
換
え
る
馬
鹿
が
何
処
に
い
る
か
。

さ
ら
に

『
明
月
記
』
の
建
永
二
年

（
一
二
〇
七
年
）
四
月
の
記
載
は
、

こ
う
し
た
萩
谷
ら
の
非
難

へ
の

論
駁
と
な
ろ
う
。

十
九
日
。

天
晴
る
。

午
の
時
、

清
範
召
す
由
を
示
す
。

物
て
馳
せ
参
ず
。

清
範
云
ふ
、

夜
前
に
仰
す

な
り
。

新
古
今
の
御
点
歌
、

定
家
を
以
て
書
き
出
さ
し
む
べ
し
。

字
に
誤
り
無
く
、

早
速
き
の
故
な

り
と
い
へ
り
。

此
の
事
、

甚
だ
見
苦
し
と
難
も
、

是
非
に
及
ば
ず
。

即
ち
五
巻
を
書
き
出
す
伊

（十
九
日
、

天
晴
、

午
時
清
範
示
召
由
、

初
馳
参
。

清
範
云
、

夜
前
仰
也
、

新
古
今
御
点
歌
、

以
定
家

可
令
書
出
、

無
字
誤
早
速
之
故
者
也
。

此
事
甚
難
見
苦
、

不
及
是
非
、

即
五
巻
書
出
之
Ｊ

後
鳥
羽
院
が
、

新
古
今
の
御
点
歌

（院
が
評
価
の
印
を
付
し
た
歌
）
の
書
写
を
定
家
に
命
じ
た
記
事
だ

が
、

藤
原
清
範
か
ら

「誤
り
が
な
く
て
早
い
」
と
い
う
そ
の
理
由
を
伝
え
ら
れ
て
、

定
家
も
満
更
で
は
な

い
様
が
書
か
れ
て
い
る
。　

つ
ま
り
、

定
家
の
書
写
に
対
し
て
は
正
確
だ
と
い
う
評
価
が
あ
っ
た
の
だ
。

に
も
拘
わ
ら
ず
、

後
生
か
ら
書
写
態
度
を
疑
わ
れ
て
い
る
定
家
筆
土
佐
日
記
と
は
、　

一
体
ど
う
い
う
本

な
の
か
。

私
が
本
稿
を
起
こ
そ
う
と
し
た
切
っ
掛
け
は
、

こ
こ
に
あ
つ
た
。
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田
　
定
家
筆
土
佐
日
記
の
形
態

前
掲
複
製
本
を
見
な
が
ら
、

同
じ
く
前
掲
の
藤
本
孝

一

「尊
経
閣

文
庫
蔵

『
土
左
日
記
』
（国
宝
）
の
書
誌
的
研
究
」
（以
下
、
「藤
本
論

文
」
と
言
う
）
を
開
い
て
論
を
進
め
る
。

定
家
筆
土
佐
日
記
は
、

縦
Ｓ
も
昌
×
横
Ｓ
ふ
昌
の
升
型
本

（六
半

本
）
で
綴
葉
装
で
あ
る
ネ
０
レ】れ
は
慣
用
で

「
て
っ
ち
よ
う
そ
う
」

と
読
ま
れ
る
が
、

全
く
別
の
綴
じ
方
で
あ
る
粘
葉
装

（で
っ
ち
ょ
う

そ
う
）
と
音
が
区
別
し
に
く
い
の
で
、

藤
本
孝

一
の
提
起
す
る

「て

つ
よ
う
そ
う
」
の
読
み
を
取
り
た
い
＊
。

さ
て
、

複
製
本
を
複
写
し
て

〈図
１
）
〈図
２
〉
の
よ
う
な
レ
プ
リ

カ
を
作
っ
て
み
た
と
こ
ろ
、

も
の
と
し
て
の
定
家
筆
土
佐
日
記
は
四

つ
の
部
分
か
ら
成
る
こ
と
が
わ
か
つ
た
。

す
な
わ
ち
三
つ
の
括
と
、

９

括
目
に
差
し
込
ま
れ
た
裏
表
紙
で
あ
る
＊
。

一
括
目
は
十

一
枚
の
料
紙
を
重
ね
て
い
て
、

二
括
目
は
十
枚
、

そ

し
て
三
括
目
は
六
枚
、

計
二
十
七
枚
の
料
紙
を
使
用
し
て
い
る
。

ま

ず
こ
の
括
の
作
り
方
が
奇
異
で
な
ら
な
い
。

二
十
七
枚
の
料
紙
で
三
括
を
作
る
の
な
ら
、

な
ぜ
九
枚
ず
つ

の
三
括
に
し
な
か
っ
た
の
か
。

通
例
、　

一
括
の
紙
数
は
十
枚
ま
で
と
さ
れ
て
い
る
の
に
で
あ
る
均
。
こ
の

点
、

藤
本
論
文
に
言
及
は
な
い
。

人
間
の
行
動
に
は
理
由
が
あ
り
、

こ
の
よ
う
な
体
裁
を
と
つ
た
理
由
は

今
は
謎
と
し
て
置
く
。

表
表
紙
は
、

第

一
括
の
最
初
の
丁
セ
の
表
裏
を
挟
み
込
む
よ
う
に
し
て
堅
紙
物
が
取
り
付
け
ら
れ
て
い

る
。

つ
ま
り
、

表
紙
と
見
返
し
に
堅
紙
が
貼
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

藤
本
論
文
に
よ
る
と
、

こ
れ
は
江

戸
期
の
補
修
に
な
る
表
紙
で
、

本
来
は
青
表
紙
の
料
紙
が
貼
ら
れ
て
い
た
と
い
う
。

そ
し
て
、

第
二
丁
が

遊
紙
と
な
り
、

第
二
丁
の
表
か
ら
が
墨
附
と
な
る
。

ま
た
、

表
表
紙
と
同
じ
材
質
の
堅
紙
の
裏
表
紙
が
、

括
目
差
し
込
み
の
形
で
独
立
し
て
い
る
原
因
で
あ

る
。

三
括
目
の
第
十

一
丁
表
で
墨
附
は
終
わ
っ
て
お
り
、

藤
本
論
文
に
よ
る
と
、

本
来
は
第
十
二
丁
裏
に

料
紙
が
裏
表
紙
と
し
て
貼
ら
れ
て
い
た
の
を
江
戸
期
の
補
修
の
際
に
剥
が
し
た
と
こ
ろ
、
「春
の
は
し
め

の
御
よ
ろ
こ
ひ
入
り
候
て
申
し
候
風
」
と
い
う
何
者
か
の
手
す
さ
び
書
き
が
出
現
し
た
と
推
定
し
て
い
る
。

と
な
る
と
、

江
戸
期
の
補
修
者
が
、

わ
ざ
わ
ざ
手
す
さ
び
書
き
を
見
せ
よ
う
と
し
て
、

全
く
別
の
堅
紙
を

裏
表
紙
と
し
て
括
目
差
し
込
み
の
形
で
用
意
し
た
こ
と
に
な
ろ
う
か
。
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さ
ら
に
、

記
載
内
容
に
よ
つ
て
、
こ
の
本
は
三
つ
の
部
分
に
分
け
ら
れ
る
。

●
土
佐
日
記
本
文
、

②
紀

貫
之
の
手
跡
の
臨
模
部
分

（定
家
が
紀
貫
之
自
筆
本
の
末
尾
百
十
八
字
分
を
臨
模
し
て
い
る
）、
０
定
家

の
覚
え
書
き
均
（後
述
）
で
あ
る
。

０
は
九
十
二
頁
均
分
で
あ
る
か
ら
、

土
佐
日
記
本
文
に
相
当
す
る
紙
の
面
積
は
大
雑
把
に
縦
Ｓ
も
暑
×

横
Ｓ
ｈ
畳
×
紹
と
計
算
し
て
選
瑠
押
卜
平
方
セ
ン
チ
と
な
る
。
ま
た
土
佐
日
記
本
文
の
字
数
は

申窮
盟

宇

で
あ
る
セ
。

本
稿
で
は
、
こ
の
０
の
部
分
を
以
下

「Ａ
本
文
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。

の
の
臨
模
部
分
は
三
括
目
の
第
八
丁
の
表

（第
八
丁
の
裏
は
白
紙
）
と
第
九
丁
の
裏

（第
九
丁
の
表
は

白
紙
）
の
二
頁
分
で
あ
る
。

０
の
定
家
の
覚
え
書
き
は
、

三
括
目
の
第
十
丁
裏
と
第
十

一
丁
表
の
二
頁
分
で
あ
る
。

ま
た
、　

一
括
目
の
第
九
丁
裏
の
末
行

「人
」
の
字
の
一
部
が
同
第
十
丁
表
の
紙
面
に
亘
っ
て
い
る
こ
と

か
ら
、

括
を
作
っ
た
後
で
文
字
を
書
き
込
ん
で
行
っ
た
と
す
る
の
が
藤
本
論
文
で
、

こ
れ
は
重
要
な
指
摘

で
あ
る
。

藤
本
論
文
に
よ
る
と
、

②
の
臨
模
部
分
は
薄
様
紙
の
鳥
の
子
で
あ
っ
て
、

そ
れ
ぞ
れ
丁
の
片
面
の
み
の

墨
附
な
の
で
敷
き
写
し

（影
写
）
の
よ
う
な
体
裁
で
あ
る
が
、

三
括
目
の
第
八
丁
の
表
の
一
行
目
末
尾
に

あ
っ
た

「ぬ
」
を
捺
り
消
し
て
、

二
行
日
の
行
頭
に
新
た
に

「ぬ
」
を
書
い
て
い
る
こ
と
、

そ
し
て
括
を

作
っ
た
後
で
影
写
を
す
る
の
は
や
り
に
く
い
こ
と
か
ら
も
影
写
で
は
な
い
と
結
論
し
て
い
る
。

Ⅳ
　
も
の
と
し
て
の
本
文

定
家
筆
土
佐
日
記
に
書
か
れ
た
文
字
は
、

国
語
学
な
い
し
文
学
的
な
解
釈
の
対
象
た
る
意
思
表
示
の
手

段
と
し
て
の
面
だ
け
で
は
な
く
、

も
の
と
し
て
の
面
も
持
っ
て
い
る
。

そ
の
文
字
が
ど
の
よ
う
に
書
か
れ

て
い
る
か
、

と
い
う
極
め
て
即
物
的
な
面
で
あ
る
。

藤
本
論
文
は
、

定
家
筆
土
佐
日
記
の
文
字
の
態
様
を

詳
細
に
検
討
し
た
上
で
、

そ
こ
に
擦
消
、

改
字
、

な
ぞ
り
が
四
十
六
箇
所
あ
る
の
を
発
見
し

一
覧
に
ま
と

め
て
い
る
セ

（こ
の
四
十
六
箇
所
は
Ａ
本
文
が
４５
、

臨
模
部
分
が
１
で
あ
つ
て
、

特
に
明
記
は
な
い
が
覚

え
書
き
部
分
に
は
文
字
の
改
変
が
見
ら
れ
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
）。

中
で
も
剖
目
す
べ
き
指
摘
は
、

二
括
目
の
第
十
九
丁
裏
の
最
終
行
の

「わ
」
が
、

最
初
に
書
か
れ
た
普

通
の

「わ
」
を
後
か
ら
周
辺
を
な
ぞ
っ
て
太
く
し
て
定
家
様
の
字
体
に
整
え
て
い
る
こ
と

（安
飛
多
爾
和

多
能
止
万
利
乃
安
可
礼
、

あ
ひ
た
に
わ
た
の
と
ま
り
の
あ
か
れ
）、
三
括
目
の
第
五
丁
裏
の

「万
」
も
、

同
様
に
な
ぞ
っ
て
定
家
様
の
字
体
に
整
え
ら
れ
て
い
る
こ
と

（奈
利
爾
令
利
以
万
於
比
多
留
曽
万
、

な
り

に
け
り
い
ま
お
ひ
た
る
そ
ま
）
で
あ
る
。
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残
念
な
が
ら
、

こ
れ
は
私
自
身
の
追
試
を
得
な
い
が
、

藤
本
論
文
の
指
摘
す
る
事
実
が
あ
る
と
す
る
の

な
ら
ば
、

こ
れ
は
定
家
の
自
筆
で
は
な
い
と
強
く
推
定
さ
れ
る
。
と
い
う
の
も
、

『
明
月
記
』
の
寛
喜
三

年

（
一
二
三

一
年
、

定
家
七
十
歳
）
八
月
七
日
に
、

徒
然
の
余
り

一
昨
日
よ
り
盲
目
の
筆
を
染
め
、

伊
勢
物
語
を
書
き
了
ん
ぬ
。

其
の
字
、

鬼、
の
姉
ｂ
警

と
記
し
、

ま
た
同
月
十
八
日
に
は
、

徒
然
の
余
り
、

盲
目
を
以
て
日
来
時
々
書
き
し
大
和
物
語
、

今
日
功
を
終

へ
了
ん
ぬ
。

是
れ
又
狂
事

な
り
。

互
に
嘲
り
多
か
る
べ
し

（九
日
よ
り
書
き
始
む
）。
家
中
明
日
相
具
す
べ
き
者
等
、

火
所
を

見
せ
し
め
ず
字

終
日
綿
を
着
す
、

昨
日
の
如
し
。

草
子
、

形
の
如
く
に
校
し
了
ん
ぬ
。

平
生
書
く

所
の
物
、

溶
争
な
き
な
外
で
酔
等
の
一
待
と、
な、
ナ
ｏ

老
老
の
心
、

数
行
を
脱
落
し
、

之
を
書
き
入
る
。

心
中
恥
と
な
す
。

明
日
、

春
日
に
参
詣
す
る
の
宿
願
あ
り
。

遠
路
の
煩
ひ
、

貧
家
の
不
具
、

年
来
解

緩
す
。

近
日
、

官
途
の
事
己
に
望
み
を
絶
つ
。

存
世
の
計
ら
ひ
己
に
思
ひ
切
り
詑
ん
ぬ
。

最
後
に
氏

の
社
を
拝
せ
ん
が
た
め
な
り
。
均

と
、

特
に
晩
年
に
な
っ
て
の
自
ら
の
悪
筆
を
自
嘲
し
て
い
る
か
ら
だ

（こ
こ
で
も
、

定
家
は
書
写
の
正
確

さ
に
心
を
砕
い
て
い
る
の
を
見
よ
）。

問
題
な
く
読
め
る
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
字
を
、

後
か
ら
わ
ざ
わ
ざ
手
を
加
え
て
他
の
悪
筆
の
字
と
形

を
揃
え
る
と
い
う
、

か
よ
う
な
こ
と
を
定
家
自
身
が
し
た
と
は
到
底
考
え
ら
れ
な
い
。
こ
う
し
た
加
工
は

別
人
の
手
に
な
る
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
、

藤
本
論
文
は
、

こ
つ
し
た
加
工
を
定
家
の
右
筆
の
な
し
た
こ
と
で
、

飽
く
ま
で
も
定
家
の
監

督
下
に
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、

定
家
の
意
志
の
入
っ
て
い
る
定
家
本
そ
の
も
の
と
言
っ
て
過
言
で
は
な

い
と
断
言
し
て
い
る
。

そ
の
論
拠
と
し
て
、

二
括
目
の
第
十
五
丁
裏
の
二
行
目
冒
頭
に

「己
ゝ
爾
武
可
之

部
比
止
乃
者
ゝ
比
止
日
加
多
時
毛

（
こ
ゝ
に
む
か
し

へ
ひ
と
の
は
ゝ
ひ
と
ひ
か
た
時
も
と

と
あ
る
箇
所

の
、

傍
線
の
部
分
は
小
さ
な
文
字
に
よ
る
挿
入
書
き
で
あ
り
、

少
し
震
え
の
あ
る
文
字
で
別
筆
と
見
ら
れ

る
こ
と
か
ら
、

こ
の
三
文
字
を
定
家
自
身
の
筆
に
よ
る
校
訂
箇
所
で
は
な
い
か
と
す
る
こ
と
に
よ
る
。

私
は
、

こ
の
藤
本
論
文
の
定
家
監
督
説
に
は
賛
意
を
示
し
が
た
い
。

ひ
と
つ
は
、

可
能
な
ら
ば
炭
素
１４

年
代
測
定
等
の
科
学
的
な
分
析
が
行
わ
れ
る
べ
き
だ
か
ら
だ
。

あ
る
論
者
が
、

書
誌
学
の
方
法
を
考
古
学

に
な
ぞ
ら
え
て
、
「比
較
と
観
察
」
を
重
ね
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
ひ
と
つ
ひ
と
つ
の
書
物
を
正
確
に
認

識
し
て
い
く
学
問
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
が
屯
、
日
本
の
考
古
学
が

「様
式
の
比
較
」
と
い
う
主
観
的
な

編
年
を
採
用
し
て
自
然
科
学
的
な
方
法
を
嫌
う
宿
痢
に
侵
さ
れ
て
い
る
の
に
似
て
い
る
。

も
う
ひ
と
つ
は
、

定
家
筆
土
佐
日
記
の
本
と
し
て
の
構
成
が
極
め
て
不
体
裁

（後
述
）
で
あ
っ
て
、

こ

れ
が
定
家
監
督
と
は
到
底
思
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
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と
に
か
く
、

藤
本
論
文
で
明
か
さ
れ
た
よ
う
に
、

定
家
筆
土
佐
日
記
は
右
筆
書
き
で
あ
る
か
は
と
も
か

く
仕
春
の
筆
で
か
る
と
い
う
事
実
は
極
め
て
重
大
で
あ
る
。

定
家
の
流
れ
を
汲
む
京
都
の
冷
泉
家
が
、

経
済
的
な
問
題
か
ら
家
財
売
却
の
窮
地
に
立
た
さ
れ
、　

一
九

八
〇
年
に
古
文
書
を
公
開
し
て
、

以
後
こ
れ
を
財
団
法
人
化
す
る
方
法
で
文
化
財
の
保
存
を
図
っ
た
こ
と

は
周
知
で
あ
る
が
、

研
究
者
を
仰
天
さ
せ
た
発
見
の
ひ
と
つ
に
大
量
の
擬
定
家
本
が
あ
っ
た
。

擬
定
家
本
と
は
片
桐
洋

一
の
命
名
で
ゃ

何
ら
か
の
意
図
で
定
家
の
書
写
で
あ
る
と
見
え
る
よ
う
に
作

ら
れ
た
本
を
指
し
、

偽
造
で
も
贋
造
で
も
な
い
と
こ
ろ
を
そ
の
意
と
し
て
い
る
が

（本
来
は
、

定
家
没
後

に
誕
生
し
た
作
品
に
ま
で
、

定
家
様
の
字
体
で
書
写
さ
れ
た
も
の
が
あ
っ
た
こ
と
か
ら
の
命
名
だ
が
、

右

筆
書
き
も
擬
定
家
本
の
名
で
扱
わ
れ
る
よ
う
で
あ
る
）
、

そ
の
後
、

擬
定
家
筆
本
と
擬
藤
原
定
家
監
督
書

写
本
と
い
う
分
類
ま
で
用
意
さ
れ
て
い
る
智

定
家
筆
土
佐
日
記
は
擬
定
家
本
な
の
か
。

Ｖ
　
定
家
の
覚
え
書
き
の
検
討

さ
て
、

定
家
筆
土
佐
日
記
に
は
、

先
に
本
稿
５
頁
で

「０
定
家
の
覚
え
書
き
」
と
分
類
し
た
箇
所
が
あ

り
、

左
の
と
お
り
で
あ
る

（原
文
の
双
行
注
記
の
箇
所
を
ワ
ー
プ
ロ
印
字
の
関
係
で
単
行
に
し
た
）。

文
暦
二
年
乙
未
五
月
十
三
日
乙
巳
老
病
中

難
眼
如
盲
不
慮
之
外
見
紀
氏
自
筆

本

蓮
華
王
院
宝
蔵
本

料
紙
白
紙
不
打
征銚
高

一
尺

一
寸
一一芥
許
広

一
尺
七
寸
一芥
許
紙
也
十
六
枚
無
軸

キ至
織
斧
粘
里
織

一
工硬
端
柳
折
返
不
立
竹
無
紐

有
外
題
　
土
左
日
記
貫
之
筆

其
書
様
和
軒
非
別
行
定
行
に
書
之

柳
有
閥
字
軒
下
無
閥
字
而
書
後
詞

不
堪
感
興
自
書
写
之
昨
今
ニ
ケ
日

終
功
　
　
　
　
桑
門
明
静

紀
氏

延
長
八
年
任
土
佐
守

在
国
載
五
年
六
年
之
由

承
平
四
甲
午
五
乙
未
年
事
欺

文
暦
二
年

（
乙
未
）
五
月
十
三
日

（乙
巳
）
老
病

中
、

眼
は
盲

の
如
し
と
い
え
ど
も
、

不
慮
の
外
、

紀
自
筆
本
を
見
る

（蓮
華
王
院
宝
蔵
本
）
。

料
紙
白
紙

（打
た
ず
堺
な
し
と
高
さ

一
尺

一
寸

全
二

分
ば
か
り
）
広
さ

一
尺
七
寸

（
二
分
ば
か
り
）
の

紙
な
り
。

二
十
六
枚
、

軸
な
し
。

表
紙
に
白
紙

一

つ

枚
を
続
ぐ

（端
は
柳
か
折
り
返
し
、

竹
立
て
ず
、

紐
な
し
）。
外
題
有
り
、

土
左
日
記

（貫
之
筆
）。

そ
の
書
き
様
、

和
歌
は
別
行
に
非
ず
定
行
に
こ
れ

を
書
く
。

柳
か
欠
字
あ
る
も
歌
下
に
欠
字
な
く
し

て
後
詞
を
書
く
。

感
興
に
堪
え
ず
。

こ
れ
を
書
写

し
て
よ
り
略

昨
今
ニ
ケ
日
に
て
功
を
終
わ
る
。

桑
門
明
静

紀
氏
は
、

延
長
八
年
に
土
佐
守
に
任
ず
。

在
国
、

五
年
六
年
を
載

ぬ
る
の
由
。

承
平
四

（甲
午
）
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今
年
乙
未
歴
三
百

一
年
紙
不
朽
　
　
　
　
一
　

五

（乙
未
）
年
の
事
か
。

今
年

（乙
未
）
三
百

一

損
其
字
又
鮮
明
也
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
　

年
を
経
る
も
、

紙
朽
損
せ
ず
、

そ
の
字
ま
た
鮮
明

不
読
得
所
々
多
只
任
本
書
也
　
　
　
　
　
　
一　
な
り
。

利
調
倒
朔
―々

刻
州
倒
利
割
倒
。

定
家
が

（別
人
の
筆
で
は
あ
る
が
、

ひ
と
ま
ず
簡
便
の
た
め
に
定
家
が
書
い
た
も
の
と
し
て
話
を
進
め

る
）、
蓮
華
王
院
宝
蔵
本
の
紀
貫
之
自
筆
本
の
土
佐
日
記
を
見
て
、

感
激
に
胸
を
震
わ
せ
、

そ
し
て
そ
の

形
態
を
詳
細
に
カ
ル
テ
化
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

ま
ず
、

紀
員
之
自
筆
本
は
巻
子
本
で
、

そ
の
大
き
さ
は
、

縦
約

樹
毬
昌
×
横
約
習
名
汗
ヨ
増
の
紙
を
二

十
六
枚
繋
い
で
い
る
と
あ
る
。

こ
こ
の
表
現
が
、
「十
六
枚
無
軸
」
と
し
た
後
に
、
「表
紙
続
白
紙

一
枚
」
と
な
っ
て
い
る
か
ら
、

Ｆ
一

十
六
枚
の
紙
を
繋
い
だ
軸
の
な
い
巻
子
本
」
と
い
う
全
体
像
を
示
し
て
、

さ
ら
に
そ
の
内
部
は

「表
紙
の

後
に
白
紙

一
枚
が
続
い
て
い
る
」
と
解
さ
れ
よ
う
。

素
直
に
取
れ
ば
、

本
文
が
書
か
れ
て
い
る
の
は
二
十

四
枚
と
な
り
、

そ
の
面
積
は
約
樹
退
畳
×
置
ヽ
∞昌
×
Ｎ
で
約
遇
Б
押
ゝ
平
方
セ
ン
チ
と
な
る
。
こ
の
面

積
を
、

本
稿
５
頁
で
算
出
し
た
定
家
筆
土
佐
日
記
中
の
Ａ
本
文
が
書
か
れ
た
紙
の
面
積
で
あ
る
遥
縄
押
ト

平
方
セ
ン
チ
と
比
べ
る
と
、

烏
Б
や
さ

・―．
遥
瑠
押
卜
＝
ｒ
器
と
な
る
。

つ
ま
り
、

紀
貫
之
自
筆
本
土
佐
日
記
は
、

定
家
筆
土
佐
日
記
よ
り
も
日
記
本
文
に
つ
き
書
写
材
料
た
る

紙
の
面
積
が
ｒ
器
倍
あ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、

本
稿
Ⅵ
で
述
べ
る
こ
と
に
す
る
。

さ
て
、

こ
の
覚
え
書
き
の
最
後
の

「不
読
得
所
々
多
只
任
本
書
也
」
で
あ
る
。

通
例
、

こ
れ
は

「読
み

得
ざ
る
所
々
多
し
、

た
だ
本
に
任
せ
て
書
く
」
と
訓
じ
ら
れ
て
、
「読
め
な
い
と
こ
ろ
が
沢
山
あ
る
が
、

原
本
に
あ
る
と
お
り
に
書
い
た
」
と
解
し
て
い
る
地
。
こ
こ
は
、

私
も
読
み
下
し
に
悩
む
。

通
説
の
訓
読

は
、

何
か
語
調
の
据
わ
り
が
悪
い
の
だ

（「不
得
読
」
で
な
く
て

「不
読
得
」
な
っ
て
い
る
な
ど
、

こ
れ

６

は
変
体
漢
文
屯
な
の
だ
か
ら
正
格
漢
文
の
よ
う
な
訓
読
は
求
め
ら
れ
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
が
）。

こ
れ
に
対
し
て
、

橋
本
不
美
男
は
訓
読
は
示
さ
な
い
ま
ま
に

「即
ち
読
め
な
い
と
こ
ろ
は
自
分
の
判
断

に
よ
る
読
解
書
写
が
多
分
に
あ
っ
た
ら
し
い
」
と
解
し
て
い
る
警

露
骨
に

「読
み
得
ざ
る
所
々
多
し
、

た
だ
倭
け
い
ま
許
檸
本
書
す
」
と
読
む
の
だ
ろ
う
か
智

任
に
は

「ほ
し
い
ま
ま
に
す
る
」
の
意
味
も
あ

っ
て
、
こ
の
方
が
漢
文
訓
読
と
し
て
整
っ
て
い
る
。

事
実
、

定
家
の
他
の
奥
書
の
用
法
に

「天
福
元
年
中

秋
中
旬
、

以
七
旬
有
余
之
盲
目
、

重
以
愚
本
書
之
、

人
ケ
日
終
功
」
七
と
見
え
、
「重
ぬ
る
に
愚
を
以
て

之
を
本
書
す
」
と
動
詞
と
し
て
の
本
書
が
登
場
す
る
。

し
か
し
、

紀
貫
之
自
筆
本
に
出
会
っ
て
、

感
極
ま
っ
て
い
る
人
間
が
、

読
め
な
い
と
こ
ろ
は
好
き
勝
手

に
書
い
た
で
は
、

支
離
滅
裂
で
あ
る
。
と
な
る
と
、

や
は
り
こ
こ
は

「読
み
得
ざ
る
所
々
多
し
、

た
だ
本

に
任
せ
て
書
く
」
と
読
ま
ざ
る
を
得
な
い
。

文
脈
は
こ
の
読
み
を
支
持
し
て
い
る
。
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こ
こ
ま
で
、

定
家
筆
土
佐
日
記
の
書
写
奥
書
と
呼
ば
れ
る
部
分
を
、

私
は

「定
家
の
覚
え
書
き
」
と
呼

ん
で
き
た
。

そ
の
理
由
は
た
だ
の

一
点
、

こ
の
党
え
書
き
に
先
行
し
て
置
か
れ
た
Ａ
本
文
は
、

蓮
華
王
院

宝
蔵
本
に
対
す
る
定
家
の
書
写
で
は
な
い
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。

書
写
で
な
い
以
上
、

こ
れ
は
書
写
奥

書
と
は
呼
び
得
な
い
。

定
家
は

ハ
ツ
キ
リ
と

「読
め
な
い
と
こ
ろ
が
沢
山
あ
る
が
、

原
本
に
あ
る
と
お
り
に
書

い
た
」
と
記
し

て
い
る
。

に
も
拘
わ
ら
ず
、

定
家
筆
土
佐
日
記
所
収
の
Ａ
本
文
に
は
読
め
な
い
所
な
ど

一
箇
所
も
な
い
の

で
あ
る
智

定
家
が
蓮
華
王
院
宝
蔵
の
紀
貫
之
自
筆
本
を
書
写
し
た
本
に
は
、

読
め
な
い
と
こ
ろ
が
沢
山

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
れ
が
無
い
の
だ
。

な
ら
ば
、

こ
の
Ａ
本
文
は
定
家
が
紀
貫
之
自
筆
本
を
書
写
し

た
も
の
で
は
な

い
と
い
う
こ
と
だ
。

そ
れ
以
外
の
答
え
を
誰
か
提
示
で
き
る
だ
ろ
う
か
。

こ
の
こ
と
に

つ
い
て
、

通
説
は

「不
読
得
」
と
は
誤
写
を
言
う
と
し
て
い
る
よ
う
だ
が
Ｙ

誤
写
は
読

め
た
上
で
の
写
し
間
違

い
で
あ

っ
て
、

読
め
な

い
と
い
う
の
と
本
質
的
に
異
な
る
。

で
は
、

読
め
な
い
が
本
の
ま
ま
に
写
し
た
、

と
は
何
ん
な
こ
と
を
指
す
の
か
。

私
が
想
起
す
る
の
は
、

冷
泉
家
文
庫
中
の
真
観
本
の
奥
書
に
登
場
す
る

「読
め
そ
う
で
読
め
な
い
不
思
議
な
文
字
」
惚
の
問
題
で

あ
る
。　

一
見
草
書
で

「不
学
」
と
も

「桑
」
と
も
読
ま
れ
た
文
字
は
、

何
と
実
は
地
蔵
菩
薩
を
表
す
梵
字

の
　
ダ
Ц

　
（
ｈａ
）
だ

っ
た
の
だ
。

真
観

（葉
室
光
俊
、　

〓

一〇
三
年
～

一
二
七
六
年
）
に
と

っ
て
は
梵

字
は
自
明
の
こ
と
で
も
、

後
の
翻
刻
者
は
こ
れ
を

「不
学
」
「桑
」
と
読
ん
で
い
た
。

定
家
な
ら
、

読
め

な
く
て
も
き

つ
と
究
字

の
形
の
ま
ま
写
し
た
の
で
は
な
い
か
。

な
の
で
定
家
が
紀
貫
之
自
筆
本
を
書
写
し

た
も
の
に
は
、

き

つ
と
読
め
そ
う
で
読
め
な
い
不
思
議
な
文
字
が
書
か
れ
て
い
る
に
違

い
な
い
の
で
あ
る
。

私
と
は
思
考
の
筋
道
が
異
な
る
が
、

藤
本
孝

一
と
片
桐
洋

一
も
、

こ
の
定
家
筆
土
佐
日
記
の
Ａ
本
文
は

紀
貫
之
自
筆
本
を
書
写
し
た
も
の
で
は
な

い
と
い
っ
た
趣
旨
の
論
を
展
開
し
て
い
る
神

そ
し
て
、

両
名

と
も
、

定
家
が
紀
貫
之
自
筆
本
を
書
写
し
た
も
の
は
、

Ａ
本
文
と
は
別
に
存
在
す
る
と
し
て
い
る
。

定
家

が

「紀
貫
之
自
筆
本
を
書
写
し
た
」
と
言

っ
て
い
る
の
だ
か
ら
、

書
写
し
た
は
ず
だ
と
言
う
の
だ
。

定
家
筆
土
佐
日
記
の
Ａ
本
文
と
は
別
に
、

定
家
が
紀
貫
之
自
筆
本
を
書
写
し
た
本
が
存
在
し
た
と
い
う

の
は
私
も
同
じ
立
場
で
、

こ
の
別
に
存
在
す
る
は
ず
の
本
を

「
Ｂ
本
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。

Ⅵ
　
定
家
の
臨
模

の
検
討

こ
こ
で
、

定
家
筆
土
佐
日
記
の
臨
模
部
分
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

三
括
目
の
第
十
丁
裏
と
第
十

一
丁
表

の
二
頁
に
亘
っ
て
、

定
家
は
紀
寅
之
自
筆
本
の
末
尾
百
十
八
字
分
を
臨
模
す
る
と
と
も
に
、

そ
の
臨
模
の

後
に
理
由
を
付
し
て
い
る
。
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為
令
知
其
手
跡
之
殊
如
形
写
留
之

謀
詐
之
輩
以
他
手
跡
多
称
其
筆

可
謂
奇
惟

と
せ
に
み
ま
し
か
は

と
ほ
く
か
な
し
き
わ
か
れ

せ
ま
し
や

わ
す
れ
か
た
く
ゝ
ち
を
し

き
こ
と
お
ほ
か
れ
と

そ
の
手
跡
の
殊
を
知
ら
し
む
る
た
め
に
形
の
如
く

こ
れ
を
写
し
留
む
。

謀
詐
の
輩
、

他
の
手
跡
を
以

て
多
く
そ
の
筆
を
称
す
。

奇
怪
と
謂
う
べ
し
。

ニ
セ
モ
ノ
が
多
く
氾
濫
し
て
い
る
の
を
退
け
る
べ

か
う
ま
れ
と
く
や
り
て
ん

※
Ａ
本
文
に
は
臨
模
部
分
に
あ
る
傍
線
部

の
字

句
が
脱
落
し
て
い
た
り
、

臨
模
部
分
が
全
て

仮
名
書
き
な

の
に
、

Ａ
本
文
は
漠
字
ま
じ
り

に
な

っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

つ
ま
り
、

定
家
は
、

世
上
に
紀
貫
之
の
筆
と
称
す
る

く
、

こ
の
臨
模
を
行
な
っ
た
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

次
に
、

上
段
に
臨
模
部
分
の
翻
刻
、

下
段
に
そ
れ
に
対
応
す
る
Ａ
本
文
の
翻
刻
を
対
照
表
と
し
て
挙
げ

た
。

双
方
と
も
、

改
行
位
置
は
原
本
の
ま
ま
こ
こ
に
引
い
た
。

む
ま
れ
し
も
か

へ
ら
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
　

む
ま
れ
し
も
か

へ
ら
ぬ
物
を
わ
か
や
と
に

ぬ
も
の
を
わ
か
や
と
に
　
　
　
　
　
　
　
　
一
　

テ」ま
つ
の
あ
る
を
み
る
か
ゝ
な
し
さ

こ
ま

つ
の
あ
る
を
み
る
　
　
　
　
　
　
　
　
一
　

な
ほ
あ
か
す
や
あ
ら
む
又
か
く
な
ん

か
ゝ
な
し
さ
と
そ
い

へ
る
　
　
　
　
　
　
　
一
　

み
し
人
の
松
の
ち
と
せ
に
み
ま
し
か
は

な
ほ
あ
か
す
や
あ
ら
ん
　
　
　
　
　
　
　
　
一
　

と
ほ
く
か
な
し
き
わ
か
れ
せ
ま
し
や

ま
た
か
く
な
ん
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
　

わ
す
れ
か
た
く
ゝ
ち
を
し
き
こ
と

み
し
ひ
と
の
ま

つ
の
ち
　
　
　
　
　
　
　
　
一
　

お
ほ
か
れ
と
え

つ
く
さ
す
と
ま
れ

え
つ
く
さ
す
と
ま
れ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一　
　
※
臨
模
部
分
の

「ぬ
」
は
、

最
初
は
前
行
末
に

か
う
ま
れ
と
く
や
り
て
ん
　
　
　
　
　
　
　
一　
　
　
書
か
れ
て
い
た

（本
稿
５
頁
を
見
よ
）。

こ
の
臨
模
部
分
の
こ
と
を
、

定
家
の
書
写
態
度
を
非
難
し
た
萩
谷
朴
ま
で
が

「忘
れ
得
ぬ
功
績
」
と
記

し
て
い
る
の
は
平

ま
こ
と
に
奇
怪
な
こ
と
で
も
あ
る
。

本
文
の
字
句
は
ね
じ
曲
げ
て
自
己
流
に
改
変
す

る
が
、

臨
模
は
き
ち
ん
と
し
て
い
た
で
は
支
離
滅
裂
で
あ
る
。

こ
こ
で
、

本
稿
８
頁
で
示
し
た
紀
貫
之
自
筆
本
と
Ａ
本
文
と
の
書
写
面
積
の
違
い
、

前
者
が
後
者
の
約

Ｆ
器
倍
に
な
っ
て
い
る
問
題
に
触
れ
る
。

定
家
筆
土
佐
日
記
の
複
製
本
を
使
っ
て
、

臨
模
部
分
の
文
字
が
占
め
て
い
る
面
積

（右
の
対
照
表
の
上

段
部
分
の
面
積
）
を
求
め
て
み
る
と
、

縦

嵌
将
日

ｘ
横

ｐ
戸
浄
日

で

買
け
８

平
方
セ
ン
チ
と
な
る
。

同

様
に
、

Ａ
本
文
の
相
当
す
る
部
分
の
面
積

（右
の
対
照
表
の
下
段
の
部
分
の
面
積
）
は
、

縦

岸り
将
呂

ｘ

横

革
●３
で
基
い
ヽ
平
方
セ
ン
チ
と
な
る
。

単剛
者
を
後
者
で
割
る
と
買
軌
８

ヰ
さ
い
も
＝

ｒ
Ｑ

と
な

っ
て
、
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ｒ
窓

に
近
い
と
言
え
ば
近
い
。

と
言
う
こ
と
は
、

紀
貫
之
自
筆
本
と
Ａ
本
文
の
文
字
数
に
そ
れ
ほ
ど
の
隔
た
り
が
な
い
こ
と
、

臨
模
部

分
の
文
字
の
大
き
さ
は
紀
貫
之
自
筆
本
の
そ
れ
に
近
い
こ
と
が
推
定
さ
れ
る

（こ
れ
は
言
わ
ば
数
学
の
必

要
条
件
を
満
た
し
て
い
る
だ
け
で
、

他
の
可
能
性
も
無
論
あ
る
が
）。

と
こ
ろ
で
こ
の
臨
模
部
分
の
存
在
を
以
て
、

逆
に
先
の
藤
本
孝

一
お
よ
び
片
桐
洋

一
が
主
張
す
る
Ｂ
本

存
在
説
の
反
証
と
し
て
い
る
論
者
が
い
る
。

依
田
泰
が
、

藤
本

・
片
桐
両
説
は
Ｂ
本
を
臨
模
本
で
あ
る
と

し
て
い
る
が
、

も
し
も
Ｂ
本
が
臨
模
本
な
ら
ば
定
家
筆
土
佐
日
記
中
に
臨
模
を
残
す
必
要
な
ど
な
い
で
は

な
い
か
。

定
家
は
臨
模
本
の
Ｂ
本
な
ど
作
つ
て
い
な
い
、
と
す
る
の
が
そ
れ
だ
コ

確
か
に
藤
本

・
片
桐

両
説
は
Ｂ
本
を
臨
模
本

（模
写
本
）
と
し
て
い
る
か
ら
、

こ
の
依
日
の
反
論
は
正
鵠
を
得
て
い
る
。

た
だ
問
題
は
、

こ
の
反
論
を
以
て
、

依
田
が
定
家
筆
土
佐
日
記
の
Ａ
本
文
を
定
家
が
紀
貫
之
自
筆
本
を

書
写
し
た
も
の
と
断
じ
た
こ
と
で
あ
る
。

藤
本

・
片
桐
両
説
が
Ｂ
本
を
臨
模
本
だ
と
し
た
の
は
所
謂

『
為

家
筆
土
佐
日
記
』
「
と
定
家
筆
土
佐
日
記
の
関
係
を
考
察
す
る
中
で
提
起
さ
れ
た
こ
と
で
あ
っ
て
、

私
は

Ｂ
本
を
臨
模
本
だ
な
ど
と
は
考
え
て
い
な
い
。

Ｂ
本
が
臨
模
本
で
な
い
な
ら
ば
、

む
し
ろ
定
家
が
こ
こ
に

臨
模
を
残
し
た
の
は
自
然
の
こ
と
に
な
る
。
と
言
う
よ
り
も
、

Ｂ
本
が
臨
模
本
で
は
な
い
か
ら
こ
そ
定
家

は
こ
こ
に
臨
模
を
残
し
た
の
だ
。
こ
の
定
家
筆
土
佐
日
記
の
臨
模
部
分
の
存
在
を
以
て
、

Ｂ
本
の
存
在
を

否
定
す
る
論
理
は
成
り
立
た
な
い
の
で
あ
る
。

本
稿
の
主
題
か
ら
外
れ
る
の
で
深
入
り
は
し
な
い
が
、

『
為
家
筆
土
佐
日
記
』
と
さ
れ
る
も
の
は
奥
書

き
に

「嘉
禎
二
年
人
月
十
九
日
以
紀
氏
正
本

（蓮
華
王
院
本
云
々
）
書
写
之
。　

一
字
不
違
」
と
あ
っ
て
、

原
注
の

「蓮
華
王
院
本
云
々
」
の

「云
々
」
は
、

文
字
ど
お
り
伝
聞
で
あ
る
の
だ
か
ら
、

こ
の
書
写
者
が

使
っ
た
親
本
は
蓮
華
王
院
本
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
「蓮
華
王
院
本
を
書
写
し
た
と
言
わ
れ
て
い
る
も
の
」

を
親
本
と
し
た
の
だ
、

と
藤
本

・
片
桐
説
は
考
え
る
の
で
あ
る
。

嘉
禎
二
年

（
一
二
三
六
年
）
は
、

定
家
が
紀
貫
之
自
筆
本
を
書
写
し
た
と
い
う
文
暦
二
年

（
一
二
二
五

年
）
の
翌
年
で
あ
り
、

そ
ん
な
に
簡
単
に
何
度
も
院
の
宝
蔵
た
る
蓮
華
王
院
の
紀
貫
之
自
筆
本
を
閲
覧
で

き
る
は
ず
も
な
く
、

『
為
家
筆
土
佐
日
記
』
の
書
写
者
が
見
た
親
本
と
は
前
年
に
定
家
が
書
写
し
た
Ｂ
本

で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
と
藤
本

・
片
桐
説
の
推
論
は
進
む
の
だ
が
、

こ
こ
で
ど
う
し
て
Ｂ
本
が
臨
模
本
に

な
る
か
と
言
う
と
、

『
為
家
筆
土
佐
日
記
』
の
文
字
の
形
や
字
配
り
が
定
家
筆
土
佐
日
記
の
臨
模
部
分
や

覚
え
書
き
の
示
す
形
態
と
合
致
し
て
お
り
、
と
言
う
こ
と
は
親
本
と
し
て
使
っ
た
Ｂ
本
が
臨
模
本
で
あ
っ

た
、
と
な
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
「蓮
華
王
院
本
云
々
」
の
意
味
は
右
の
よ
う
な
こ
と
だ
ろ
う
か
。

書
写
者
は
紀
氏
正
本
を
写

し
た
と
ハ
ツ
キ
リ
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

紀
氏
正
本
は
紀
氏
正
本
で
あ
っ
て
、

定
家
の
写
本
は
紀
氏
正

‐
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本
た
り
え
な
い
。

こ
こ
で
の

「云
々
」
は
、

書
写
者
が
眼
前
に
し
た
紀
氏
正
本
の
出
所
に
不
確
定
な
要
素

が
あ
る
と
考
え
た
の
で

「云
々
」
と
記
し
た
と
解
さ
れ
る

（誰
か
か
ら

「蓮
華
王
院
本
で
あ
る
」
と
言
っ

て
紀
氏
正
本
を
渡
さ
れ
て
書
写
を
依
頼
さ
れ
た
ケ
ー
ス
な
ど
）。
ま
た
文
暦
二
年

（
一
二
二
五
年
）
と
嘉

禎
二
年

（
一
二
三
六
年
）
と
二
年
続
い
て
は
蓮
華
王
院
の
紀
貫
之
自
筆
本
が
閲
覧
で
き
な
か
っ
た
と
い
う

の
も
証
拠
は
な
い
。

な
の
で
、

定
家
が
紀
貫
之
自
筆
本
を
書
写
し
た
も
の

（Ｂ
本
）
を

『
為
家
筆
土
佐
日

記
』
の
親
本
と
す
る
根
拠
は
な
く
、
と
な
る
と
Ｂ
本
を
臨
模
本
だ
と
す
る
根
拠
も
な
い
「
。

定
家
筆
土
佐
日
記
の
臨
模
部
分
で
看
過
で
き
な
い
こ
と
は
、

既
述
の
と
お
り
臨
模
部
分
は
三
括
目
の
第

八
丁
の
表

（第
八
丁
の
裏
は
白
紙
）
と
第
九
丁
２
異

（第
九
丁
の
表
は
白
紙
）
の
二
頁
分
で
、

そ
れ
ぞ
れ

の
裏
が
自
紙
に
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
影
写

（敷
き
写
し
）
な
ら
ば
自
然
の
格
好
だ
が
、

本

稿
５
頁
で
引
く
藤
本
論
文
の
と
お
り
、

こ
れ
が
影
写
で
は
な
い
と
す
る
と
、

何
故
こ
の
よ
う
な
格
好
に
し

た
の
か
。
し
か
も
、

尊
経
閣
文
庫
の
定
家
筆
土
佐
日
記
の
原
本
の
こ
の
部
分
は
、

藤
本
論
文
に
よ
る
と
薄

様
紙
の
鳥
の
子
を
料
紙
と
し
て
用
い
て
い
て
影
写
の
よ
う
に
見
え
る
と
い
う
。

右
の
よ
う
な
体
裁
を
臨
模
部
分
が
採
っ
て
い
る
の
で
、

定
家
筆
土
佐
日
記
は
三
括
目
の
第
人
丁
の
裏
と

第
九
丁
の
表
が
自
紙
と
な
り
、　

つ
ま
り
見
開
き
の
左
右
の
頁
が
白
紙
と
な
っ
て
、
さ
な
が
ら

『
為
家
筆
土

佐
日
記
』
で
生
じ
た
書
写
の
際
の
繰
り
飛
ば
し
の
不
体
裁
に
酷
似
し
て
し
ま
っ
て
い
る
コ

理
由
無
く
こ

の
よ
う
な
不
体
裁
を
採
る
理
由
は
な
く
、

や
は
り
こ
こ
は
、

定
家
筆
土
佐
日
記
の
書
き
手
が
影
写
の
よ
う

な
格
好
に
意
図
的
に
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

ま
た
、

臨
模
部
分
二
行
目
の
頭
の

「ぬ
」
が
、　

一
度
は
前
行
末
に
書
か
れ
て
い
て
擦
り
消
さ
れ
た
こ
と

を
、

藤
本
論
文
は
書
写
者
が
紀
貫
之
自
筆
本
の
改
行
を
生
か
そ
う
と
し
た
結
果
と
推
論
し
て
い
る
が
、

面

積
比
で
見
た
と
お
り
臨
模
部
分
の
文
字
は
Ａ
本
文
よ
り
も
大
き
く
、

紀
貫
之
自
筆
本
は
縦
が
器
も
将
ヨ
で

あ
る
の
で
、

そ
の
改
行
を
生
か
し
た
ま
ま
縦
Ｓ
心
畳
の
六
半
本
に
臨
模
す
る
の
は
無
理
で
あ
る
。

Ⅶ
　
巻
子
本
か
ら
冊
子
本

へ
の
書
写

そ
も
そ
も
、
も
の
と
し
て
の
本
を
考
え
る
と
き
に
、

巻
子
本
か
ら
冊
子
本
た
る
写
本
を
ど
の
よ
う
に
し

て
作
る
か
と
い
う
問
題
に
逢
着
す
る
。

ま
ず
何
よ
り
も
、

こ
の
作
業
を
ど
う
す
る
か
考
え
な
け
れ
ば
写
本

作
り
な
ど
出
来
な
い
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
藤
本
孝

一
が
説
い
て
い
る
と
お
り
に
Ｖ

巻
子
本
を
冊
子
本
の
一
丁
の
大
き
さ
ご
と
に
折
っ
て

行
っ
て
折
り
本
状
態
に
し
て
、

冊
子
本
に
し
た
と
き
の
丁
数
を
把
握
し
、

そ
れ
か
ら
そ
れ
に
合
致
す
る
形

状
の
冊
子
本
を
作
っ
て
書
き
写
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、

親
本
を
い
き
な
り
折
り
畳
む
方
法
だ
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と
、

少
な
く
と
も
冊
子
本
の
縦
の
長
さ
に
つ
い
て
は
元
の
巻
子
本
の
縦
の
長
さ
に
拘
束
さ
れ
る
こ
と
に
な

る
の
と
、

蓮
華
王
院
宝
蔵
に
あ
る
紀
貫
之
自
筆
本
な
ど
の
貴
重
書
の
場
合
は
、

そ
れ
を
ひ
と
ま
ず
折
り
本

状
に
し
て
み
る
な
ど
と
い
う
こ
と
が
許
さ
れ
る
わ
け
が
な
い
。

な
ら
ば
、

寸
法
も
違
う
巻
子
本
で
あ
る
紀
貫
之
自
筆
本
か
ら
、
ど
の
よ
う
に
し
て
冊
子
本
た
る
写
本
を

作
る
か
。

蓮
華
王
院
宝
蔵
の
縦
が

一
尺

一
寸
三
分

（樹
遇
昌
）
の
巻
子
本
を
、

縦
が
Ｓ
心
昌
の
冊
子
本

（六
半
本
）
に
し
よ
う
と
し
た
と
き
の
や
り
方
は
、

美
濃
紙
を
横
半
分
の
大
き
さ
に
切
断
し
た
も
の

（縦

が
Ｓ
も
曇
）
に
本
文
を
書
写
し
始
め
、

そ
れ
を
何
枚
も
継
ぎ
合
わ
せ
て
行
く
こ
と
に
な
る
。

そ
し
て
、

先

成
し
た
横
に
長
く
伸
び
た
料
紙
を
折
り
本
の
形
に
し
て
、

冊
子
本
に
必
要
な
丁
数
を
数
え
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
ま
で
し
て
、

よ
う
や
く
墨
附
の
丁
数
が
把
握
で
き
る
。

こ
の
作
業
工
程
を
考
え
た
だ
け
で
も
、

綴
葉
装
の
冊
子
本
で
あ
る
定
家
筆
土
佐
日
記
が
、

蓮
華
王
院
宝

蔵
の
紀
貫
之
自
筆
の
巻
子
本
か
ら
直
接
書
写
さ
れ
た
な
ど
と
い
う
こ
と
は
あ
り
得
ず
、

Ｂ
本
の
存
在
は
否

定
で
き
な
い
。

Ⅷ
　
定
家
筆
土
佐
日
記
は
定
家
監
督
本
に
非
ず

以
上
述
べ
た
こ
と
か
ら
私
が
得
た
結
論
は
、

定
家
筆
土
佐
日
記
は
、

定
家
監
督
本
な
ど
で
は
絶
対
に
あ

り
得
な
い
、
と
い
う
こ
と
だ
。

別
人
の
筆
に
な
る
こ
と
、

そ
し
て
Ｂ
本
が
存
在
し
た
こ
と
は
繰
り
返
す
ま

で
も
な
い
管

し
か
し
、

こ
れ
ま
で
先
行
説
が
問
題
に
し
な
か
っ
た
の
は
、

定
家
筆
土
佐
日
記
の
不
思
議

な
構
成
で
あ
る
。

虚
心
坦
懐
に
見
て
こ
の
本
は
実
に
変
な
本
な
の
だ
。

つ
ま
り
、

Ｏ
Ａ
本
文
、

②
臨
模
部
分
、

０
覚
え
書
き
の
三
つ
で
一
冊
の
本
に
な
っ
て
い
な
が
ら
、

ω
の

Ａ
本
文
は
、

０
の
覚
え
書
き
に
登
場
す
る
定
家
が
書
写
し
た
Ｂ
本
で
は
な
く
、

そ
し
て
そ
の
こ
と
に
定
家

筆
土
佐
日
記
の
中
で
作
の
計
叶
む
な
き
か
で
い
な
い
、
と
い
う
一
点
に
お
い
て
で
あ
る
。

考
え
て
み
れ
ば
、

萩
谷
朴
が
定
家
の
書
写
態
度
に
強
い
非
難
を
投
げ
か
け
た
の
も
、

０
の
Ａ
本
文
が
、

Ｏ
の
覚
え
書
き
に
登
場
す
る

「定
家
が
紀
貫
之
自
筆
本
を
書
写
し
た
も
の
」
に
該
当
す
る
と
い
う
理
解
で

な
さ
れ
た
の
で
あ
り
、

あ
る
意
味
で
、

こ
の
理
解
は
本
の
読
み
方
と
し
て
普
通
で
あ
る
。

多
く
の
人
々
が
、

こ
の
定
家
筆
土
佐
日
記
を
そ
の
よ
う
に
読
ん
で
き
た
し
、

今
も
そ
う
読
ん
で
い
る
の
は
、

常
識
的
な
本
の

読
み
方
に
従
っ
て
い
る
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
こ
の
定
家
筆
土
佐
日
記
と
い
う
本
は
、

極
め
て
常
識
に
反

す
る
構
成
に
な
っ
て
い
る
点
で
、

定
家
が
監
督
し
た
と
は
到
底
思
え
な
い
構
成
な
の
で
あ
る
。

堅
紙
の
表
紙
が
貼
ら
れ
て
匿
さ
れ
て
い
る
一
括
目
の
第

一
丁
の
表
に
、
ど
ん
な
原
表
表
紙
が
あ
っ
た
の

か
。

江
戸
期
の
補
修
者
は
、

本
来
は
裏
表
紙
と
し
て
料
紙
が
貼
ら
れ
て
見
え
な
か
っ
た
三
括
目
の
第
十
二
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丁
裏
の
手
す
さ
び
書
き
を
生
か
す
た
め
に
、

わ
ざ
わ
ざ
別
の
裏
表
紙
を
括
目
差
し
込
み
の
形
で
用
意
し
な

が
ら
、

原
表
表
紙
に
つ
い
て
は
匿
し
て
し
ま
つ
た
。

意
図
は
何
か
。
こ
こ
は
破
壊
検
査
が
必
要
で
あ
る
。

以
下
は
、

推
測
で
あ
る
。

何
者
か
が
眼
前
に
Ａ
本
文
の
親
本
を
見
て
い
る
。

そ
れ
は
、

藤
本
孝

一
の
言

う
よ
う
に
定
家
が
土
佐
日
記
を
現
代
語
訳
し
た
テ
キ
ス
ト
な
の
か
も
知
れ
な
い
し
、

ま
た
は
片
桐
洋

一
の

言
う
よ
う
に
定
家
が
貴
頭
の
求
め
に
応
じ
て
作
っ
た
テ
キ
ス
ト
な
の
か
も
知
れ
な
い
。

あ
る
い
は
紀
貫
之

自
筆
本
に
出
会
う
以
前
に
、

定
家
が
書
写
し
て
持
っ
て
い
た
旧
証
本
た
る
テ
キ
ス
ト
か
も
知
れ
な
い
。
と

に
か
く
、

そ
の
Ａ
本
文
は
形
態
は
不
明
だ
が
独
立
し
た
書
写
物
と
し
て
存
在
し
て
た
。

次
に
、

何
者
か
は
、

別
の
独
立
し
た
書
写
物
と
し
て
存
在
し
て
い
た

「定
家
が
紀
貫
之
の
手
跡
を
影
写

し
た
臨
模
部
分
」
と
、
「定
家
が
紀
貫
之
自
筆
本
の
書
写
に
際
し
て
作

っ
た
覚
え
書
き
」
を
眼
前
に
引
き

寄
せ
る
。

そ
し
て
、

Ａ
本
文
と
こ
の
両
者
を
書
写
し
て
合
体
さ
せ
て

一
冊
の
冊
子
本
を
作
ろ
う
と
し
、

そ

し
て
作
っ
た
。
こ
の
何
者
か
自
身
も
、

Ａ
本
文
は
定
家
が
蓮
華
王
院
宝
蔵
本
を
書
写
し
た
も
の
だ
と
誤
信

し
て
い
た
。

故
に
、

か
か
る
不
可
思
議
な
構
成
の
本
が
誕
生
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

定
家
筆
土
佐
日
記
の
二
つ
の
括
の
料
紙
の
数
が
、

順
に
十

一
枚
、

十
枚
、

六
枚
と
不
揃
い
な
問
題
も
重

要
で
あ
り

（例
え
ば

『
為
家
筆
土
佐
日
記
』
を
親
本
と
し
て
、

そ
の
忠
実
な
コ
ピ
ー
と
言
わ
れ
る
綴
薬
装

の
青
勢
書
屋
本
は
、

五
括
と
別
の
一
丁
と
か
ら
成
る
が
、

各
括
の
料
紙
は
い
ず
れ
も
五
枚
で
あ
っ
て
整
然

と
し
て
い
る
）、
こ
れ
も
何
者
か
の
作
業
の
過
程
で
生
じ
た
こ
と
で
は
な
い
の
か
。

今
は
謎
だ
が
。

ま
た
、

定
家
筆
土
佐
日
記
の
臨
模
部
分
が
、

影
写
で
も
な
い
の
に
影
写
で
あ
る
か
の
よ
う
な
体
裁
に
な

っ
て
い
る
の
も
、

何
者
か
の
眼
前
に
あ
っ
た
臨
模
部
分
が
影
写
で
あ
っ
た
た
め
、

そ
の
体
裁
を
引
き
継
い

だ
か
ら
だ
と
考
え
れ
ば
解
決
す
る
。

も
ち
ろ
ん
、

こ
の
作
業
は
推
測
で
は
あ
る
が
、

定
家
筆
土
佐
日
記
の
構
成
の
不
自
然
さ
自
体
、

定
家
筆

本
説
あ
る
い
は
定
家
監
督
本
説
を
退
け
る
に
十
分
で
あ
り
、

よ
っ
て

「ま
こ
と
に
信
用
し
難
い
本
文
と
化

し
て
い
る
」
と
い
う
定
家
の
書
写
態
度

へ
の
非
難
も
、

雪
が
れ
る
べ
き
冤
罪
だ
と
い
う
の
が
本
稿
の
結
論

だ
。

私
は
定
家
の
人
間
性
に
は
全
く
与
し
な
い
が
、

そ
の
書
写
の
業
績
に
は
敬
意
を
抱
い
て
い
る
。

な
お
、

定
家
筆
土
佐
日
記
が
丸
ご
と
贋
造
と
い
う
可
能
性
に
つ
い
て
は
、

こ
の
本
が
今
日
の
尊
経
閣
文

庫
の
前
身
で
あ
る
加
賀
藩
の
第
二
代
藩
主
前
日
利
常

（在
位

一
六
〇
五
～

一
六
二
九
）
の
蔵
書
と
な
る
以

前
の
来
歴
が
全
く
不
明
で
あ
る
こ
と
や
ゃ

文
暦
二
年
の
書
写
と
し
な
が
ら

『
明
月
記
』
に
全
く
現
れ
な

い
こ
と
な
ど
疑
わ
し
い
が
、

も
し
も
贋
造
を
す
る
の
な
ら
ば
、

構
成
に
つ
い
て
も
つ
と
顎
疵
の
な
い
形
で

の
贋
造
を
し
た
だ
ろ
う
か
ら
、

ひ
と
ま
ず
定
家
の
書
い
た
も
の
を
定
家
様
の
書
体
で
写
し
た
と
い
う
意
味

で
の
擬
定
家
本
と
し
て
お
く
。
こ
れ
も
後
日
の
課
題
で
は
あ
る
。

平
成
二
十
四
年
九
月
二
十
九
日
、

了
。
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「
藤
井
隆

『
日
本
古
典
書
誌
学
総
瞥

和
泉
書
院
、
２
頁
、　

一
九
九

一
年
。

均
藤
本
孝

一
『古
写
本
の
姿
』
１７
頁
、
「日
本
の
美
術
」
第
４
３
６
号
、

至
文
堂
、

二
①
Ｏ
二
年

喝
こ
れ
は
、

中
村
多
麻

『
定
本
土
左
日
記
』
岩
波
書
店
、

２２
頁
、　

一
九
二
五
年
に
よ
れ
ば
、

そ
の
表
装
体

裁
に
至
る
ま
で
、

全
て
定
家
筆
土
佐
日
記
を
忠
実
に
模
し
た
コ
ロ
タ
イ
プ
と
さ
れ
る

。

昭

「京
都
文
化
博
物
館
紀
要
　
朱
雀
」
第
７
集
、

京
都
文
化
博
物
館
、
１
頁

巧
こ
う
し
た
俗
称
は
、

書
誌
学
で
は
厳
に
慎
む
べ
き
と
さ
れ
る
。

藤
井
隆
前
掲
書
、

‐１３
頁
。

拓
明
応

（
一
四
九
二
～

一
五
〇

一
）
の
頃
ま
で
存
在
し
た
と
言
わ
れ
る
。

例
え
ば
、

鈴
木
知
太
郎

『校
註

土
左
日
記
』
笠
間
書
院
、

２５
頁
、　

一
九
七
〇
年
。

Ｗ
萩
谷
朴
編

『
影
印
本
土
左
日
記
』
新
訂
版
、

Ｈ
頁
、

新
典
社
、

二
①
Ｏ
六
年
。

電
全
二
部
。

岩
波
書
店
、　

一
九
四
〇
年
。

り
注
８
の
池
田
前
掲
書
の
第

一
部
で
あ
る

「土
左
日
記
原
典
の
批
判
的
研
究
」、
‐４２
頁
ほ
か
。

■
橋
本
不
美
男

『
原
典
を
目
指
し
て
　
古
典
文
学
の
た
め
の
書
誌

（新
装
普
及
版
こ

笠
間
書
院
、

２３
頁
、

二
①
Ｏ
八
年
。

「
二
〇
〇
八
年
八
月

一
一
日
に
、

藤
本
孝

一
と
古
田
武
彦
が
京
都
で
対
談
し
た
折
り
の
発
言
。

私
的
な
企

画
で
あ
る
が
、

私
が
音
声
を
記
録
し
た
。

９

々「
関
口
存
男
、

藤
田
栄

『
新
ド
イ
ツ
語
大
講
座
中
巻
』、
三
修
社
、

‐１２
頁
、　

一
九
六
七
年
に
分
か
り
や
す

い
紹
介
が
出
て
い
る
。

現
確
か
に

『
後
漢
書
』
を
選
し
た
滝
嘩
の
よ
う
に
、

他
者
の
文
章
を
次
々
と
自
分
好
み
に
書
き
改
め
た
強

者
も
い
る

（富
士
正
晴

『
中
国
の
隠
者
』
岩
波
新
書
、

ω
頁
、　

一
九
七
三
年
）。
し
か
し
、

定
家
に
そ

の
よ
う
な
悪
癖
が
あ
っ
た
証
拠
は
な
い
。

「
家
入
博
徳

『
中
世
書
写
論

俊
成

・
定
家
の
書
写
と
社
会
』
勉
誠
出
版
、

１０
頁
、

二
①

一
〇
年
。

「
今
川
文
雄
訳

『
訓
読
明
月
記

第
二
巻
』
河
出
書
房
新
社
、

２８９
頁
、　

一
九
七
七
年
。

■
藤
原
定
家
原
著

『
明
月
記

第
二
』
国
書
刊
行
会
、

２４
頁
、　

一
九
七
〇
年
。

「
そ
の
詳
細
な
構
成
は
、

藤
本
論
文
３
頁
の

『
綴
葉
装
構
成
表
』
を
見
よ
。

「
注
２
の
藤
本
前
掲
書
５‐
頁
。

「
こ
の
括
は
、
「帖
」
ま
た
は

「折
り
」
と
も
呼
ば
れ
る
が

（注
１０
の
橋
本
前
掲
書
９７
頁
ほ
か
）、
藤
本
論

文
に
な
ら
つ
て
衛
明
な
括
を
用
い
た
。

均
注
１０
の
橋
本
前
掲
書
９７
頁
。

均
注
１７
の
藤
本
論
文
の
表
で
は
、

こ
の
表
表
紙
が
取
り
付
け
ら
れ
て
い
る
料
紙
を
第

一
丁
と
せ
ず
に
、

そ

の
次
の
遊
紙
を
以
て
第

一
丁
と
数
え
て
い
る
が
、

形
態
の
描
写
と
し
て
は
表
表
紙
の
貼
り
付
け
ら
れ
た
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料
紙
を
第

一
丁
と
し
た
方
が
よ
い
と
思
う
。

セ
材
質
不
明
に
つ
き
、

便
宜
堅
紙
と
し
た
。

均
通
例
で
は
書
写
奥
書
と
さ
れ
る
。

均
丁
の
片
面
を
頁
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。

セ
渋
谷
栄

一
に
よ
る

「藤
原
定
家
自
筆
の
仮
名
文
字
に
関
す
る
テ
キ
ス
ト
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
と
画
像
デ
ー
タ

ベ
ー
ス
の
作
成
研
究
」

一
九
九
六
年
二
月
の

「定
家
本

『
土
左
日
記
』
字
母

（テ
キ
ス
ト
デ
ー
タ
ベ
ー

ス
と

す
Ｓ
モ

ど
雪

≧

洋
や
ｏ
す
一ぎ

ぷ
き

＼お

∽
ｒ
一ゴ

く
単

縁
品

茸

３
中
に

よ

っ
て
算

出

。

均
藤
本
論
文
４
頁
。

切
注
１５
所
引
と
同
じ

『
訓
読
明
月
記

第
五
巻
』
２６０
頁
。

地
別
火

（べ
っ
か
）
と
も
言
う
。

定
家
自
身
は
精
進
潔
斎
し
て
参
詣
す
る
が
、

従
者
た
ち
と
同
じ
火
で
煮

炊
き
し
た
物
を
食
べ
る
と
不
浄
が
移
る
。

り
同
じ
く

『
訓
読
明
月
記

第
五
巻
』
２６４
頁
。

増
林
望

『
書
誌
学
の
回
廊
』
日
本
経
済
新
聞
社
、

２２
頁
、　

一
九
九
五
年
。

屯
藤
本
孝

一
『
本
を
千
年
伝
え
る
』
朝
日
選
書
、

‐２４
頁
、

二
〇

一
①
年
。

略
今
野
真
二

『
日
本
語
学
講
座
第
二
巻
　
～
二
つ
の
テ
キ
ス
ト

（上
）
明
治
期
以
前
の
文
献
』
清
文
堂
、

６７
頁
、

二
①

一
一
年

増
こ
の

「自
書
写
之
昨
今
ニ
ケ
日
終
功
」
の

「自
」
を
、

通
説
は

「み
ず
か
ら
」
と
読
ん
で
い
る
よ
う
だ

が
、

助
詞
の

「よ
り
」
で
は
な
い
か
と
思
う
。

み
ず
か
ら
書
写
し
た
な
ど
と
記
す
必
要
が
あ
る
の
か
。

増
定
家
の
時
代
の
尺
の
平
均
値
を

いｏ
震
ｏＳ

と
す
る
、

岩
田
重
雄

「中
国

・
朝
鮮

・
日
本
の
長
さ
標
準

第

一
報
」、
５０
頁
、
「計
量
史
研
究
」
１７
号
、

計
量
史
学
会

（
一
九
九
四
年
）
に
従
っ
た
。

萩
谷
朴

『
土

佐
日
記
全
注
釈
』
角
川
書
店

（
一
九
六
七
年
）
１２
頁
で
、

こ
れ
を

「縦

買
将
ヨ

×
横

絡

申ＯＳ
」
と
換

算
し
て
い
る
の
は
、　

一
尺
を

ゆｏ
甘
Ｓ

と
し
た
も
の
。

藤
本
論
文
が
８
頁
で
こ
れ
を

「縦
約

ふ
ｏ
●日

×

横
約

け
【ｏヨ
」
と
換
算
し
て
い
る
の
は
、

縦
に
関
し
て
は

『
延
喜
式
』
雑
式
の
度
量
衡
に

「凡
度
量
衡

き
け

い

者
、

官
私
悉
用
大
。

但
測
暑
景
、

合
湯
薬
、

則
用
小
者
」
と
あ
る
の
と

（暑
景

と
は
太
陽
の
影
で
あ

る
）
、

大
尺
を

い
け
浅
ｏＳ

と
す
る
井
上
和
人

「平
城
京
朱
雀
大
路
設
定
規
格
の
再
検
討
」、
４７
頁
、
「奈

良
文
化
財
研
究
所
紀
要
」、
奈
良
文
化
財
研
究
所

（二
Ｏ
①
四
年
）
に
従
っ
た
も
の
の
よ
う
で
あ
る
が
、

こ
の
大
尺
が
鎌
倉
期
に
使
わ
れ
て
い
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。

横
の
寸
法
の
換
算
に
つ
い
て
は
単
純
に

誤
植
か
。

増
注
３４
の
萩
谷
前
掲
書
。

増
船
城
俊
太
郎

『
院
政
時
代
文
書
様
式
史
論
考
』
勉
誠
出
版
、

４‐３
頁
、

二
〇

一
一
年
に
よ
る
と
、

こ
れ
は
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日
本
語
の
語
順
の
影
響
で
は
な
く
中
国
語
の
俗
語
の
影
響
だ
と
す
る
が
、

管
見
は
疑
問
。

屯
注
１０
の
橋
本
前
掲
書
の
２‐
頁
。

増
国
文
学
者
で
も
書
誌
学
者
で
も
、

変
体
漢
文
に
訓
読
を
付
さ
な
い
ま
ま
論
じ
て
い
る
場
合
が
多
く
、

実

は
訓
読
が
出
来
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
と
疑
い
た
く
な
る
。

増
注
３‐
の
藤
本
前
掲
書
９４
頁
。

昭
注
２５
の
渋
谷
栄

一
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
等
。

昭
池
田
亀
鑑
校
訂

『
土
佐
日
記
』
岩
波
文
庫
、
８
頁
、　

一
九
二
〇
年
。

】
注
３‐
の
藤
本
前
掲
書
‐３５
頁
。

昭
藤
本
論
文
９
頁
お
よ
び
片
桐
洋

一

「『
土
左
日
記
』
定
家
筆
本
と
篤
家
筆
本
」、
２６
頁
、
「国
文
学
」
七

十
七
号
、

関
西
大
学
、　

一
九
九
八
年
。

昭
注
３４
の
萩
谷
前
掲
書
、

１４
頁
。

昭
依
田
泰

「『
土
左
日
記
』
定
家
本
と
為
家
本
に
関
す
る

一
考
察
」、
２８
頁
、
「国
語
国
文
学
会
誌
」
四
十

三
号
、

学
習
院
大
学
、

二
①
Ｏ
Ｏ
年
。

昭
古
書
難
の
商
品
目
録
で
あ
る
反
町
茂
雄
編

『
弘
文
荘
敬
愛
書
図
録
Ⅱ
』
弘
文
荘
、　

一
九
人
四
年
の
巻
頭

に
写
真
が
ほ
ん
の
一
部
分
だ
け
掲
載
さ
れ
た
土
佐
日
記
の
写
本
で
、

藤
原
為
家
自
筆
と
銘
打
た
れ
七
千

五
百
万
円
の
価
格
が
付
い
て
い
た
。

大
阪
青
山
短
期
大
学
が
購
入
し
て
現
在
も
所
蔵
し
て
い
る
が
、

全

体
の
影
印
は
刊
行
さ
れ
て
お
ら
ず
書
誌
事
項
に
つ
い
て
の
資
料
も
殆
ど
な
い
。

所
蔵
者
の
怠
学
で
あ
る
。

昭
私
は
、

『
為
家
筆
土
佐
日
記
』
自
体
の
素
性
に
強
い
疑
問
を
抱
い
て
い
る
が
、

こ
こ
で
は
触
れ
な
い
。

「
注
４６
の
弘
文
堂
前
掲
目
録
に
よ
る
と
、
「第
六
業
の
裏
と
第
七
業
の
表
は
文
字
を
し
る
し
て
い
な
い
」

と
あ
る
が
、

『
為
家
筆
土
佐
日
記
』
を
親
本
に
し
た
と
言
わ
れ
る

『青
勢
書
屋
本
』
の
影
印

（東
海
大

学
出
版
会
、

東
海
大
学
蔵
桃
園
文
庫
影
印
叢
書
第
九
巻
、　

一
九
九
二
年
）
で
は
第
八
丁
裏
と
第
九
丁
表

が
自
紙
に
な
っ
て
い
る
。

こ
の
違
い
は
、

弘
文
堂
の
目
録
が
外
題
と
見
返
し
の
あ
る
第

一
丁
と
表
一異
が

遊
紙
の
第
二
丁
を
数
え
ず
に
、

本
文
の
墨
附
が
あ
る
第
二
丁
を
第

一
葉
と
数
え
た
た
め
と
思
わ
れ
る
が
、

こ
の
よ
う
な
数
え
方
の
不
統

一
は
混
乱
を
招
く
。

昭
藤
本
孝

一
『
定
家
本
源
氏
物
語
　
冊
子
本
の
姿
』
８５
頁
、
「日
本
の
美
術
」
第
４
６
８
号
、

至
文
堂
、

二
Ｏ
①
五
年

巧
注
１４
の
家
入
前
掲
書
‐８６
頁
も
、

作
業
工
程
と
し
て
は
定
家
筆
土
佐
日
記
の
前
に
定
家
草
稿
本
が
あ
る
と

し
て
い
る
が
、

家
入
も
定
家
の
書
写
態
度
を
親
本
に
忠
実
で
は
な
い
と
し
て
い
る
。

巧
本
稿
１
頁
に
引
い
た

一
九
二
人
年
刊
行
の
定
家
筆
土
佐
日
記
の
複
製
本
付
属
の
解
説
書
も
、

前
国
家
蔵

と
な
る
以
前
の
来
歴
を
不
明
と
し
て
い
る
。
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