
「
女
房
日
記
」
と
は
何
か
　
　
そ
の
性
格
と
本
質

宮
　
　
崎
　
　
荘
　
　
平

1

　
こ
こ
に
カ
ギ
括
弧
付
き
で
い
う
「
女
房
日
記
」
と
は
、
い
わ
ゆ
る
女
流
日
記
と
同
義
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
女
房
の
身
分
に
あ

る
者
、
あ
る
い
は
か
つ
て
そ
の
身
分
に
あ
っ
た
筆
者
が
、
女
房
の
立
場
か
ら
書
き
記
し
た
日
記
の
こ
と
で
あ
る
。

　
ま
ず
、
女
流
日
記
と
は
何
か
、
の
ほ
う
か
ら
説
く
と
、
こ
れ
は
平
安
時
代
に
端
を
発
す
る
王
朝
女
性
の
筆
に
成
る
、
文
学
性
を

有
す
る
仮
名
日
記
の
総
称
で
あ
る
。
紀
貫
之
が
そ
の
冒
頭
「
男
も
す
な
る
日
記
と
い
ふ
も
の
を
、
女
も
し
て
み
む
と
て
す
る
な
り
」

と
男
性
官
人
の
わ
が
身
を
女
性
に
仮
託
し
て
、
土
佐
か
ら
帰
任
の
五
十
五
日
間
の
船
旅
の
こ
と
を
記
し
先
鞭
を
付
け
た
『
土
佐
日

記
』
が
初
発
の
役
割
を
果
た
し
、
そ
れ
に
文
学
史
的
に
触
発
さ
れ
る
か
た
ち
で
展
開
を
み
た
女
性
自
身
の
手
に
成
る
女
流
日
記
は
、

記
録
を
主
体
と
す
る
漢
文
日
記
と
は
異
な
り
、
公
的
身
分
を
持
た
な
い
女
性
が
私
的
自
己
の
心
情
表
出
の
場
と
し
て
切
り
開
い
た

世
界
で
あ
っ
て
、
自
ず
と
、
そ
こ
に
文
学
性
を
具
備
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　
女
性
の
手
に
成
る
仮
名
日
記
作
品
の
一
番
手
と
な
っ
た
、
藤
原
道
綱
母
の
『
蜻
蛉
日
記
』
は
、
は
か
な
く
不
安
定
な
二
十
一
年

間
に
わ
た
る
わ
が
境
涯
を
、
上
・
中
・
下
三
巻
に
綴
り
、
か
な
り
の
達
成
度
を
備
え
る
に
至
っ
た
。
女
流
日
記
作
品
は
、
そ
れ
ぞ

れ
の
作
者
が
、
か
け
が
え
の
な
い
一
回
限
り
の
己
れ
の
人
生
を
対
象
化
し
て
形
成
し
た
も
の
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
物
語
作
品
の
よ

う
に
直
接
的
な
影
響
関
係
を
持
た
な
い
が
、
『
蜻
蛉
日
記
』
の
あ
と
、
時
代
的
情
況
や
文
学
史
的
基
盤
に
支
え
ら
れ
育
成
さ
れ
て
、



2締
多
霧
合
・
宮
隻
女
性
・
つ
婁
房
で
あ
っ
た
が
た
め
に
、
女
流
日
記
の
異
称
な
い
し
別
呼
称
と
し
て
女
房
日
記
の
託
叩
が

究
用
い
ら
れ
て
き
た
も
の
と
み
ら
れ
る
。
し
か
し
、
『
蜻
蛉
日
記
』
の
作
者
、
藤
原
轟
母
は
女
房
で
な
か
っ
た
し
、
女
流
日
記
と

研
　
　
み
な
し
う
る
『
成
尋
阿
閣
梨
母
集
』
の
作
者
（
源
俊
賢
女
）
も
ま
た
生
涯
女
房
経
験
を
も
た
な
か
っ
た
。
和
泉
式
部
は
女
房
経
験

群
が
あ
り
、
「
和
泉
式
部
」
と
い
う
名
前
自
体
が
女
房
名
（
他
に
、
若
い
頃
の
女
房
名
「
江
式
部
」
も
あ
る
）
で
あ
る
け
れ
ど
も
、

文
　
　
『
和
泉
式
部
日
記
』
は
女
房
経
験
に
も
と
づ
き
、
そ
の
こ
と
を
書
き
綴
っ
た
作
口
叩
で
は
な
く
、
女
房
日
記
と
は
称
せ
な
い
。
菅
原

人
　
　
孝
標
女
は
女
房
経
験
を
も
ち
、
『
更
級
日
記
』
に
は
一
時
期
の
出
仕
生
活
の
こ
と
も
記
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
部
分
的
な
こ
と

　
　
　
で
あ
っ
て
、
作
品
全
体
が
女
房
と
し
て
の
経
験
な
り
、
そ
の
生
活
を
記
し
た
も
の
で
は
な
い
の
だ
か
ら
、
こ
れ
を
女
房
日
記
と
呼

　
　
称
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
こ
う
し
て
み
る
と
、
女
流
日
記
す
な
わ
ち
女
房
日
記
で
は
な
い
こ
と
が
、
次
第
に
明
ら
か
に
な
っ

　
　
　
て
く
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
し
た
が
っ
て
女
房
日
記
と
は
、
自
明
の
こ
と
の
よ
う
で
あ
る
が
、
冒
頭
に
記
し
た
ご
と
く
女
房
が
記
し
た
日
記
の
こ
と
、
も
っ

　
　
と
厳
密
に
い
え
ば
、
女
房
の
身
分
に
あ
る
（
あ
る
い
は
、
あ
っ
た
）
筆
者
が
、
女
房
の
立
場
か
ら
書
き
記
し
た
日
記
と
い
う
べ
き
で

　
　
　
あ
る
。
女
房
日
記
は
、
上
述
の
女
流
日
記
と
時
に
相
接
し
、
相
渉
り
つ
つ
も
、
独
自
の
実
態
と
系
譜
を
有
す
る
、
主
と
し
て
後
宮

い
く
つ
か
の
作
品
が
産
出
さ
れ
、
や
が
て
女
流
日
記
文
学
と
呼
称
さ
れ
る
ジ
ャ
ソ
ル
を
形
づ
く
る
こ
と
と
な
る
。

　
帥
宮
敦
道
親
王
と
の
恋
の
顛
末
を
物
語
手
法
で
描
い
た
『
和
泉
式
部
日
記
』
、
宮
仕
え
日
記
の
中
に
私
的
憂
悶
の
情
を
吐
露
し

た
『
紫
式
部
日
記
』
、
四
十
余
年
に
わ
た
る
己
の
人
生
を
辿
り
綴
っ
た
、
菅
原
孝
標
女
の
手
に
成
る
『
更
級
日
記
』
、
一
見
宮
仕
え

日
記
に
み
え
な
が
ら
、
内
実
は
堀
河
天
皇
に
寄
せ
る
限
り
な
い
思
慕
・
追
慕
の
情
を
表
出
す
る
『
讃
岐
典
侍
日
記
』
、
そ
れ
か
ら
、

家
集
の
体
裁
を
有
し
な
が
ら
も
日
記
作
品
の
内
質
を
備
え
、
わ
が
子
成
尋
と
の
離
別
の
悲
嘆
を
切
々
と
綴
る
『
成
尋
阿
閣
梨
母
集
』

　
　
　
　
　
ユ
　

な
ど
で
あ
る
。

　
だ
が
、
繰
り
返
し
て
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
女
流
日
記
イ
コ
ー
ル
女
房
日
記
で
は
な
い
。
こ
れ
ら
の
平
安
時
代
の
日
記
作
者
が
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女
房
に
よ
る
情
況
記
録
で
あ
る
。
な
お
、
情
況
記
録
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
さ
ら
に
後
述
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
　
　
女
流
日
記
の
な
か
に
あ
っ
て
、
一
見
宮
仕
え
日
記
と
も
み
え
る
『
紫
式
部
日
記
』
も
、
私
的
心
情
吐
露
の
場
と
し
て
の
展
開
を

　
　
み
せ
て
い
て
、
女
房
日
記
そ
の
も
の
と
は
言
い
が
た
い
。
『
讃
岐
典
侍
日
記
』
も
ま
た
、
女
房
日
記
そ
の
も
の
の
よ
う
に
み
ら
れ

　
　
も
す
る
が
、
そ
の
内
実
は
、
公
的
な
場
に
お
け
る
私
的
心
情
（
先
述
の
、
堀
河
天
皇
に
寄
せ
る
思
慕
・
追
慕
の
情
）
の
披
渥
・
吐

　
　
露
に
中
心
点
が
あ
り
、
女
房
日
記
と
は
距
離
が
あ
り
、
性
格
を
異
に
し
て
い
る
作
品
と
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ト

　
　
　
さ
て
、
女
房
日
記
と
は
概
略
こ
の
よ
う
に
み
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
が
、
し
か
し
こ
う
し
た
私
見
に
つ
い
て
広
く
学
界
の
合
意

鉢
が
得
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
・
「
太
后
御
記
」
の
研
究
に
先
鞭
を
付
け
ら
れ
た
石
原
昭
平
氏
熊
．
か
つ
て
拙
稿
「
女
房
日
記

騰
　
　
の
形
成
と
そ
の
展
開
」
に
つ
い
て
触
れ
、
「
初
期
の
日
記
文
学
の
生
成
と
発
展
を
考
え
る
う
え
に
有
効
な
視
野
を
与
え
必
読
の
も

の
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

そ
　
　
の
」
と
評
し
、
ま
た
岩
佐
美
代
子
氏
が
、
自
ら
の
体
験
的
女
房
日
記
論
を
展
開
す
る
に
当
た
り
、
一
連
の
私
見
を
肯
定
的
に
援
用

｝
さ
れ
て
い
肇
ら
い
に
す
ぎ
な
い
・
そ
こ
で
・
引
き
続
き
女
房
日
記
の
籍
と
そ
の
本
質
の
さ
ら
な
る
究
明
を
進
め
・
繰
り
返
し

働
　
　
論
述
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

撚調脚
　
　
　
二

女「
　
　
　
と
こ
ろ
で
、
女
房
日
記
と
い
う
用
語
は
、
研
究
上
か
な
り
広
く
、
し
か
も
一
般
的
に
用
い
ら
れ
て
き
て
い
る
。
が
、
用
い
ら
れ

　
　
方
の
大
半
は
、
女
流
日
記
と
同
義
、
な
い
し
は
女
流
日
記
の
別
呼
称
と
し
て
の
も
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
『
紫
式
部
日
記
』
や

　
　
　
『
枕
草
子
』
（
日
記
的
回
想
章
段
）
な
ど
が
、
い
ず
れ
も
女
房
日
記
そ
の
も
の
で
あ
る
と
説
か
れ
る
が
ご
と
き
現
状
に
あ
る
。
つ
ま

　
　
り
は
、
宮
仕
え
女
性
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
作
品
の
、
別
称
ま
た
は
汎
称
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

3
　
　
女
房
日
記
の
性
格
と
そ
の
系
譜
を
明
ら
か
に
し
て
お
く
こ
と
は
、
研
究
者
の
間
に
お
い
て
さ
え
曖
昧
の
ま
ま
に
用
い
ら
れ
て
い



4
　
　
る
女
房
日
記
の
語
に
、
厳
密
さ
を
求
め
る
こ
と
と
な
る
。
と
同
時
に
、
こ
と
は
単
に
そ
こ
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
く
、
女
房
日

　
　
記
的
な
他
の
い
く
つ
か
の
作
品
の
性
格
と
そ
の
本
質
の
究
明
の
た
め
に
、
必
要
不
可
欠
な
研
究
作
業
と
な
る
の
で
あ
を
6
6
）

　
　
　
女
房
日
記
の
祖
形
な
い
し
源
流
に
つ
い
て
は
、
既
に
検
討
と
考
証
及
び
考
察
を
続
け
て
き
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
魁
己
ま
ず

　
　
　
『
源
氏
物
語
』
の
注
釈
書
で
あ
る
『
河
海
抄
』
（
中
世
、
南
北
朝
期
成
立
）
に
断
簡
を
と
ど
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
「
太
后
御

　
　
記
」
に
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
。
「
太
后
御
記
」
は
、
女
流
仮
名
文
の
最
古
の
も
の
、
あ
る
い
は
女
流
日
記
の
始
祖
な
ど
と
み

　
　
な
さ
れ
て
い
る
文
献
で
あ
り
、
こ
こ
で
も
女
房
日
記
と
女
流
日
記
と
の
混
同
視
が
あ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
と
も
か
く
女
房
日

輯
　
　
記
を
考
定
し
、
そ
の
性
格
を
閲
明
た
ら
し
め
る
た
め
に
は
、
検
討
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
も
の
で
あ
る
。

　鄭
　
　
　
『
河
海
抄
』
に
、
「
太
后
御
記
」
ま
た
は
「
大
宮
日
記
」
と
記
さ
れ
る
こ
の
日
記
は
、
つ
こ
う
六
箇
所
に
引
か
れ
る
の
み
の
、
断

究
　
　
簡
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
が
、
醍
醐
天
皇
の
中
宮
（
の
ち
皇
太
后
・
太
皇
太
后
）
藤
原
穏
子
と
そ
の
周
辺
の
記
録
と
目
さ
れ
る
。
そ

研
　
　
し
て
、
記
事
と
そ
こ
か
ら
導
き
出
さ
れ
る
状
況
と
に
基
づ
き
検
討
と
考
察
を
施
す
と
、
お
お
よ
そ
次
の
よ
う
な
こ
と
が
判
明
し
て

学
科
　
　
く
る
。
す
な
わ
ち
、
記
事
が
祝
事
．
賀
儀
の
こ
と
に
ほ
ぼ
集
中
し
て
い
る
こ
と
か
ら
推
し
て
、
「
太
后
御
記
」
全
体
が
穏
子
と
そ

文
　
　
の
周
辺
の
慶
祝
事
を
中
心
と
し
た
記
録
で
あ
り
、
記
さ
れ
て
い
る
慶
祝
事
の
年
時
及
び
穏
子
の
閲
歴
等
か
ら
み
て
、
そ
の
記
録
の

人
　
　
上
限
は
延
喜
年
間
（
延
喜
元
年
H
九
〇
一
）
、
下
限
は
承
平
年
間
（
承
平
元
年
聴
九
三
一
）
の
お
よ
そ
三
十
年
間
に
も
及
ぶ
、
か
な
り
大

　
　
部
の
も
の
で
あ
っ
た
か
と
推
定
さ
れ
る
。
そ
れ
を
筆
録
し
た
の
は
、
穏
子
近
侍
の
女
房
（
勿
論
、
一
人
で
は
な
く
複
数
）
と
み
ら

　
　
れ
る
。
慶
祝
事
が
記
録
の
中
心
と
な
る
の
は
、
筆
録
者
た
る
女
房
か
ら
み
て
の
主
人
（
中
宮
穏
子
〉
と
主
家
（
穏
子
の
兄
へ
左
大
臣
忠

　
　
平
家
）
の
繁
栄
を
讃
美
す
る
と
こ
ろ
に
か
か
わ
っ
て
い
る
と
み
ら
れ
る
。

　
　
　
中
宮
が
公
人
で
あ
り
、
近
侍
の
女
房
も
当
然
公
に
奉
仕
す
る
立
場
に
あ
る
の
だ
が
、
後
宮
の
存
在
そ
の
も
の
が
、
む
ろ
ん
公
的

　
　
存
在
で
あ
る
こ
と
に
は
違
い
な
い
も
の
の
、
内
裏
全
体
の
な
か
に
あ
っ
て
、
後
宮
は
多
分
に
私
的
性
格
を
備
え
て
い
た
こ
と
も
ま

　
　
た
事
実
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
後
宮
近
侍
の
女
房
が
記
す
日
記
、
す
な
わ
ち
女
房
日
記
は
、
後
宮
内
で
の
公
的
な
性
格
と
そ
の



　
　
　
成
員
全
体
の
共
有
物
と
し
て
の
役
割
を
帯
び
な
が
ら
も
、
後
宮
内
に
あ
っ
て
は
「
公
」
で
あ
っ
て
も
、
対
外
的
に
は
「
私
」
の
存

　
　
在
で
あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
。

　
　
　
女
房
日
記
が
私
的
性
格
の
も
の
と
い
う
の
は
、
一
方
に
、
漢
文
に
よ
っ
て
筆
録
さ
れ
る
公
式
の
日
記
が
厳
然
と
し
て
あ
り
、
そ

　
　
れ
に
対
置
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
天
皇
の
日
常
を
当
番
の
蔵
人
が
記
録
す
る
「
殿
上
日
記
」
、
諸
官
庁
に
お
け
る
記
録

　
　
　
で
あ
る
太
政
官
の
「
外
記
日
記
」
、
中
務
省
の
「
内
記
日
記
」
な
ど
が
そ
れ
に
あ
た
る
。
後
宮
と
い
う
私
的
将
内
で
な
さ
れ
る
女

卜

　
　
房
日
記
は
、
こ
う
し
た
も
の
に
準
じ
る
と
こ
ろ
か
ら
発
生
し
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
公
式
に
し
て
正
格
な
制
約
か
ら
は
離
れ
た
、
一

鉢
讐
の
、
主
と
し
て
繁
栄
の
記
録
で
あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
・
近
侍
の
女
房
が
仮
名
で
筆
録
し
た
と
い
う
と
こ
ろ
に
・
す
で
に
し
て

格
性
　
　
私
的
性
格
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

の

量

　
　
　
こ
の
こ
と
に
関
し
て
、
も
う
す
こ
し
敷
衛
し
て
お
く
と
、
女
房
日
記
が
有
し
て
い
る
私
的
性
格
と
は
、
漢
文
に
よ
る
正
式
記
録

　
　
た
る
「
公
」
に
対
し
て
の
、
私
的
な
位
置
を
も
つ
後
宮
な
る
が
ゆ
え
の
「
私
」
で
あ
っ
て
、
そ
の
筆
録
に
あ
た
る
女
房
個
々
人
の

働
　
　
「
私
」
で
は
、
も
と
よ
り
あ
り
え
な
い
。

はと
　
　
　
後
宮
に
お
け
る
「
公
」
と
「
私
」
に
つ
い
て
の
好
個
の
例
が
『
枕
草
子
』
の
一
節
に
み
ら
れ
る
。
「
頭
の
弁
の
、
職
に
ま
ゐ
り

ヨ睨
　
給
ひ
て
」
の
段
で
、
頭
の
弁
で
あ
る
藤
原
行
成
が
清
少
納
言
に
対
し
て
、
孟
嘗
君
の
故
事
に
因
ん
だ
応
答
を
求
め
て
、
前
後
三
通

嬬
の
手
紙
を
よ
．
」
す
の
で
あ
る
が
、
能
筆
家
と
し
て
の
行
成
の
手
紙
を
愛
で
る
が
ゆ
え
に
、
初
め
の
一
通
は
中
宮
定
子
の
弟
に
あ
た

「　
　
る
僧
都
の
君
が
「
い
み
じ
う
額
を
さ
へ
つ
き
て
」
頂
戴
し
て
し
ま
い
、
後
の
二
通
は
中
宮
が
手
元
に
残
さ
れ
た
、
と
あ
る
。
そ
し

　
　
て
後
日
、
行
成
が
清
少
納
言
に
、
あ
な
た
の
手
紙
を
殿
上
人
た
ち
に
披
露
し
た
と
い
う
こ
と
を
話
し
た
際
、
清
少
納
言
は
、
私
は

　
　
あ
な
た
の
見
苦
し
い
詞
が
他
見
に
さ
ら
さ
れ
る
の
は
困
る
と
思
い
、
あ
な
た
か
ら
の
手
紙
は
ひ
た
隠
し
に
し
て
一
切
誰
に
も
見
せ

　
　
て
い
な
い
、
と
言
い
、
そ
の
こ
と
に
対
し
て
行
成
は
、
清
少
納
言
の
そ
の
配
慮
に
感
謝
の
言
葉
を
述
べ
て
い
る
。
こ
こ
に
お
け
る
、

5
　
　
行
成
の
手
紙
を
他
の
誰
に
も
見
せ
て
は
い
な
い
、
と
の
清
少
納
言
の
言
は
、
事
実
に
反
し
た
こ
と
で
あ
る
。
と
い
っ
て
、
そ
れ
が



6
　
作
り
事
、
な
い
し
は
虚
言
か
と
い
う
と
、
け
っ
し
て
そ
う
で
は
あ
る
ま
い
。
主
人
た
る
中
宮
は
勿
論
、
主
家
の
人
に
当
た
る
僧
都

　
　
の
君
な
ど
も
、
他
人
で
は
な
く
、
そ
の
人
た
ち
と
手
紙
を
共
に
見
た
う
え
、
そ
れ
が
そ
の
人
た
ち
の
手
に
渡
っ
た
と
て
、
他
見
に

　
　
さ
ら
し
た
こ
と
に
は
当
た
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
中
宮
が
後
宮
全
体
の
統
括
者
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
仕
え
る
女
房
は
そ
の
一
部
で

　
　
あ
り
、
部
分
的
な
存
在
に
過
ぎ
な
い
わ
け
で
あ
る
。
で
あ
っ
て
み
れ
ば
、
他
か
ら
の
手
紙
を
中
宮
や
主
家
の
人
た
ち
に
見
せ
る
の

　
　
は
、
む
し
ろ
当
然
の
こ
と
な
の
で
あ
る
。
手
紙
の
や
り
と
り
自
体
、
中
宮
の
意
向
と
指
示
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
べ
き
性
質
の
行
為

　
　
な
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
範
囲
外
の
人
々
に
一
切
見
せ
て
い
な
い
こ
と
を
も
っ
て
、
「
御
文
は
い
み
じ
う
隠
し
て
、
人

輯
　
　
に
つ
ゆ
見
せ
侍
ら
ず
」
と
言
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
っ
て
、
け
っ
し
て
虚
言
を
弄
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
事
実
に
反
し
た
こ
と

　翻
　
　
で
も
な
い
の
で
あ
る
。

究
　
　
　
宮
仕
え
女
性
、
つ
ま
り
女
房
た
る
者
に
と
っ
て
の
「
公
」
と
「
私
」
と
の
範
疇
が
、
こ
こ
に
は
っ
き
り
と
見
て
取
れ
る
。
女
房

研
　
　
日
記
に
関
す
る
直
接
的
な
例
証
で
は
な
い
が
、
女
房
日
記
の
性
格
を
号
え
る
上
で
の
・
参
考
例
と
な
ろ
う
か
と
思
う
。

学科
　
　
か
く
の
ご
と
く
女
房
日
記
は
、
私
的
性
格
を
有
す
る
後
宮
に
お
い
て
、
そ
の
構
成
員
全
体
の
共
有
物
的
な
存
在
と
し
て
、
近
侍

文
　
　
の
女
房
に
よ
り
、
そ
の
主
人
に
代
わ
る
か
た
ち
で
筆
録
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
後
宮
の
主
人
と
そ
の
主
家
の
繁
栄
を
情
況
的
に

人
　
　
記
録
す
る
と
こ
ろ
に
主
眼
が
置
か
れ
、
そ
れ
な
る
が
ゆ
え
に
、
い
き
お
い
慶
祝
事
を
中
心
と
し
、
あ
る
い
は
そ
の
こ
と
に
限
定
し

　
　
て
記
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
も
の
、
と
位
置
付
け
ら
れ
る
。
そ
こ
に
お
け
る
慶
祝
事
は
、
取
り
も
直
さ
ず
、
そ
の
後
宮
の
繁
栄
を

　
　
象
徴
す
る
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。

三

上
述
の
と
こ
ろ
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
「
太
后
御
記
」
に
そ
の
源
流
の
み
ら
れ
る
女
房
日
記
の
発
生
は
、
摂
関
政
治
の
発
展



　
　
　
に
つ
れ
て
整
備
が
進
ん
だ
後
宮
の
存
在
と
密
接
な
関
係
に
あ
る
。

　
　
　
　
い
ゆ
わ
る
摂
関
制
が
発
展
し
、
外
戚
政
治
が
進
行
す
る
に
伴
い
、
そ
れ
を
内
側
か
ら
支
え
る
役
割
を
担
う
後
宮
は
、
い
よ
い
よ

　
　
重
要
な
位
置
を
占
め
る
よ
う
に
な
り
、
い
っ
そ
う
拡
充
さ
れ
て
い
く
方
向
を
た
ど
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
状
況
の
な
か
で
、
常
に
す

　
　
べ
て
の
後
宮
と
ま
で
は
い
え
な
い
ま
で
も
、
そ
の
代
そ
の
代
の
主
だ
っ
た
後
宮
に
お
い
て
、
「
太
后
御
記
」
の
ご
と
き
女
房
日
記

　
　
が
必
ず
や
筆
録
さ
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
想
像
に
難
く
な
い
。
も
と
よ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
後
宮
の
事
情
に
よ
り
、
そ
の
筆

卜

　
　
録
期
間
の
長
短
、
規
模
の
大
小
、
記
事
の
量
的
多
寡
な
ら
び
に
粗
密
等
に
は
、
お
の
ず
と
差
異
が
生
じ
た
で
あ
ろ
う
が
、
成
さ
れ

轡
た
で
あ
ろ
う
女
｝
房
日
記
は
、
そ
れ
ぞ
れ
特
有
の
性
格
を
形
成
し
つ
つ
も
、
「
太
后
御
記
」
に
わ
ざ
わ
ざ
倣
う
ま
で
参
、
必
然

性
　
　
的
に
そ
れ
と
相
似
た
形
質
を
備
え
、
そ
の
大
枠
か
ら
逸
脱
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

の

↓

　
　
　
し
か
し
な
が
ら
、
源
流
と
目
さ
れ
る
「
太
后
御
記
」
か
ら
し
て
断
簡
を
と
ど
め
る
の
み
で
伝
存
し
て
は
い
な
い
。
の
み
な
ら
ず
、

　
　
そ
の
系
譜
を
確
実
に
示
す
現
存
の
女
房
日
記
も
ま
た
、
他
に
存
在
し
て
い
な
い
。
こ
の
こ
と
を
、
ど
う
解
釈
し
、
理
解
す
る
か
が

働
　
　
重
要
な
課
題
と
な
る
。

はと
　
　
　
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
私
は
、
次
の
よ
う
に
考
え
る
。
ま
ず
「
太
后
御
記
」
が
断
簡
を
と
ど
め
る
の
み
で
伝
存
し
な
い
こ
と
に
つ

ヨ暗
　
　
い
て
は
、
先
述
の
私
的
性
格
に
由
来
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
一
後
宮
の
私
的
性
格
を
帯
び
た
記
録
で
あ
っ
た
が
ゆ
え
に
、
外

娚
部
に
出
る
．
」
と
は
な
く
、
し
た
が
っ
て
文
学
作
品
な
ど
の
ご
と
く
に
世
間
に
流
布
す
る
と
い
う
こ
と
は
な
く
、
内
部
と
そ
れ
に
特

「　
　
に
か
か
わ
る
範
囲
に
の
み
限
っ
て
披
見
さ
れ
て
伝
わ
り
、
そ
れ
以
上
の
広
が
り
を
も
つ
性
質
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
た
め
に
、
や

　
　
が
て
散
侠
し
て
い
っ
て
し
ま
っ
た
も
の
と
推
察
さ
れ
る
。

　
　
　
そ
れ
に
し
て
も
「
太
后
御
記
」
は
、
南
北
朝
期
ま
で
は
伝
存
し
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
同
期
の
編
纂
と
み
ら
れ
る
『
本

　
　
朝
書
籍
目
録
』
の
仮
名
部
に
「
太
后
御
記
　
一
巻
」
と
記
載
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
た
だ
し
、
さ
き
に
推
定
を
示
し
た
よ
う

7
　
　
に
、
か
な
り
長
期
に
わ
た
る
記
録
で
あ
っ
た
と
す
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、
大
部
な
も
の
が
予
想
さ
れ
る
の
だ
が
、
＝
巻
」
と
あ



8
　
　
る
の
は
規
模
の
う
え
か
ら
疑
問
な
し
と
し
な
い
。
あ
る
い
は
、
上
述
の
ご
と
き
事
情
か
ら
、
す
で
に
部
分
的
な
散
侠
が
生
じ
な
が

　
　
ら
も
伝
存
し
て
い
た
、
つ
ま
り
は
残
存
の
姿
で
あ
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
と
す
れ
ば
、
『
河
海
抄
』
所
引
の
も
の
も
残
欠
状
態

　
　
　
の
「
太
后
御
記
」
で
あ
っ
た
可
能
性
が
濃
く
な
る
。

　
　
　
か
く
し
て
「
太
后
御
記
」
は
、
『
本
朝
書
籍
目
録
』
に
残
欠
か
と
思
わ
れ
る
姿
を
と
ど
め
た
後
、
や
が
て
室
町
期
に
は
散
侠
し

　
　
て
し
ま
っ
た
も
の
と
推
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
し
て
も
、
と
も
か
く
も
こ
の
時
期
ま
で
伝
存
し
て
い
た
こ
と
は
、
こ
れ

　
　
が
女
房
日
記
の
源
流
で
あ
る
と
同
時
に
、
そ
の
象
徴
的
な
存
在
で
あ
っ
た
か
ら
に
ほ
か
な
る
ま
い
。
必
ず
や
存
在
し
た
で
あ
ろ
う

輯
　
　
そ
の
後
の
幾
多
の
女
房
日
記
が
、
こ
と
ご
と
く
姿
を
と
ど
め
る
こ
と
の
な
い
理
由
も
、
上
述
の
こ
と
の
な
か
に
求
あ
ら
れ
る
の
で

　翻
　
　
あ
る
。
私
的
性
格
を
帯
び
、
内
部
的
な
存
在
に
と
ど
ま
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
に
由
来
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
に
、
象
徴
的

究
　
存
在
と
上
述
し
た
「
太
后
御
記
」
の
よ
う
な
規
模
に
ま
で
成
長
し
て
い
た
も
の
は
、
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
も
考
慮

研
　
　
に
入
れ
て
お
い
て
よ
い
か
と
思
わ
れ
る
。

学
科
　
　
存
在
し
た
は
ず
の
幾
多
の
女
房
日
記
が
散
侠
の
み
ち
を
辿
っ
て
し
ま
っ
た
が
た
め
に
、
女
房
日
記
そ
の
も
の
の
系
譜
は
、
必
ず

文
　
　
し
も
明
確
に
描
く
こ
と
が
で
き
な
い
。
が
、
そ
の
存
在
は
幻
の
ご
と
き
も
の
か
と
い
う
と
、
け
っ
し
て
そ
う
で
は
な
い
。
こ
の
こ

人
と
も
前
掲
稿
に
既
に
触
れ
て
い
る
よ
う
に
・
か
す
か
で
は
あ
る
も
の
の
・
裏
付
け
が
な
し
う
る
・
す
な
わ
ち
・
『
公
衡
公
記
』
の

　
　
正
応
二
年
（
一
二
八
九
）
四
月
二
十
四
日
条
の
賀
茂
祭
の
記
事
中
に
、
「
…
…
於
件
所
童
等
下
車
、
乗
馬
凡
其
具
足
等
悉
装
束
以
下

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
定
資
沙
汰
也
、
委
旨
見
女
房
日
記
歎
、
渡
大
路
」
と
あ
る
。
こ
れ
は
、
賀
茂
祭
に
中
宮
女
使
と
し
て
奉
仕
し
た
命
婦
・
女
蔵
人
等

　
　
中
宮
女
房
ら
の
具
足
や
装
束
な
ど
に
つ
い
て
の
委
細
は
、
女
房
日
記
に
記
さ
れ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
、
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ

　
　
の
記
述
か
ら
、
中
世
鎌
倉
期
の
伏
見
天
皇
の
中
宮
（
西
園
寺
実
兼
女
鐘
子
、
後
の
永
福
門
院
）
の
後
宮
記
録
と
し
て
女
房
日
記
の
存
在

　
　
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
こ
れ
が
い
か
な
る
規
模
と
内
容
を
備
え
た
も
の
か
は
、
定
か
で
な
く
、
そ
の
実
態
に
は
迫
れ
な
い
も

　
　
の
の
、
確
か
に
女
房
日
記
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
、
そ
し
て
女
房
日
記
に
は
そ
の
よ
う
な
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
た
、
と
い
う
こ
と



　
　
　
等
が
判
明
す
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
と
こ
ろ
が
、
時
代
は
さ
ら
に
下
っ
て
近
世
末
期
の
こ
と
と
な
る
が
、
確
か
な
実
態
を
残
す
女
房
日
記
が
現
存
し
、
上
述
の
推
定

　
　
　
を
大
き
く
助
け
て
く
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
現
に
宮
岸
書
陵
部
が
所
蔵
す
る
と
こ
ろ
の
「
中
宮
御
所
（
鰍
親
葺
）
女
房
日
記
」

　
　
　
等
、
一
連
の
女
房
日
記
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
の
女
房
日
記
は
、
光
格
天
皇
の
中
宮
欣
子
（
後
桃
園
天
皇
内
親
王
、
後
の
新
清
和
門
院
）

｝
の
後
宮
記
録
で
あ
る
．
し
か
も
、
欣
子
の
内
墾
時
代
か
ら
中
宮
．
白
美
后
．
及
び
女
院
時
代
を
通
じ
て
の
、
実
に
六
＋
五
年
間

質
　
　
に
も
わ
た
る
近
侍
の
女
房
に
よ
る
記
録
な
の
で
あ
る
。

鱗
．
」
れ
は
調
査
を
し
て
み
て
分
か
る
の
で
あ
る
が
、
渠
は
、
奪
て
単
に
「
御
日
次
」
ま
た
は
「
御
日
記
」
の
名
称
で
あ
っ

碓
た
も
の
が
、
同
内
墾
の
身
分
の
推
移
に
従
．
て
後
に
整
理
さ
れ
て
、
「
中
宮
御
所
（
欣
子
内
親
王
）
女
房
日
記
」
の
ほ
か
、
「
女
蓉
（
鰍
子

瀬
慣
習
が
あ
っ
た
か
ら
に
ほ
か
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
伝
統
、
な
い
し
慣
習
が
な
か
っ
た
な
ら
ば
・
恣
意
に
「
女
【
唇
記
」
の

と
　
　
呼
称
を
用
い
る
こ
と
は
な
か
っ
た
と
考
え
る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
。

ヨ睨
　
　
　
そ
し
て
こ
れ
は
、
源
流
た
る
「
太
后
御
記
」
の
、
推
定
さ
れ
る
規
模
を
は
る
か
に
凌
ぐ
大
規
模
な
も
の
で
、
後
代
の
も
の
で
は

娚
あ
る
も
の
の
、
散
侠
を
免
れ
、
完
全
な
姿
で
、
こ
う
し
て
現
存
し
て
い
る
こ
と
は
、
実
に
貴
重
と
い
う
ほ
か
な
い
・
稀
な
存
在
で

「　
　
は
あ
る
が
、
こ
こ
に
女
房
日
記
の
系
譜
が
脈
々
と
継
承
さ
れ
て
実
在
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
な
お
、
．
、
の
「
中
宮
御
所
（
欣
子
内
親
王
）
女
房
日
記
」
を
は
じ
め
と
す
る
欣
子
後
宮
の
女
房
日
記
に
関
し
て
は
・
『
図
壼
暴
典
緯
題

　
　
　
歴
史
篇
』
（
宮
内
庁
書
陵
部
編
）
に
紹
介
の
ほ
か
、
『
国
史
大
辞
典
』
（
吉
川
弘
文
館
、
第
7
巻
）
に
「
新
清
和
院
御
側
日
記
（
し
ん
せ
い

　
　
わ
い
ん
お
そ
ば
に
っ
き
）
と
し
て
掲
げ
ら
れ
、
解
説
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
女
房
日
記
は
、
調
べ
て
み
る
と
、
実
に
三
百
数
十

9　
　
冊
（
整
理
さ
れ
た
冊
数
）
に
も
の
ぼ
る
大
部
の
も
の
で
、
質
量
と
も
に
、
国
文
学
側
か
ら
み
て
も
、
国
史
学
側
か
ら
み
て
も
、
実



－
o @
　
に
貴
重
な
存
在
に
思
わ
れ
る
。
が
、
ほ
と
ん
ど
研
究
の
手
が
及
ん
で
い
な
い
現
状
に
あ
る
。
わ
た
く
し
は
、
十
数
年
前
に
こ
れ
の

　
　
概
略
調
査
を
試
み
、
今
回
（
平
成
六
年
夏
）
再
び
や
や
詳
し
い
調
査
を
行
っ
た
も
の
の
、
ま
だ
書
誌
的
・
外
形
的
な
調
査
の
域
を
多

　
　
く
出
て
は
い
な
い
。
内
容
調
査
を
さ
ら
に
進
め
た
う
え
、
別
途
発
表
の
機
会
を
待
ち
た
い
と
考
え
て
い
る
。

四

輯
　
　
　
さ
て
、
女
房
日
記
の
本
質
を
見
据
え
、
そ
の
特
性
を
究
明
す
る
こ
と
は
、
そ
の
こ
と
自
体
必
要
な
こ
と
で
あ
り
、
欠
か
す
こ
と

　翻
　
　
の
で
き
な
い
課
題
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
、
上
来
の
こ
と
で
す
で
に
明
ら
か
な
の
で
あ
る
が
、
こ
と
は
そ
れ
に
止
ま
る
も
の
で
は

究
　
　
な
い
。
波
及
効
果
と
で
も
い
う
よ
う
な
、
い
わ
ば
そ
の
有
効
性
を
看
過
し
て
は
な
ら
な
い
と
思
う
。

翔
さ
き
に
、
女
房
日
記
と
女
流
日
記
と
を
混
同
視
し
て
は
な
ら
な
い
．
」
と
を
説
い
た
が
、
そ
れ
も
女
房
日
記
の
特
性
を
把
握
し
、

科
　
　
確
認
し
て
湘
い
て
、
は
じ
め
て
言
及
で
き
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。
こ
と
は
単
に
、
女
房
日
記
と
女
流
日
記
と
を
区
別
す
る
こ
と
だ

文
　
　
け
に
止
ま
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
の
有
効
性
が
特
に
発
揮
さ
れ
る
の
は
、
女
房
日
記
的
性
格
を
有
す
る
女
流
日
記
の
成
り
立
ち
と
、

人
　
　
作
品
と
し
て
の
特
質
を
明
ら
か
に
す
る
際
に
お
い
て
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
換
言
す
れ
ば
、
確
固
と
し
た
女
房
日
記
の
視
点
は
、
女

　
　
房
日
記
的
性
格
を
有
す
る
女
流
日
記
の
作
品
と
し
て
の
性
格
を
考
量
し
、
そ
の
特
質
を
考
察
す
る
に
あ
た
っ
て
の
、
欠
く
べ
か
ら

　
　
ざ
る
要
件
と
い
っ
て
過
言
で
な
い
。

　
　
　
た
と
え
ば
、
『
紫
式
部
日
記
』
な
ど
は
、
女
房
日
記
そ
の
も
の
と
み
ら
れ
が
ち
で
あ
る
。
が
、
そ
の
よ
う
に
み
な
す
の
は
事
実

　
　
誤
認
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
女
房
日
記
そ
の
も
の
の
性
格
規
定
が
確
立
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
生
じ
る
、
研
究
上
の
誤

　
　
解
な
の
で
あ
る
が
、
た
と
え
事
実
誤
認
と
し
て
も
、
な
に
ゆ
え
に
そ
の
よ
う
な
見
解
が
出
て
く
る
の
か
、
出
て
く
る
余
地
が
あ
る

　
　
の
か
と
い
う
点
も
、
逆
照
射
的
に
明
ら
か
に
さ
れ
る
の
が
、
こ
の
女
房
日
記
の
視
点
で
あ
る
。
す
べ
て
の
女
流
日
記
が
、
女
房
日



　
　
　
記
か
ら
発
展
的
に
形
成
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
．
」
と
、
も
と
よ
り
で
あ
る
が
、
女
流
日
記
の
う
ち
、
『
紫
式
部
日
記
』
は
女
房
日

　
　
　
記
か
ら
発
展
的
に
形
成
さ
れ
た
、
そ
の
典
型
と
み
ら
れ
る
作
品
で
あ
を
6
9
）

　
　
　
　
つ
ま
り
『
紫
式
部
日
記
』
は
、
そ
の
本
体
と
も
基
層
と
も
み
ら
れ
る
記
事
の
大
部
分
が
、
主
人
た
る
中
宮
彰
子
゜
主
家
道
長
家

　
　
　
（
璽
関
白
家
）
の
繁
栄
と
そ
の
讃
美
に
埋
め
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
が
、
女
房
日
記
の
基
本
性
格
に
相
通
じ
て
い
る
が
た
め
に
・
上

一
述
の
誤
蟹
も
い
う
べ
き
見
解
を
糞
す
る
．
」
と
と
な
る
の
で
あ
る
．
が
、
そ
れ
ら
記
事
の
あ
ち
こ
ち
に
藷
さ
れ
て
い
る
、
宮

鷺
錘
難
糎
縛
餐
糞
齢
難
鰻
麟
鞭
』
鮮
鑛
難
励
御

錐
と
説
か
れ
、
そ
し
て
そ
れ
が
主
家
か
ら
の
要
請
に
よ
っ
て
書
か
れ
、
献
上
さ
れ
た
も
の
と
の
見
解
に
結
び
付
い
て
い
っ
て
し
ま
う

㌶
糞
灘
饗
鋸
韓
鞭
犠
縫
群
鐸
黙
籍
葡
酔
雛
鞍
緋

カ何
　
　
こ
と
が
諒
察
さ
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。

は捷
　
わ
た
く
し
は
、
女
流
日
記
の
根
幹
に
存
す
る
基
本
性
格
を
”
悲
嘆
の
表
出
と
そ
の
形
象
化
”
と
捉
え
て
誤
り
な
い
・
と
考
え
て

疇
い
る
が
、
．
」
の
『
紫
式
部
日
記
』
も
、
ま
さ
し
く
そ
の
範
疇
に
あ
る
。
記
事
量
か
ら
す
る
と
・
女
房
日
記
に
相
通
じ
る
主
人
と
主

廟
家
の
讃
美
に
多
く
を
割
い
て
は
い
る
が
、
そ
れ
は
私
的
自
己
の
表
出
の
場
と
し
て
の
位
置
付
け
で
あ
っ
て
・
そ
こ
に
み
ず
か
ら
描

　
　
き
出
す
華
麗
な
宮
仕
え
の
日
常
を
通
じ
て
、
醸
成
さ
れ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
憂
愁
の
念
、
憂
悶
の
情
の
吐
露
・
表
出
に
こ
そ
力
点

　
　
が
置
か
れ
て
い
る
、
’
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
で
あ
る
か
ら
、
『
紫
式
部
日
記
』
の
基
底
に
女
房
日
記
が
存
在
す
る
こ
と
は
否

　
　
定
で
き
な
い
し
、
ま
た
、
否
定
す
る
必
要
も
な
い
。
女
房
日
記
を
基
盤
と
し
て
、
そ
こ
に
私
的
自
己
の
表
出
の
場
を
・
積
極
的
に

、
切
り
拓
い
た
作
．
器
典
型
例
と
位
置
づ
け
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
作
品
が
産
み
出
さ
れ
る
の
も
・
後
宮
記
録
と
し
て
の
女

－
　
房
日
記
の
存
在
と
、
そ
の
伝
統
的
な
流
れ
が
あ
っ
た
れ
ば
こ
そ
の
こ
と
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。



2
　
　
随
筆
文
学
に
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
『
枕
草
子
』
の
作
品
と
し
て
の
本
質
を
考
察
す
る
に
あ
た
っ
て
も
、
こ
の
女
房
日
記
の
視

1　
　
点
は
有
効
に
作
用
す
る
。
『
枕
草
子
』
に
つ
い
て
も
ま
た
、
女
房
日
記
そ
の
も
の
と
説
か
れ
た
り
す
る
こ
と
も
あ
る
が
、
も
と
よ

　
　
り
そ
う
で
は
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
に
説
か
れ
る
の
に
は
根
拠
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
『
枕
草
子
』
は
、
『
紫
式
部
日
記
』

　
　
と
比
較
す
れ
ば
、
作
品
の
性
格
を
か
な
り
異
に
し
て
い
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
両
者
相
似
た
部
面
を
共
有
し
て
い
る
の
も
事
実

　
　
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
主
人
と
主
家
の
讃
美
に
主
体
を
置
く
日
記
的
回
想
章
段
が
存
在
す
る
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
類
聚
章
段
、

　
　
随
想
章
段
、
そ
し
て
日
記
的
回
想
章
段
か
ら
雑
纂
的
に
構
成
さ
れ
て
い
る
『
枕
草
子
』
は
、
ど
こ
に
本
姿
が
あ
り
、
本
質
は
ど
こ

輯
　
　
に
あ
る
か
、
そ
れ
を
見
定
め
る
の
は
な
か
な
か
困
難
な
状
態
に
あ
る
。
成
り
立
ち
の
問
題
、
ひ
い
て
は
作
品
と
し
て
の
性
格
解
明

　鄭
　
　
が
、
研
究
途
上
に
あ
っ
て
、
ま
だ
結
論
に
近
い
も
の
が
見
え
て
き
て
い
な
い
現
状
に
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
が
、
類
聚
章
段
と
随
想

究
　
　
章
段
を
ど
う
位
置
付
け
、
日
記
的
回
想
章
段
と
の
関
連
を
ど
こ
に
見
い
だ
す
か
は
一
応
こ
こ
で
は
別
個
の
こ
と
と
し
て
、
日
記
的

研
　
　
回
想
章
段
に
視
点
を
据
え
る
と
、
こ
れ
が
女
房
日
記
的
性
格
を
有
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
瞭
然
た
る
事
実
で
あ
っ
て
、
こ
の
点

学
科
　
　
に
異
論
の
で
て
く
る
余
地
は
ま
ず
な
さ
そ
う
で
あ
る
。
し
か
も
、
分
量
的
に
は
こ
の
日
記
的
回
想
章
段
が
『
枕
草
子
』
全
体
の
過

文
　
　
半
を
占
め
て
い
る
の
が
、
ま
ぎ
れ
も
な
い
実
態
で
あ
る
。

人
　
『
枕
草
子
』
の
日
記
的
回
想
章
段
は
・
中
宮
定
子
と
主
家
中
関
豪
の
繁
栄
と
そ
の
讃
美
に
徹
し
て
い
て
・
薫
の
騎
り
も
な

　
　
い
。
そ
の
な
か
に
、
『
紫
式
部
日
記
』
の
ご
と
く
憂
愁
の
念
や
憂
悶
の
情
が
混
じ
る
よ
う
な
こ
と
は
な
い
。
で
あ
れ
ば
、
こ
れ
は

　
　
女
房
日
記
そ
の
も
の
か
と
い
う
と
、
や
は
り
そ
う
で
は
な
い
、
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
た
し
か
に
『
枕
草
子
』
の
な
か
に
は
、

　
　
周
囲
の
者
た
ち
が
「
一
つ
な
落
と
し
そ
」
（
「
中
納
言
ま
ゐ
り
給
ひ
て
」
の
段
）
と
言
う
の
で
自
慢
話
め
い
た
こ
と
も
記
さ
ざ
る
を
え
な

　
　
か
っ
た
と
い
い
、
清
少
納
言
の
筆
録
に
後
宮
成
員
の
集
団
的
参
加
の
あ
っ
た
ら
し
い
こ
と
を
窺
わ
せ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
し
か
し

　
　
な
が
ら
一
方
で
は
、
「
こ
の
草
子
を
、
人
の
見
る
べ
き
も
の
と
思
は
ざ
り
し
か
ば
、
あ
や
し
き
こ
と
も
、
に
く
き
事
も
、
た
だ
思

　
　
ふ
事
を
書
か
む
と
思
ひ
し
な
り
」
（
「
と
り
所
な
き
も
の
」
の
段
）
と
記
し
、
さ
ら
に
、
「
目
に
見
え
心
に
思
ふ
事
を
、
人
や
は
見
ん
と



　
　
　
す
る
と
思
ひ
て
、
つ
れ
づ
れ
な
る
里
居
の
ほ
ど
に
書
き
集
め
た
る
を
」
と
か
、
「
た
だ
心
ひ
と
つ
に
、
お
の
つ
か
ら
思
ふ
事
を
、

　
　
　
た
は
ぶ
れ
に
書
き
つ
け
た
れ
ば
」
（
駿
文
）
な
ど
と
、
自
分
ひ
と
り
の
述
作
で
あ
る
こ
と
を
、
し
き
り
に
強
調
し
て
も
い
翫
磁

　
　
　
　
そ
れ
に
な
に
よ
り
も
、
日
記
的
回
想
章
段
は
そ
の
総
体
を
も
っ
て
、
主
人
中
宮
定
子
と
主
家
中
関
白
家
の
繁
栄
と
そ
の
飽
く
な

　
　
　
き
讃
美
に
徹
し
て
い
る
こ
と
、
前
述
の
と
お
り
で
あ
る
の
だ
が
、
そ
れ
を
通
じ
て
明
ら
か
に
な
る
の
は
、
主
人
中
宮
定
子
に
対
す

「
る
敬
慕
と
讃
仰
の
心
情
の
披
渥
で
あ
る
．
そ
れ
は
定
子
讐
の
震
員
を
代
表
し
て
と
い
う
．
」
と
か
も
知
れ
な
い
が
、
す
で
に
し

質
　
　
て
そ
の
情
は
、
主
人
中
宮
定
子
に
対
す
る
個
人
的
な
敬
慕
の
情
を
越
え
た
、
帰
依
の
念
に
ま
で
達
し
て
い
る
と
見
て
取
れ
る
ほ
ど

鱒
で
あ
る
．
し
か
も
、
日
記
的
回
想
章
段
の
中
に
は
、
害
定
子
健
在
の
う
ち
に
書
き
記
し
、
中
宮
に
ご
覧
に
い
れ
た
も
の
も
あ
っ

碓
た
か
と
み
ら
れ
る
が
、
そ
の
多
く
は
定
子
崩
御
後
、
中
関
白
家
崩
壊
後
の
筆
に
成
る
と
み
ら
れ
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
主
家
と
主

　
　
人
に
奉
じ
る
た
め
の
女
房
日
記
と
し
て
記
さ
れ
た
と
す
る
よ
り
は
、
個
人
的
述
作
と
し
て
書
か
れ
た
と
み
る
ほ
う
が
、
事
実
に
も

↓

　
　
実
態
に
も
即
し
、
か
つ
理
に
叶
っ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

熾
　
．
」
の
観
占
…
か
ら
す
れ
ば
、
『
枕
草
子
』
の
呈
的
回
想
章
段
は
、
女
房
日
記
の
立
場
に
あ
り
な
が
ら
も
、
そ
れ
を
延
長
・
発
展

と
　
　
さ
せ
て
、
個
人
的
な
述
作
に
ま
で
成
長
さ
せ
た
も
の
と
位
置
付
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
現
在
の
文
学
史
的
な
常
識
か
ら
す
れ
ば
、

ヨ晩
　
　
『
枕
草
子
』
が
随
筆
作
品
で
あ
る
こ
と
は
自
明
の
こ
と
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
実
億
随
筆
の
概
念
は
、
中
世
後

娚
期
か
ら
近
世
初
期
ま
で
待
た
な
け
れ
ば
成
立
し
な
い
も
の
で
あ
る
。
随
筆
が
盛
行
し
、
そ
の
概
念
が
意
識
さ
れ
・
時
代
を
湖
っ
て

「　
　
位
置
付
け
ら
れ
た
結
果
、
は
じ
め
て
随
筆
文
学
と
称
さ
れ
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
群
書
類
従
の
分
類
で
は
、
『
枕
草
子
』
は

　
　
　
『
方
丈
記
』
な
ど
と
と
も
に
「
雑
部
」
に
収
め
ら
れ
て
い
る
（
ち
な
み
に
、
「
随
筆
」
の
書
名
を
も
つ
最
初
の
書
と
い
わ
れ
る
『
東
斎
随
筆
』

　
　
も
ま
た
「
雑
部
」
に
分
類
さ
れ
て
い
る
）
。
し
た
が
っ
て
、
『
枕
草
子
』
の
出
現
し
た
平
安
時
代
後
期
の
時
点
に
お
い
て
は
、
こ
れ
は
和

　
　
歌
作
品
、
物
語
作
品
、
日
記
作
品
、
説
話
作
品
の
い
ず
れ
に
も
属
さ
ず
、
他
に
類
を
み
な
い
孤
絶
し
た
存
在
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ

ヨ
ー
　
　
る
。
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
こ
う
し
た
位
置
に
あ
る
『
枕
草
子
』
の
本
質
に
迫
る
に
あ
た
り
、
上
述
の
女
房
日
記
の
視
点
が
欠
か
す
ご
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4
　
と
の
で
き
な
い
も
の
と
し
て
、
有
効
性
を
発
揮
す
る
の
で
あ
る
。

1

五

　
　
　
女
房
日
記
と
は
、
大
略
上
来
の
ご
と
く
、
女
流
日
記
の
便
宜
的
な
別
呼
称
で
は
な
く
し
て
、
主
と
し
て
後
宮
近
侍
の
女
房
の
身

　
　
分
に
あ
る
（
あ
る
い
は
、
あ
っ
た
）
者
が
、
そ
の
立
場
か
ら
主
人
と
主
家
の
こ
と
を
記
し
た
日
記
で
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

輯
　
　
そ
れ
は
、
主
人
た
る
後
宮
女
性
の
起
居
動
作
一
部
始
終
の
記
録
で
は
も
と
よ
り
な
く
、
必
要
に
応
じ
て
の
主
要
な
事
柄
、
行
事
な

　郷
　
　
ど
の
記
録
で
あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
。
主
要
な
事
柄
、
行
事
な
ど
と
は
、
主
人
に
か
か
わ
る
慶
祝
事
・
賀
儀
等
の
行
事
と
か
儀
式
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ね
　

究
　
　
ど
が
中
心
を
占
め
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

研
　
　
　
そ
し
て
そ
れ
は
、
近
侍
の
女
房
か
ら
み
て
の
主
家
の
こ
と
に
ま
で
及
ん
で
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。
主
人
と
主
家

学
科
　
　
の
慶
祝
事
．
賀
儀
等
の
行
事
と
か
儀
式
の
模
様
が
記
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
い
き
お
い
そ
れ
は
、
主
人
と
主
家
の
繁
栄
の
記
録
と

文
　
　
い
う
側
面
を
も
つ
よ
う
に
な
り
、
記
録
が
長
期
間
に
わ
た
る
に
し
た
が
っ
て
、
そ
の
色
彩
を
一
層
濃
厚
に
し
て
い
っ
た
で
あ
ろ
う

人
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
の
で
あ
る
・
こ
う
し
な
」
と
は
ま
た
・
女
房
日
記
の
祖
形
で
も
あ
り
原
型
と
も
目
さ
れ
る
「
太
后
御
記
」
に
・

　
　
そ
の
片
鱗
が
窺
え
る
と
と
も
に
、
く
だ
っ
て
女
房
日
記
か
ら
の
展
開
な
い
し
発
展
の
形
態
と
み
ら
れ
る
作
品
た
る
『
枕
草
子
』
や

　
　
　
『
紫
式
部
日
記
』
な
ど
か
ら
帰
納
的
に
察
知
さ
れ
う
る
こ
と
で
も
あ
っ
た
。

　
　
　
か
く
の
ご
と
き
考
察
を
通
し
て
、
女
房
日
記
の
本
質
は
明
瞭
に
な
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
後
宮
近
侍
の
女
房
に
よ
っ

　
　
て
筆
録
さ
れ
る
、
主
人
と
主
家
の
繁
栄
を
象
徴
す
る
慶
祝
事
・
賀
儀
等
を
中
心
と
し
た
記
録
と
い
う
こ
と
と
な
ろ
う
。
繁
栄
を
象

　
　
徴
す
る
慶
祝
事
・
賀
儀
と
い
う
ゆ
え
ん
は
、
後
宮
の
繁
栄
が
あ
っ
て
、
は
じ
め
て
そ
の
祝
事
や
賀
儀
が
盛
大
に
催
行
さ
れ
る
も
の

　
　
で
あ
る
し
、
そ
れ
の
盛
大
さ
は
取
り
も
直
さ
ず
そ
の
中
心
人
物
た
る
後
宮
の
繁
栄
と
安
泰
と
を
象
徴
す
る
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い



　
　
　
か
ら
で
あ
る
。
「
太
后
御
記
」
に
み
ら
れ
る
、
主
人
穏
子
所
生
の
康
子
内
親
王
の
裳
着
の
儀
が
行
わ
れ
、
主
家
の
当
主
た
る
摂
政

　
　
　
左
大
臣
忠
平
が
腰
結
の
役
を
務
め
た
こ
と
、
あ
る
い
は
同
じ
く
、
皇
太
后
穏
子
の
五
十
の
算
賀
が
、
摂
政
左
大
臣
忠
平
の
主
催
に

　
　
　
よ
り
行
わ
れ
た
こ
と
な
ど
は
、
そ
の
こ
と
を
よ
く
示
し
て
い
る
。
い
ま
に
残
る
「
太
后
御
記
」
の
断
簡
は
い
か
に
も
簡
略
な
も
の

　
　
　
で
は
あ
る
も
の
の
、
そ
こ
か
ら
読
み
取
る
こ
と
の
で
き
る
可
能
性
は
、
叙
上
の
こ
と
を
感
取
す
る
に
十
分
な
広
が
り
を
有
し
て
い

「
る
の
で
あ
る
．

質
　
　
　
そ
し
て
、
『
河
海
抄
』
所
引
の
「
太
后
御
記
」
の
記
事
の
簡
略
さ
か
ら
は
、
多
く
を
語
ら
な
く
て
も
通
じ
合
う
こ
と
の
で
き
る

桝
内
輪
の
記
録
で
あ
る
こ
と
が
読
み
取
れ
も
す
る
．
つ
ま
り
、
先
述
の
私
的
性
格
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
る
・
さ
ら
に
は
・
こ
の
記
事
の

碓
簡
略
さ
か
ら
引
き
出
せ
る
の
は
、
内
輪
の
記
録
で
あ
る
．
」
と
と
表
裏
の
関
係
と
な
る
が
、
妻
そ
の
も
の
の
正
肇
記
録
で
は
な

↓
畿
弩
れ
の
情
況
記
録
で
あ
っ
た
と
い
う
．
」
と
で
あ
る
．
が
、
．
、
の
．
、
と
に
つ
い
て
は
、
も
－
す
．
、
し
説
明
を
必
要
と
す
る

鰯
女
房
日
記
の
存
在
と
そ
の
伝
統
的
な
流
れ
に
沿
っ
て
形
成
さ
れ
た
と
み
な
さ
れ
る
『
枕
草
子
』
や
『
紫
式
部
日
記
』
な
ど
か
ら
・

と
　
　
そ
の
こ
と
が
帰
納
的
に
裏
付
け
ら
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
た
と
え
ば
、
『
枕
草
子
』
の
中
か
ら
「
関
白
殿
、
二
月
廿
一
日
に
」

ヨ鴫
　
　
の
段
に
つ
い
て
み
て
お
こ
う
。
こ
の
日
記
的
回
想
章
段
は
、
『
枕
草
子
』
中
で
最
も
長
大
な
も
の
に
発
展
し
て
い
る
章
段
で
あ
る

娚
と
同
時
に
、
作
者
清
少
納
言
か
ら
み
て
の
主
家
中
関
白
家
の
盛
栄
ぶ
り
を
い
か
ん
な
く
描
き
出
し
て
い
る
代
表
的
な
一
段
で
あ
る
・

「　
　
　
正
暦
五
年
（
九
九
四
）
二
月
二
＋
旦
『
枕
草
子
』
9
一
昇
一
日
」
は
、
記
録
類
に
照
ら
し
て
誤
り
と
み
ら
れ
て
い
る
）
、
関
白
供
二
籍

　
　
善
寺
　
。
中
宮
行
啓
。
東
三
条
院
同
以
御
幸
。
弾
正
サ
為
尊
親
王
。
四
品
敦
道
親
王
。
右
大
臣
以
下
諸
卿
参
入
」
（
『
日
本
紀
略
』
正

　
　
暦
五
年
二
月
廿
日
条
）
、
「
関
白
供
二
養
積
善
寺
「
。
准
二
御
斎
会
し
（
『
百
錬
抄
』
正
暦
五
年
二
月
廿
日
条
冷
ど
記
録
に
あ
る
ご
と
く
、
関
白

　
　
道
隆
が
、
父
兼
家
の
旧
邸
二
条
院
を
寺
院
に
改
め
た
法
興
院
内
に
新
た
に
建
立
し
た
積
善
寺
に
お
い
て
営
ま
れ
た
一
切
経
供
養
の

ら
－
　
法
会
の
模
様
を
記
し
た
こ
の
章
段
は
、
そ
の
当
日
の
こ
と
と
、
そ
れ
に
至
る
準
備
期
間
の
こ
と
を
つ
ぶ
さ
に
描
き
出
し
て
長
大
か

　
　
　
　
　
　
　
　
、
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つ
詳
細
な
一
章
段
を
形
成
し
て
い
る
。
中
宮
定
子
を
中
心
と
し
た
主
家
の
人
々
の
栄
え
栄
え
し
い
有
様
、
法
会
全
般
を
取
り
仕
切

1　
　
り
経
営
す
る
当
主
道
隆
の
勢
威
と
威
容
、
時
の
帝
一
条
天
皇
の
生
母
た
る
東
三
条
女
院
詮
子
も
行
啓
さ
れ
る
ほ
ど
の
面
立
だ
し
さ
、

　
　
当
日
、
勅
使
が
差
し
向
け
ら
れ
る
ほ
ど
の
光
栄
さ
、
そ
れ
ら
の
一
部
始
終
を
細
叙
す
る
清
少
納
言
の
筆
は
、
「
い
み
じ
う
ぞ
め
で

　
　
た
き
」
、
「
い
み
じ
く
め
で
た
し
」
、
「
心
地
め
で
た
く
興
あ
る
さ
ま
、
い
ふ
か
た
も
な
し
」
、
「
さ
ら
に
な
べ
て
の
に
似
る
べ
き
や
う

　
　
も
な
し
」
、
コ
事
と
し
て
め
で
た
か
ら
ぬ
こ
と
そ
な
き
や
」
、
「
い
み
じ
く
め
で
た
し
」
、
「
げ
に
ぞ
め
で
た
き
」
、
「
い
と
は
え
ば
え

　
　
し
」
な
ど
、
讃
美
、
賛
嘆
の
念
に
満
ち
溢
れ
て
い
る
。

　
　
　
と
こ
ろ
が
、
積
善
寺
に
お
け
る
一
切
経
供
養
の
法
会
そ
れ
自
体
の
様
子
と
な
る
と
、
「
こ
と
は
じ
ま
り
て
、
一
切
経
を
蓮
の
花

獺
郷
　
　
の
赤
き
一
花
つ
つ
に
い
れ
て
、
僧
俗
．
上
達
部
．
殿
上
人
．
地
下
．
六
位
、
な
に
く
れ
ま
で
持
て
つ
づ
き
た
る
、
い
み
じ
う
尊
し
」

究
　
　
な
ど
と
記
し
は
す
る
も
の
の
、
多
く
は
記
そ
う
と
し
て
い
な
い
。
の
み
な
ら
ず
、
一
連
の
行
事
で
あ
る
舞
楽
な
ど
に
至
っ
て
は
、

研
　
　
「
舞
ひ
な
ど
、
日
ぐ
ら
し
み
る
に
、
目
も
た
ゆ
く
苦
し
」
と
記
す
有
様
で
、
省
筆
し
て
し
ま
っ
て
さ
え
い
る
。
こ
れ
は
つ
ま
り
、

騨
法
会
・
襲
の
事
の
次
第
を
克
明
に
記
録
す
る
と
こ
ろ
に
意
図
の
な
い
こ
と
を
物
語
っ
て
い
ゑ
『
枕
草
子
』
に
お
け
る
こ
の
章

文
　
　
段
の
主
眼
と
す
る
と
こ
ろ
は
、
法
会
・
儀
式
の
事
の
次
第
そ
の
も
の
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
ら
が
い
か
に
盛
大
・
華
麗
き
わ

人
　
ま
る
も
の
で
あ
っ
た
か
と
い
う
・
盛
況
の
情
況
の
現
出
に
置
か
れ
て
い
る
・
法
会
゜
儀
式
の
盛
大
な
雰
囲
気
・
華
麗
に
展
開
さ
れ

　
　
た
様
相
、
つ
ま
り
は
そ
う
し
た
情
況
の
描
出
に
こ
そ
主
眼
が
あ
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
こ
の
時
の
一
切
経
の
供
養
は
、
「
先
レ
之

　
　
・
去
十
七
日
。
関
白
申
下
請
以
二
件
寺
一
為
中
御
願
寺
上
。
勅
許
レ
之
」
（
『
日
本
紀
略
』
正
暦
五
年
二
月
廿
日
条
）
と
あ
る
よ
う
に
ハ
道
隆
の
奏

　
　
請
に
よ
り
積
善
寺
を
朝
廷
の
御
願
寺
と
す
る
こ
と
の
勅
許
が
あ
り
、
そ
れ
を
受
け
て
の
盛
大
な
法
会
で
あ
っ
た
。
で
あ
れ
ば
こ
そ
、

　
　
そ
れ
は
ま
さ
に
一
大
慶
祝
事
で
あ
っ
た
わ
け
で
、
主
家
の
全
盛
を
誇
る
に
足
る
行
事
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
一
大
慶
祝
事
の

　
　
盛
大
に
し
て
華
麗
な
様
相
、
つ
ま
り
雰
囲
気
・
情
況
を
つ
ぶ
さ
に
描
き
出
す
こ
と
に
こ
そ
、
女
房
日
記
の
主
眼
が
あ
っ
た
の
で
あ

　
　
る
。
そ
こ
に
情
況
記
録
で
あ
る
と
い
う
ゆ
え
ん
が
あ
る
。



　
　
　
　
さ
て
、
こ
の
場
合
は
一
切
経
供
養
の
法
会
で
あ
る
が
、
主
家
あ
げ
て
の
大
行
事
が
い
か
に
盛
大
・
華
麗
に
繰
り
広
げ
ら
れ
た
か

　
　
　
と
い
う
こ
と
は
、
取
り
も
直
さ
ず
主
家
の
繁
栄
そ
の
も
の
で
あ
る
。
主
人
の
こ
の
上
な
い
立
派
さ
、
主
家
の
限
り
な
い
繁
栄
は
、

　
　
　
そ
こ
に
奉
ず
る
近
侍
の
女
房
に
と
っ
て
、
日
々
忠
勤
の
活
力
源
で
あ
り
、
何
事
に
も
替
え
が
た
い
喜
び
で
あ
る
。
主
人
と
主
家
の

　
　
　
主
と
し
て
慶
祝
事
な
ど
の
情
況
を
通
し
て
、
結
果
と
し
て
そ
れ
の
繁
栄
を
記
録
的
に
現
出
せ
し
め
る
と
こ
ろ
に
女
房
日
記
の
本
質

「
が
求
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
．
一
例
と
し
て
で
は
あ
る
が
、
『
枕
草
子
』
の
．
」
の
一
段
は
、
帰
納
的
に
そ
の
．
」
と
を
確
認
さ
せ
ぞ

質
　
　
れ
る
。
例
示
は
こ
れ
で
事
足
り
る
か
と
思
う
が
、
確
認
を
深
め
る
た
め
に
、
同
様
な
例
を
も
う
一
つ
『
紫
式
部
日
記
』
か
ら
み
て

鉢
お
く
こ
と
と
す
る
・

　碓
　
『
紫
式
部
日
記
』
の
中
か
ら
3
1
く
一
例
は
、
寛
弘
葦
（
一
〇
〇
八
）
九
月
＋
吾
に
催
さ
れ
た
敦
成
親
王
の
御
産
養
の
記
事

冠
鷹
鉾
媚
鍵
譲
諜
鑓
隷
雑
綴
噌
起
蘇
話
鷲
磯
霞
無
邑
蕪
謬
諮
嬬
議
耽
聡
勝

カ銅
　
も
り
な
く
お
も
し
ろ
き
に
、
池
の
み
ぎ
は
近
う
、
か
が
り
火
ど
も
を
木
の
下
に
と
も
し
つ
つ
、
屯
食
ど
も
立
て
わ
た
す
」
と
、
当

と
　
　
日
の
準
備
の
状
況
、
周
辺
の
奉
仕
す
る
人
々
の
様
子
な
ど
か
ら
描
き
始
め
る
こ
の
記
事
は
、
次
第
に
内
部
に
立
ち
入
り
、
そ
の
細

ヨ睨
　
　
部
を
描
い
て
い
く
筆
法
で
あ
る
の
だ
が
、
そ
こ
に
奉
仕
す
る
人
々
が
こ
の
慶
祝
事
に
い
か
に
光
栄
の
思
い
で
参
加
し
て
い
た
か
、

娚
そ
．
」
か
ら
さ
ら
に
は
、
そ
の
祝
事
が
い
か
に
盛
大
に
催
さ
れ
た
か
を
前
面
に
出
し
て
き
て
い
る
・
し
た
が
っ
て
・
記
事
の
主
眼
は

「　
　
産
養
の
儀
そ
の
も
の
の
次
第
を
記
録
す
る
と
こ
ろ
に
は
置
か
れ
て
い
な
い
。
主
家
の
慶
祝
事
の
盛
大
さ
と
そ
の
活
況
を
描
き
出
し
、

　
　
も
っ
て
主
家
の
繁
栄
ぶ
り
を
祝
意
を
こ
め
て
現
出
せ
し
め
る
と
こ
ろ
に
主
眼
が
あ
り
、
情
況
記
録
と
し
て
の
性
格
が
、
こ
こ
に
お

　
　
い
て
も
帰
納
的
な
が
ら
確
認
で
き
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
こ
と
は
、
『
紫
式
部
日
記
』
に
は
こ
の
ほ
か
、
　
一
条
天
皇
の
土
御
門

　
　
邸
へ
の
行
幸
の
条
、
敦
成
親
王
の
五
十
日
の
儀
の
く
だ
り
な
ど
、
枚
挙
に
い
と
ま
の
な
い
ほ
ど
で
あ
る
。

　
－
　
　
上
述
の
『
枕
草
子
』
の
清
少
納
言
同
様
に
、
『
紫
式
部
日
記
』
に
お
い
て
も
、
作
者
紫
式
部
そ
の
人
の
個
性
が
表
出
さ
れ
、
私
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的
述
作
の
面
を
多
分
に
内
包
す
る
が
ゆ
え
に
、
こ
れ
ら
は
女
房
日
記
そ
の
も
の
で
は
な
い
こ
と
、
既
に
説
い
た
と
お
り
で
あ
る
が
、

1　
　
女
房
日
記
か
ら
の
発
展
的
な
形
態
と
み
ら
れ
る
こ
れ
ら
の
著
作
か
ら
、
帰
納
的
に
女
房
日
記
の
本
来
的
な
性
格
、
つ
ま
り
は
そ
の

　
　
本
質
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
そ
れ
と
同
時
に
、
い
さ
さ
か
循
環
論
法
め
き
は
す
る
が
、
女
房
日
記
の
源
流
と
伝
統
を
見
据
え
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
流
れ
を

　
　
踏
ま
え
て
形
成
を
み
た
『
枕
草
子
』
や
『
紫
式
部
日
記
』
の
作
品
と
し
て
の
性
格
の
理
解
を
深
め
う
る
し
、
他
の
女
流
日
記
作
品

　
　
と
の
差
異
な
ど
も
ま
た
知
り
う
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
さ
ら
に
こ
の
こ
と
は
、
中
世
に
お
け
る
女
流
日
記
を
対
象
と
す
る
際
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
レ
　

輯
　
　
は
、
欠
か
す
こ
と
の
で
き
な
い
視
点
と
な
り
、
女
房
日
記
と
い
う
も
の
の
文
学
史
的
考
察
に
及
ぼ
す
立
圏
心
義
は
、
は
か
り
し
れ
な
い

　翻
　
　
と
い
っ
て
過
言
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

究
　
　
　
と
こ
ろ
で
、
「
女
房
日
記
」
と
い
う
語
は
テ
ク
ニ
カ
ル
・
タ
ー
ム
、
つ
ま
り
研
究
語
彙
な
い
し
は
研
究
用
語
か
と
い
う
、
用
語

研
　
　
上
の
問
題
が
残
る
。
最
後
に
そ
の
こ
と
に
一
言
ふ
れ
て
お
く
こ
と
と
す
る
。
そ
の
源
流
と
み
な
さ
れ
る
「
太
后
御
記
」
も
、
別
名

学
科
　
　
「
大
宮
日
記
」
と
は
あ
る
が
、
「
…
女
房
日
記
」
と
い
う
固
有
の
名
称
は
も
た
な
い
。
他
に
も
具
体
的
な
例
証
は
み
ら
れ
な
い
。

文
　
　
す
る
と
女
房
日
記
と
は
、
研
究
者
が
か
り
。
に
名
づ
け
た
呼
称
で
あ
り
、
つ
ま
り
は
研
究
語
彙
の
ご
と
き
色
合
い
を
有
す
る
か
に
み

人
え
る
・
し
か
し
・
先
掲
の
『
公
衡
公
記
』
の
記
述
に
「
女
房
日
起
と
あ
り
・
そ
の
よ
う
に
呼
称
さ
れ
た
も
の
が
存
在
し
た
こ
と

　
　
の
証
と
な
る
の
で
あ
る
。
ま
た
別
に
、
た
と
え
ば
近
世
の
国
学
者
で
あ
る
伴
信
友
の
著
述
『
比
古
婆
衣
』
の
中
に
は
、
『
栄
花
物

　
　
語
』
に
関
し
て
、
「
女
房
た
ち
の
記
し
お
け
る
日
記
」
と
か
「
女
房
の
書
き
記
せ
る
日
記
」
な
ど
と
の
記
述
が
あ
り
、
明
確
に

　
　
　
”
女
房
日
記
”
と
は
呼
称
し
て
い
な
い
も
の
の
、
そ
う
し
た
も
の
の
存
在
と
そ
の
想
定
が
示
さ
れ
て
い
る
。
加
え
て
、
さ
ら
に
確

　
　
か
な
実
在
と
し
て
、
こ
れ
も
先
掲
の
「
中
宮
御
所
（
欣
子
内
親
王
）
女
房
日
記
」
等
と
称
さ
れ
る
欣
子
内
親
王
に
か
か
わ
る
女
房
日
記
の

　
　
存
在
が
あ
る
。
す
で
に
時
代
く
だ
っ
て
近
世
後
期
、
そ
れ
も
末
期
に
近
い
時
期
の
も
の
と
は
い
え
、
伝
統
的
な
流
れ
を
無
視
し
て

　
　
か
か
る
も
の
の
存
在
は
あ
り
え
ず
、
ま
た
「
女
房
日
記
」
と
称
さ
れ
る
実
態
と
そ
の
伝
統
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
か
か
る
呼
称
を



　
　
も
っ
て
整
理
・
統
一
さ
れ
て
保
存
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　
　
　
　
こ
の
よ
う
な
考
察
を
通
し
て
明
ら
か
に
な
る
よ
う
に
、
女
房
日
記
な
る
語
は
、
単
な
る
研
究
用
語
で
は
あ
り
え
ず
、
個
々
の
名

　
　
称
は
い
ず
れ
に
せ
よ
、
主
と
し
て
後
宮
近
侍
の
女
房
に
よ
っ
て
筆
録
さ
れ
た
主
人
と
主
家
の
繁
栄
の
情
況
記
録
と
し
て
の
日
記
の

　
　
総
称
と
位
置
付
け
ら
れ
て
よ
い
か
と
思
う
。
あ
る
い
は
、
さ
ら
に
思
い
を
め
ぐ
ら
す
な
ら
ば
、
「
枕
草
子
」
な
る
語
は
、
か
つ
て

ト
籍
贈
煙
翻
轟
難
浩
肥
蹴
縛
映
鐸
湧
嫉
罐
礁
蛎
糟
纏
鶴
協
錠
窺
筋
灘

鉢
　
　
ご
と
く
考
え
て
お
い
て
よ
い
か
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

騰
のぞ

　
　
　
注

一
（
、
）
な
お
・
こ
こ
に
い
う
女
房
日
記
と
は
別
に
存
立
す
る
女
流
日
記
文
学
、
就
中
そ
の
本
質
に
つ
い
て
は
、
拙
著
『
平
婆
流
日
記
文

肋
　
　
　
　
学
の
研
究
』
及
び
『
平
安
女
流
日
記
文
学
の
研
究
　
続
編
』
、
更
に
、
最
近
稿
の
「
日
記
文
学
の
本
性
と
読
者
意
識
」
（
木
村
正
中
編

イ
雄
　
　
『
論
集
日
記
文
学
』
平
成
三
年
百
・
笠
間
書
院
）
、
至
朝
女
流
日
記
文
学
の
系
譜
論
襲
L
（
日
記
文
学
懇
話
会
編
冒
記
文
学

調
　
　
　
　
研
究
　
第
一
輯
』
平
成
五
年
五
月
、
新
典
社
）
等
を
参
照
さ
れ
た
い
。

ロ娚
（
2
）
拙
稿
「
女
房
日
記
の
形
成
と
そ
の
展
開
」
（
『
平
萎
流
日
記
文
学
の
研
究
続
編
』
所
収
）
、
初
出
は
、
藝
子
大
学
『
国
文
学

「
　
　
　
　
雑
誌
』
一
四
号
、
昭
和
四
十
八
年
十
月
。
同
「
「
女
房
日
記
」
の
性
格
規
定
を
め
ぐ
っ
て
」
（
新
潟
大
学
『
国
文
学
会
誌
』
二
四
号
、

　
　
　
　
　
昭
和
五
十
六
年
二
月
）
。

　
　
　
（
3
）
　
「
日
記
文
学
の
発
生
と
暦
i
太
后
御
記
を
中
心
と
し
て
ー
」
（
『
平
安
文
学
研
究
』
第
三
十
一
輯
、
昭
和
三
十
八
年
十
二
月
）
、

　
　
　
　
　
「
太
后
御
記
の
原
形
1
は
た
し
て
漢
文
体
か
ー
」
（
『
国
文
学
研
究
』
三
十
一
集
、
昭
和
四
十
年
三
月
）
等
。

1
9
@
　
（
4
）
　
日
本
文
学
研
究
資
料
叢
書
『
平
安
朝
日
記
n
』
解
説
（
昭
和
五
十
年
十
一
月
）
。



0
　
　
（
5
）
『
女
房
の
眼
』
（
私
家
版
、
製
作
・
笠
間
書
院
、
昭
和
六
十
三
年
一
月
）
。

2
　
　
　
（
6
）
　
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
も
、
前
掲
拙
稿
「
「
女
房
日
記
」
の
性
格
規
定
を
め
ぐ
っ
て
し
を
参
照
さ
れ
た
い
。

　
　
　
（
7
）
　
前
掲
拙
稿
「
女
房
日
記
の
形
成
と
そ
の
展
開
」
及
び
、
同
「
女
房
日
記
の
源
流
と
し
て
の
『
太
后
御
記
』
」
（
新
潟
大
学
人
文
学
部

　
　
　
　
　
『
人
文
科
学
研
究
』
五
十
九
輯
、
昭
和
五
十
六
年
七
月
）
。

　
　
　
（
8
）
　
「
凡
其
具
足
」
か
ら
「
日
記
歎
」
ま
で
は
割
注
。

　
　
　
（
9
）
　
詳
し
く
は
、
拙
稿
「
女
房
日
記
か
ら
女
流
日
記
文
学
へ
i
『
紫
式
部
日
記
』
を
中
心
と
し
て
」
（
日
本
文
学
協
会
『
日
本
文
学
』

　
　
　
　
　
昭
和
五
十
八
年
五
月
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

輯
靭
（
0
1
）
『
枕
華
』
の
本
文
引
用
は
、
日
本
古
典
文
学
大
系
本
に
よ
る
。

究
　
　
（
1
1
）
　
な
お
、
こ
れ
に
関
連
し
た
拙
稿
に
「
『
枕
草
子
』
の
作
品
性
格
－
女
房
日
記
と
の
か
か
わ
り
ー
」
（
新
潟
大
学
『
国
文
学
会
誌
』

研
　
　
　
　
二
五
号
、
昭
和
五
十
七
年
二
月
）
が
あ
る
。

騨
（
2
1
）
な
お
先
掲
の
欣
子
内
墾
に
関
す
垂
房
日
記
に
お
い
葎
既
に
霧
事
の
み
で
は
蔑
女
主
人
（
中
宮
皇
后
皇
太

文
　
　
　
后
・
女
院
）
の
日
々
の
主
要
な
事
柄
の
記
録
と
な
っ
て
い
る
。

人
　
　
（
1
3
）
　
『
日
本
紀
略
』
『
百
錬
抄
』
の
引
用
は
、
「
新
訂
増
補
国
史
大
系
」
に
よ
る
。
ち
な
み
に
・
『
本
朝
世
紀
』
及
び
『
扶
桑
略
記
』
（
同

じ
く
「
新
訂
増
補
国
史
大
系
」
）
に
は
そ
れ
ぞ
れ
次
の
よ
う
に
録
さ
れ
て
い
る
。

「
廿
日
壬
寅
。
今
日
。
関
白
有
レ
被
レ
供
二
養
積
善
寺
｝
。
辰
一
剋
。
東
三
条
院
件
寺
被
二
参
入
一
。
同
点
。
中
宮
有
二
行
啓
一
。
供
奉
諸
司

諸
衛
如
レ
常
。
又
弾
正
サ
為
尊
親
王
。
四
品
敦
道
親
王
。
右
大
臣
。
内
大
臣
。
大
納
言
藤
原
朝
光
卿
。
同
済
時
卿
。
権
大
納
言
同
道

長
卿
。
（
汚
損
）
中
納
言
同
顕
光
卿
。
参
議
同
懐
忠
卿
。
同
時
光
卿
。
同
実
資
卿
。
平
惟
仲
卿
。
藤
原
公
任
朝
臣
。
同
誠
信
朝
臣
参

入
。
弁
少
納
言
外
記
史
皆
参
。
自
余
四
位
五
位
不
レ
可
二
勝
計
一
。
」
（
『
本
朝
世
紀
』
正
暦
五
年
三
月
廿
日
条
）
。

「
二
月
廿
日
、
関
白
道
隆
供
二
養
積
善
寺
「
。
安
二
置
金
色
丈
六
砒
盧
遮
那
仏
像
一
躰
。
脇
侍
釈
迦
薬
師
各
一
躯
。
梵
王
帝
釈
四
天
王
各



質

　
　
一
躯
㌔
図
二
絵
釈
迦
一
万
躰
一
。
書
二
写
大
小
乗
経
妙
典
一
。
先
公
入
道
大
相
国
以
レ
忠
事
レ
君
。
以
レ
信
帰
レ
仏
。
即
ト
ニ
勝
地
も
以
立
二

　
　
道
場
一
。
積
善
寺
是
也
。
草
創
以
後
二
三
年
間
。
培
壁
先
成
二
不
日
之
功
皿
。
堂
閣
始
締
二
如
レ
雲
之
溝
一
。
豊
図
大
厘
之
基
未
レ
半
。
厚

　
　
夜
之
駕
早
催
。
髪
有
二
精
舎
一
。
称
二
法
興
院
一
。
斯
乃
先
公
閑
放
之
地
。
不
日
所
二
改
成
一
也
。
林
鶯
百
聴
。
暗
添
二
歌
曲
一
。
岸
柳
千
条
。

　
　
漫
助
二
舞
腰
一
。
已
上
」
（
『
扶
桑
略
記
』
正
暦
五
年
二
月
廿
日
条
）

（
1
4
）
　
中
世
女
流
日
記
に
概
略
な
が
ら
触
れ
た
も
の
に
、
拙
稿
「
宮
廷
女
房
日
記
の
展
開
ー
中
古
か
ら
中
世
へ
ー
」
（
日
本
文
学
講
座

　
　
『
日
記
・
随
筆
・
記
録
』
平
成
元
年
五
月
、
大
修
館
書
店
）
が
あ
る
。
な
お
、
同
拙
稿
は
、
紙
数
の
こ
と
な
ど
も
あ
っ
て
不
十
分
な

鉢
　
　
も
の
で
あ
っ
た
の
で
、
全
面
的
に
改
稿
し
て
、
近
く
別
途
発
表
の
用
意
が
あ
る
。

齢初
か何は

と
司賑房女

「
2
1




