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『
元
良
親
王
集
」

の
表
現

「
入
り
に
し
月
」

を
め
ぐ
っ
て
|
|

平
安
私
家
集
を
壁
試
す
る
時
に
、
勅
撰
集
と
は
異
な
る
読
み
様
が
必
要
一
と
さ
れ
る
の
は

当
扶
'
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
和
歌
の
作
者
自
身
を
三
人
称
的
に
記
述
す
る
物
語
的

私
和
製
に
お
い
て
さ
え
、
そ
の
世
界
は
個
人
的
な
関
係
の
な
か
に
閉
ざ
さ
れ
て
い
る
こ
と

が
多
く
、
記
録
史
料
な
ど
に
は
現
わ
れ
な
い
世
界
に
読
者
が
入
り
込
ん
で
い
く
こ
と
が
要

求
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
機
会
を
「
元
良
親

E
E
に
お
い
て
持
つ
こ
と
が
で
き
た
の
で
、

そ
の
際
に
考
察
し
た
こ
と
を
記
し
た
い
。
『
元
良
親
王
差
に
次
の
さ
つ
な
警
告
。

つ
き
の
あ
か
き
夜
お
は
し
た
る
に
、
い
で
て
も
の
な
ど
き
こ
え
て
、
と
く
い
り

に
け
れ
ば
、
み
や

よ
な
よ
な
に
い
づ
と
み
し
か
ど
は
か
な
く
て
い
り
に
し
月
と
い
ひ
て
や
み
な
ん(

一
三
五
)

こ
の
部
分
を
素
直
に
読
め
ば
、
詞
書
は
、

月
の
明
る
い
夜
に
元
良
親
王
が
い
ら
っ
し
ゃ
っ
た
と
こ
ろ
、
(
女
は
端
ま
で
)
出
て

お
話
な
ど
し
申
し
上
げ
て
、
す
ぐ
に
中
に
入
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
、
宮
が
、

と
い
う
こ
と
で
、
月
の
美
し
い
頃
(
満
月
の
頃
で
あ
ろ
う
か
)
に
、
毎
夜
見
る
こ
と
は
で

き
る
け
れ
ど
、
満
足
し
た
と
言
え
な
い
う
ち
に
あ
っ
け
な
く
沈
む
よ
う
な
気
が
す
る
月
の

『
元
良
親
主
亙
の
表
現

木

麻

子

よ
う
に
、
女
も
母
屋
の
端
ま
で
出
て
き
た
こ
と
で
期
待
を
持
っ
た
の
に
す
ぐ
に
中
に
入
っ

て
し
ま
っ
た
の
で
、
も
う
「
や
む
」
(
逢
う
こ
と
を
期
待
す
る
の
は
終
わ
り
に
す
る
)
こ
と

に
し
よ
う
と
詠
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
女
を
月
に
な
ぞ
ら
え
て
、
「
月
の
よ
う
な
あ
な
た
」

と
言
い
た
い
。
し
か
し
、
同
時
に
「
と
く
」
|
「
は
か
な
く
て
」
「
い
り
に
し
月
」
は

現
時
点
で
は
ど
、
?
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
相
手
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
、
「
月
と

い
ひ
て
」
終
わ
り
に
し
ま
し
ょ
う
と
表
現
し
た
。
そ
れ
が
「
っ
き
の
あ
か
き
夜
お
は
し
た

る
に
」
と
始
ま
る
詞
書
に
よ
っ
て
強

f
印
象
づ
け
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
和
歌
を
含
む
前
後
の
部
分
は
『
大
和
物
語
巴
に
も
収
録
さ
れ
て
い
る
。
「
大
和
物
語
』

舎
か
き

百
六
段
が
そ
れ
で
、
前
の
百
五
段
に
続
き
、
近
江
の
介
平
中
興
の
娘
を
主
人
公
に
し
、
元

良
親
王
と
の
や
り
と
り
を
、
『
元
良
親
主
集
」
に
載
る
和
歌
六
首
の
次
に
二
組
の
贈
答
が
加

わ
っ
た
形
で
ま
と
め
て
い
る
。
「
大
和
物
証
巴
で
一
連
の
話
と
し
て
載
せ
ら
れ
て
い
る
「
元

良
親
王
集
」
の
一
一
一
一
一
一
番
歌
か
ら
二
ニ
七
番
歌
の
う
ち
か
ら
、
二
=
五
番
歌
ま
で
の
部
分

を
、
『
元
良
親
王
集
』
と
比
較
し
つ
つ
紹
介
し
て
み
さ
っ
。
「
求
基
E
では、

故
兵
部
卿
の
宮
、
こ
の
女
の
か
か
る
こ
と
、
ま
だ
し
か
り
け
る
時
、
よ
ば
ひ
た
ま

ひ
け
り
。
親
主
、

荻
の
葉
の
そ
よ
ぐ
ご
と
に
ぞ
恨
み
つ
る
風
に
う
つ
り
で
つ
ら
き
心
を

(
①
元
良
親
王
集
・
二
-
一
一
一
)
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『
元
良
親
王
捧
』
の
ま
現

こ
れ
も
、
お
な
じ
宮
、

あ
荒
く
こ
そ
人
は
見
る
ら
め
関
川
の
絶
ゆ
る
心
は
あ
ら
じ
と
ぞ
思
ふ

(
②
元
良
親
主
集
・
二
ニ
三
)

女
、
返
し
、

関
川
の
岩
聞
を
く
ぐ
る
み
づ
あ
さ
み
絶
え
ぬ
ベ
く
の
み
見
ゆ
る
心
を

(
③
元
良
親
主
集
・
二
ニ
四
)

い
で
て
も
の
問
え
な
ど
す
れ
ど
、
あ
は
で
の
み
あ
り
け
れ
ば
、
親
王
、
お

は
し
ま
し
た
り
け
る
に
、
月
の
い
と
あ
か
か
り
け
れ
ば
、
よ
み
た
ま
ひ
け
る
。

か
く
て
、夜

な
夜
な
に
い
づ
と
見
し
か
ど
は
か
な
く
て
入
り
に
し
月
と
い
ひ
て
や
み
な
む

(
④
元
良
親
玉
集
三
豆
)

と
の
た
ま
ひ
け
り
。
円
後
略
)

と
あ
り
、
は
じ
め
は
元
良
親
王
に
①
「
つ
ら
き
心
」
を
恨
ま
れ
、
②
「
絶
ゆ
る
心
は
あ
ら

じ
」
と
言
い
寄
ら
れ
て
も
、
③
「
絶
え
ぬ
ベ
く
の
み
見
ゆ
る
」
と
つ
き
は
な
す
女
は
、
そ

も
そ
も
「
か
か
る
こ
と
、
ま
だ
し
か
り
け
る
時
」
と
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
「
か
か
る
」
と
は

百
五
段
を
承
け
る
言
葉
で
あ
る
が
、
百
五
段
に
語
ら
れ
る
中
興
の
娘
は
「
も
の
の
け
に
わ

づ
ら
ひ
て
」
、
浄
蔵
大
徳
に
祈
祷
し
て
も
ら
っ
て
い
た
時
に
「
人
と
か
く
い
ひ
け
り
」
と
い

う
格
蔵
大
徳
と
の
恋
愛
沙
汰
が
あ
っ
て
、
「
こ
の
女
に
は
に
な
く
か
し
づ
き
て
、
み
こ
た
ち
、

上
達
部
よ
ば
ひ
た
ま
へ
ど
、
帝
に
奉
ら
む
と
て
あ
は
せ
ざ
り
け
れ
ど
、
こ
の
こ
と
い
で
き

に
け
れ
ば
、
親
も
見
す
な
り
に
け
り
」
と
親
に
も
見
放
さ
れ
る
運
命
に
あ
る
。
①
「
荻
の

葉
の
そ
よ
ぐ
ご
と
に
ぞ
恨
み
つ
る
風
に
う
つ
り
で
つ
ら
き
心
を
」
と
い
う
親
王
の
和
歌
も
、

荻
の
葉
の
そ
よ
ぐ
ご
と
に
、
い
つ
も
お
恨
み
し
て
い
た
こ
と
よ
、
風
に
葉
が
そ
よ
ぐ

よ
う
に
、
男
に
な
び
い
て
つ
れ
な
い
あ
な
た
の
お
心
を
。

と
、
風
を
他
の
男
に
な
ぞ
ら
え
て
、
風
が
吹
け
ば
そ
の
度
ご
と
に
そ
よ
ぐ
荻
の
葉
の
よ
う

に
、
い
つ
も
別
の
男
に
心
を
移
し
て
元
良
親
王
に
は
冷
た
く
す
る
浮
気
な
中
興
の
娘
の
姿

を
伝
え
て
い
る
。
『
新
編
日
本
古
典
文
尚
早
人
三
集
』
の
頭
注
に
、
百
六
段
に
つ
い
て
「
は
じ
め

元
良
親
王
が
い
い
よ
っ
た
こ
ろ
は
、
女
が
逢
わ
な
い
で
そ
の
ま
ま
帰
す
こ
と
が
あ
っ
た
が
、

女
が
積
極
的
に
な
っ
た
こ
ろ
は
、
親
主
は
あ
ま
り
来
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
、
と
い
う
こ

と
を
い
っ
て
い
る
:
」
と
あ
る
が
、
中
興
の
娘
が
冷
淡
な
態
度
を
取
っ
て
い
る
部
分
が

「
元
良
親
主
集
」
の
ご
ニ
二
番
歌
か
ら
一
一
一
一
七
番
歌
に
当
た
る
の
で
あ
る
。
の
ち
に
立
場
が

逆
転
す
る
部
分
の
贈
答
は
「
と
な
む
。
ま
た
、
こ
の
女
」
と
し
て
続
い
て
い
る
の
に
、
「
大

和
物
語
』
に
し
か
見
え
な
い
。
一
体
に
『
大
和
物
証
巴
の
作
者
の
人
物
造
形
は
、
中
興
の

娘
に
対
し
て
好
意
的
と
は
言
え
な
い
よ
う
で
あ
る
。
元
良
親
王
(
寛
平
二
年
〈
八
九
O
〉

i
天
慶
六
年
八
九
四
三
〉
)
の
周
辺
で
ま
と
め
ら
れ
た
と
考
え
ら
ね

μ
『
元
良
親
主
集
」
と
、

成
立
は
「
天
暦
五
、
六
年
(
九
五
て
二
)
ご
ろ
を
上
限
と
し
、
可
能
性
と
し
て
円
融
朝

あ
た
り
を
下
限
と
考
え
る
」
(
「
新
編
日
本
古
典
文
学
金
集
」
解
説
)
と
さ
れ
る
『
大
和
物

語
」
と
は
、
そ
の
影
響
関
係
に
つ
い
て
諾
論
が
あ
る
が
、
木
船
重
昭
氏
主
揺
さ
程
よ

う
に
、
当
該
部
分
に
関
し
て
は
、
元
良
親
主
の
家
集
も
し
く
は
そ
の
歌
稿
な
ど
会
資
科
と

し
て
百
六
段
が
つ
く
ら
れ
た
と
考
え
る
の
が
、
自
然
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

『
元
良
親
主
集
』
で
は
、
中
輿
の
娘
は
一
一
一
一
一
一
番
歌
の
詞
書
に
見
え
る
。
そ
し
て
「
ま

た
」
と
続
け
ら
れ
る
二
三
二
、
四
番
の
贈
答
も
中
興
の
娘
と
の
や
り
と
り
に
な
る
だ
ろ
う
。

あ
ふ
み
の
す
け
な
か
き
が
む
す
め
ど
も
、
か
た
ち
よ
く
、
こ
こ
ろ
た
か
し
と
き
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き
た
ま
ひ
で
、
っ
か
は
し
け
る

荻
の
葉
の
そ
よ
ぐ
ご
と
に
ぞ
う
ら
み
つ
る
風
に
か
へ
し
て
つ
ら
寺
心
を

( 

) 

ま
た

あ
さ
く
こ
そ
人
は
み
る
ら
め
せ
き
水
の
絶
ゆ
る
心
は
あ
ら
じ
と
ぞ
思
ふ

( 

) 

か
へ
し
、
女

関
川
の
い
し
ま
を
く
ぐ
る
水
を
あ
き
み
絶
え
ぬ
ベ
く
の
み
見
ゆ
る
心
を

「
か
た
ち
よ
く
、
こ
こ
ろ
た
か
し
」
と
評
判
の
中
興
の
娘
た
ち
は
、
后
に
こ
そ
ふ
さ
わ

(
一
三
四
)



し
い
と
言
っ
て
よ
い
。
そ
の
理
解
が
「
大
和
物
語
」
百
五
段
の
「
帝
に
奉
ら
む
と
て
(
他

の
男
に
)
あ
は
せ
ざ
り
」
の
記
述
に
つ
な
が
っ
た
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
元
良

親
王
の
一
三
二
番
歌
の
第
四
句
は
「
風
に
か
へ
し
て
」
と
あ
る
。
荻
の
葉
が
そ
よ
ぐ
た
び

に
親
主
が
恨
み
に
思
っ
た
の
は
、
女
が
、
風
に
葉
を
裏
返
す
荻
の
よ
う
に
、
決
し
て
表
を

見
せ
な
い
、
親
主
(
男
)
に
は
見
向
き
も
し
な
い
「
こ
こ
ろ
た
か
さ
」
な
の
で
あ
る
。
『
大

和
物
語
」
の
「
風
に
う
つ
り
て
」
(
男
が
言
い
寄
る
ご
と
に
な
び
い
て
い
く
)
と
は
正
反
対

の
女
の
態
度
で
あ
る
。
次
の
二
三
ニ
、
四
番
の
や
り
と
り
は
「
大
和
物
語
』
と
同
じ
形
で

あ
る
が
、
男
の
誠
意
の
誓
い
で
あ
る
「
絶
ゆ
る
心
は
あ
ら
じ
」
を
「
絶
え
ぬ
ベ
く
の
み
見

ゆ
る
」
と
い
な
し
て
い
く
の
は
、
こ
こ
で
は
恋
愛
の
は
じ
ま
り
の
常
道
と
理
解
さ
れ
る
。

き
て
、
こ
れ
に
続
く
一
三
五
番
は
冒
頭
に
引
用
し
た
通
り
で
あ
る
が
、
『
元
良
親
主
集
』

を
読
む
限
り
、
中
興
の
娘
と
す
る
必
然
は
全
く
む
叫
。
「
大
和
物
語
で
は
「
か
く
て
、
い

で
で
も
の
聞
え
な
ど
す
れ
ど
、
あ
は
で
の
み
あ
り
け
れ
ば
」
と
い
う
言
葉
に
よ
っ
て
繋
が

れ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
二
=
五
番
歌
の
「
よ
な
よ
な
に
い
づ
と
み
し
か
ど
は
か
な
く
て

い
り
に
し
月
と
い
ひ
て
や
み
な
ん
」
の
初
句
「
よ
な
よ
な
に
」
ま
で
も
女
の
行
為
と
解
釈

す
る
と
、
『
大
和
物
語
巴
の
よ
う
に
書
か
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
ろ
う
。
期

待
さ
せ
な
が
ら
逢
う
こ
と
ま
で
は
し
な
い
女
の
態
度
を
、
移
り
気
で
男
を
じ
ら
す
女
と
造

形
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
『
元
良
親
王
集
』
の
よ
う
に
、
三
平
且
番
歌
は
月
と
女
の
イ
メ

ー
ジ
を
重
ね
る
と
こ
ろ
に
趣
向
が
あ
る
と
解
さ
な
い
限
り
、
「
大
和
物
証
問
」
の
文
章
は
致
し

方
な
い
こ
と
か
も
し
れ
な
い
が
、
こ
の
点
で
も
、
和
歌
の
草
稿
に
対
す
る
『
大
和
物
語
』

の
作
者
の
作
為
や
『
元
良
親
王
集
』
の
編
筆
告
と
の
理
解
度
の
差
が
見
え
る
よ
う
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
『
元
良
親
主
集
』
に
登
場
す
る
女
た
ち
は
、
「
女
八
の
宮
」
「
女
宮
こ
こ
の
宮
」

『
元
良
親
主
薬
」
の
ま
麗

な
ど
と
し
て
記
さ
れ
る
、
北
の
方
で
あ
っ
た
修
子
肉
親
玉
を
は
じ
め
、
恋
愛
の
棺
主
主
し
て

有
名
な
京
極
御
自
第
(
藤
原
時
平
娘
、
褒
子
)
や
桂
の
宮
(
字
子
内
親
主
)
な
ど
、
そ
れ
と
特

定
で
き
る
人
ば
か
り
で
な
く
、
通
蒜
を
示
さ
れ
る
も
の
の
特
定
で
き
な
い
女
や
、
単
に
「
女
」

と
し
か
記
さ
れ
な
い
も
の
が
事
薮
を
数
え
る
。
贈
答
の
相
手
と
し
て
記
さ
れ
て
い
る
の
は
、

他
に
「
監
の
命
檀
・
「
一
条
蔵
人
(
一
条
君
)
」
・
「
民
部
の
御
」
・
「
い
は
や
君
」
・
「
御
を
ぱ
、

お
ほ
ゐ
(
お
ひ
ね
)
の
大
納
言
の
北
の

+ε
・
「
閑
院
大
君
・
中
君
・
=
一
君
」
・
「
む
ら
こ
」
・

「
山
の
井
の
君
」
・
「
承
香
殿
の
中
納
言
の
君
」
・
「
昇
大
智
言
の
御
控
・
「
修
理
の
君
」
「
兼

茂
の
娘
長
補
」
・
「
御
匝
控
目
「
近
江
の
介
中
興
の
些
「
と
し
こ
」
・
「
近
衛
御
門
の
君
」
・

「
醤
笈
の
宰
柑
の
控
・
「
右
近
」
・
ヨ
奈
石
大
臣
の
御
紬
ど
な
ど
で
、
職
名
や
住
居
に
拠
る

呼
び
名
で
書
か
れ
て
い
る
が
、
こ
の
中
で
注
目
し
た
い
の
は
「
山
の
井
の
君
」
で
あ
る
。

「
山
の
井
の
君
」
は
『
元
良
親
王
集
」
で
は

(l)
入
入
、
九
番
、

(2)
一
一
五
、
六

番、

(3)
一
六
一
番
に
そ
の
詠
が
見
え
、
「
後
撰
集
』
に
も
「
山
の
井
の
君
」
に
贈
る
読

人
不
知
歌
が
載
る
。

ま
ず
、
『
元
良
親
王
集
』

(l)
で
は
、
次
の
よ
う
に
あ
る
。

山
の
井
の
き
み
に
す
み
た
ま
う
て
、
ひ
さ
し
く
あ
り
て
、
み
や
に
ま
ゐ
り
て
、

-49ー

よ
ふ
け
て
ま
か
り
で
け
れ
ば
、
「
く
ら
く
は
い
か
が
」
と
の
た
ま
う
け
れ
ば
、
女

暗
し
と
も
た
ど
ら
れ
ざ
り
き
い
に
し
へ
を
恩
ひ
い
で
て
し
帰
り
こ
し
か
ば
(
八
人
)

お
く
り
の
ひ
と
に
つ
け
て
き
こ
え
た
り
け
り

帰
り
く
る
袖
も
ぬ
る
る
を
た
ま
さ
か
に
あ
ぶ
く
ま
川
の
水
に
ゃ
あ
る
ら
ん
(
八
九
)

元
良
親
王
が
山
の
井
の
君
に
「
す
み
た
ま
う
て
、
ひ
さ
し
く
あ
り
て
」
と
あ
る
の
で
、
夫

婦
関
係
を
結
ん
だ
も
の
の
、
絶
え
て
畏
い
閉
経
っ
て
か
ら
女
は
宮
邸
に
呼
ば
れ
る
と
い
う

扱
い
を
受
け
て
い
る
。
八
人
番
歌
は
わ
か
り
に
く
い
が
、

暗
い
夜
道
を
普
通
は
手
探
り
で
た
ど
り
た
ど
り
帰
る
も
の
で
し
ょ
う
が
、
道
が
暗
い

と
い
っ
て
も
、
た
ど
る
よ
う
な
こ
と
も
で
き
な
か
っ
た
、
今
よ
り
は
幸
せ
だ
っ
た
昔



『
一
瓦
瓦
軍
王
挺
」
の
表
現

の
こ
と
を
思
い
出
し
て
、
(
泣
き
な
が
ら
)
帰
っ
て
き
ま
し
た
の
で
。

と
、
「
暗
く
は
い
か
が
(
暗
い
道
を
帰
る
の
は
ど
う
か
と
と
尋
ね
た
親
王
の
言
葉
に
、
暗

い
道
を
帰
る
つ
ら
さ
よ
り
つ
ら
い
思
い
を
し
な
が
ら
ょ
う
よ
う
帰
っ
た
と
い
う
思
い
の
和

歌
で
あ
ろ
う
し
、
八
九
番
歌
も
「
た
ま
さ
か
に
逢
ふ
」
そ
の
阿
武
隈
川
の
水
に
袖
が
濡
れ

た
の
は
、
別
れ
の
悲
し
み
と
と
も
に
「
た
ま
さ
か
」
が
涙
の
理
由
で
あ
る
こ
と
を
訴
え
て

い
る
。
ま
た
、

(2)
で
は
、

山
の
井
の
き
み
の
い
へ
の
ま
へ
を
お
は
す
と
て
、
か
へ
で
の
も
み
ぢ
の
い
と
こ

き
を
い
れ
た
ま
へ
り
け
れ
ば

お
も
ひ
い
で
て
と
ふ
に
は
あ
ら
じ
あ
き
は
つ
る
色
の
か
ぎ
り
を
み
す
る
な
り
け
り

(
一
一
五
)

又
、
ほ
ど
へ
て
「
と
ひ
た
ま
は
ず
」
と
う
ら
み
て

山
の
井
に
す
む
と
わ
が
名
は
た
ち
し
か
ど
と
ふ
人
か
げ
も
み
え
ず
も
あ
る
か
な

(

一

一

占

ハ

)

と
、
宮
が
「
山
の
井
の
き
み
の
い
へ
の
ま
へ
を
お
は
す
」
と
あ
っ
て
、
い
わ
ゆ
る
前
渡
り

を
さ
れ
た
時
の
女
の
詠
で
、
「
あ
な
た
は
厭
き
呆
て
て
し
ま
っ
た
そ
の
状
態
を
、
楓
の
紅
葉

で
み
せ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
」
と
あ
る
し
、
ま
た
後
に
は
、
「
と
ひ
た
ま
は
ず
」
と
恨
ん
で
、

和
歌
を
贈
る
こ
と
に
も
な
る
。

(3)
で
も
、

た
え
は
て
給
ひ
由
と
み
て
、
山
の
井
の
君

山
の
井
の
た
え
は
て
ぬ
と
も
み
ゆ
る
か
な
浅
き
を
だ
に
も
思
ふ
こ
こ
ろ
に
(
一
六
二

と
あ
る
の
で
、
い
よ
い
よ
絶
え
果
て
て
し
ま
っ
た
宮
に
和
歌
を
贈
っ
て
い
る
。
こ
の
五
首

は
す
べ
て
女
の
詠
な
の
で
あ
る
。
『
元
良
親
主
集
』
に
収
め
ら
れ
る
歌
で
、
親
王
へ
の
返
歌

と
し
て
女
の
詠
歌
が
載
る
と
い
う
の
は
自
然
な
こ
と
で
あ
ろ
う
が
、
親
王
の
和
歌
を
載
せ

な
い
ま
ま
、
女
の
歌
だ
け
が
載
せ
ら
れ
る
と
い
う
の
は
な
ぜ
か
。
ま
た
確
か
に
、
浮
気
な

元
良
親
王
で
は
あ
る
が
、
山
の
井
の
君
を
重
ん
じ
た
態
度
が
見
ら
れ
な
い
ま
ま
五
首
の
和

歌
が
詠
ま
れ
て
い
る
、
そ
の
状
時
宮
乞
そ
っ
く
り
示
す
の
は
な
ぜ
か
。
和
歌
表
現
と
い
う
占
、

か
ら
考
え
れ
ば
、
そ
こ
に
な
ん
ら
か
の
趣
向
、
評
価
す
べ
き
点
が
認
め
ら
れ
る
な
ど
の
理

由
も
あ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
が
こ
の
場
合
は
「
山
の
井
の
君
」
と
い
う
名
に
あ
る

の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

『
後
撰
集
』
雑
二
の
「
山
の
井
の
き
み
に
つ
か
は
し
け
る
」
と
い
う
詞
書
で
載
せ
ら
れ

る
読
人
不
知
歌
、

お
と
に
の
み
き
き
て
は
や
ま
じ
あ
き
く
と
も
い
ざ
く
み
み
て
ん
山
の
井
の
水(

一
一
六
五
)

の
山
の
井
の
君
に
は
男
の
方
が
「
い
さ
く
み
見
て
ん
」
と
言
、
つ
の
で
、
「
元
良
親
主
集
』
に

登
場
す
る
女
と
同
一
人
物
で
あ
る
か
否
か
は
わ
か
ら
な
い
が
、
「
山
の
井
の
君
」
と
呼
ば
れ

る
女
に
、
「
安
積
山
影
さ
へ
見
ゆ
る
山
の
井
の
浅
き
心
を
わ
が
思
は
な
く
に
」
(
万
葉
集

巻
十
六
三
八
O
七
、
古
ム
コ
集
仮
名
序
書
入
れ
注
、
下
句
「
浅
く
は
人
を
恩
ふ
も
の
か

は
」
)
と
い
う
古
歌
の
歌
詞
に
よ
っ
て
「
山
の
井
の
君
だ
か
ら
、
心
浅
い
(
情
が
薄
い
)
と

い
う
こ
と
が
あ
っ
て
も
、
き
あ
、
汲
ん
で
み
よ
う
、
一
度
、
逢
っ
て
み
よ
う
」
と
言
っ
た

の
で
あ
ろ
う
。
「
山
の
井
の
君
」
と
呼
ば
れ
た
の
は
、
も
と
も
と
は
「
山
の
井
殿
」
と
呼
ば

{注

8)

れ
る
邸
宅
に
住
む
た
め
で
あ
ろ
、
つ
が
、
呼
称
で
あ
る
の
に
、
そ
れ
が
女
の
本
質
で
あ
る
か

確
か
め
よ
う
、
と
い
う
の
は
、
有
名
な
「
名
に
し
お
は
ば
い
ざ
事
と
は
む
宮
こ
ど
り
」
(
古

今
集
轄
旅
四
一
一
在
原
業
平
)
と
同
じ
発
想
で
あ
る
。

「
元
良
親
主
集
』
の
場
合
も
、

(2)
の
一
一
六
番
歌
で
「
と
ふ
人
か
げ
も
み
え
ず
も
あ

る
か
な
」
と
い
う
の
は
、
先
の
古
歌
と
と
も
に
そ
れ
に
拠
っ
た
、

50 

山
の
井
の
浅
き
心
も
お
も
は
ぬ
に
影
ば
か
り
の
み
人
の
見
ゆ
ら
む

(
古
今
集
・
恋
五
・
七
六
四
読
人
不
知
)

の
「
浅
い
心
で
思
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
の
に
、
面
影
ば
か
り
み
え
て
、
実
際
の
あ
な
た

は
来
な
い
」
と
い
う
和
歌
を
も
踏
ま
え
て
い
る
。



山
の
井
に
住
む
と
い
う
評
判
が
立
っ
た
け
れ
ど
も
(
だ
か
ら
が
心
が
浅
い
と
い
う
悪

い
名
ま
で
立
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
が
て
そ
れ
な
ら
ば
私
を
訪
れ
る
影
く
ら
い
映

っ
て
く
れ
で
も
よ
い
の
に
、
そ
れ
さ
え
見
え
な
い
こ
と
よ
。

と
い
う
の
で
あ
る
。
ま
た
、

(3)
の
一
六
一
番
歌
も
、

山
の
井
と
呼
ほ
れ
た
私
に
遇
、
つ
あ
な
た
も
、
山
の
井
の
よ
う
に
絶
え
果
て
た
と
見
え

る
こ
と
で
す
。
山
町
井
と
い
う
の
な
ら
、
せ
め
て
浅
い
心
だ
け
で
も
か
け
て
欲
し
い

と
思
つ
私
の
心
に
対
し
て
。

と
、
あ
く
ま
で
「
山
の
井
の
浅
き
心
」
に
寄
せ
て
、
親
工
ム
の
事
ま
で
-
も
詠
ん
で
い
る
の
で

あ
る
。
こ
れ
を
「
山
の
井
の
君
」
と
い
う
名
を
和
歌
に
投
影
し
た
読
み
ぶ
り
を
評
価
し
た

も
の
と
し
、
一
方
で
元
良
親
王
の
態
度
、
姿
勢
も
心
浅
い
女
に
対
し
て
の
も
の
で
あ
る
か

ら
、
と
捉
え
れ
ば
、
山
の
井
の
君
の
詠
を
五
首
採
用
し
た
編
纂
者
の
態
度
も
首
肯
で
き
る

と
こ
ろ
で
あ
る
。
た
だ
し
、
そ
れ
が
三
ヶ
所
に
分
か
れ
て
置
か
れ
て
い
る
点
な
ど
に
、
ひ

と
つ
の
歌
集
作
品
と
し
て
は
未
整
理
な
点
も
感
じ
ら
れ
る
。

と
も
か
く
も
、
人
の
名
に
掛
け
た
和
歌
と
い
う
も
の
は
、
和
歌
の
趣
向
と
成
り
え
て
い

た
と
恩
わ
れ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
『
元
良
親
主
集
』
ば
か
り
の
こ
と
で
は
な
く
、
近
い

時
代
の
他
の
私
家
集
、
例
え
ば
、
『
一
条
摂
政
御
集
」
に
も
み
え
る
。
こ
こ
に
は
「
の
ベ
」

と
呼
ば
れ
る
が
の
童
が
登
場
し
て
、

も
の
の
え
ん
あ
り
て
、
こ
の
お
き
な
、
う
ち
わ
た
り
な
り
け
る
人
に
、
も
の
い

ひ
け
り
、
の
べ
と
い
ひ
け
る
わ
ら
は
つ
か
ひ
け
る
ひ
と
の
も
と
に
、
ひ
る
よ
り

ち
ぎ
り
け
れ
ど
、
女
は
え
し
ら
で
、
た
だ
の
ベ
に
の
み
あ
ひ
で
あ
る
に

し
る
人
も
あ
ら
じ
に
か
へ
る
く
ず
の
葉
の
あ
き
は
て
が
た
の
の
ベ
や
し
る
ら
ん

(一一一)

ま
つ
む
し
の
こ
ゑ
も
き
こ
え
ぬ
の
べ
に
く
る
人
も
あ
ら
じ
に
よ
さ
へ
ふ
け
に
き

(一一二)

『
一
耳
亘
親
京
本
法
の
表
現

ま
た
の
と
し
、
こ
の
倒
叫
が
し
に
け
れ
ば

白
露
は
む
す
び
や
す
る
と
は
な
す
す
主
と
ふ
べ
き
の
べ
も
見
え
ぬ
秋
か
な

こ
れ
に
て
ぞ
な
く
な
り
に
け
り
と
は
し
り
け
る
、
そ
の
を
り
は
い
と
を
か
し
と

お
も
ひ
け
る
こ
と
ど
も
も
あ
り
け
れ
ど
、
こ
と
な
る
こ
と
な
き
ひ
と
の
う
へ
は

( 

) 

み
な
わ
す
れ
に
け
り

と
あ
る
。
「
の
ベ
」
と
い
、
♀
室
を
使
、
っ
女
と
約
束
し
た
の
に
、
女
は
知
ら
な
い
で
「
の
ベ
」

九注

9ザ

と
だ
け
結
ぼ
れ
て
、
と
解
さ
れ
て
い
る
場
面
で
あ
る
。
そ
の
状
況
を
「
の
ベ
や
し
る
ら
ん
」

「
の
べ
に
く
る
」
と
い
う
言
葉
で
表
わ
そ
う
と
し
、
「
の
ベ
」
が
死
ん
だ
時
、
女
の
歌
に
も

「
と
ふ
べ
き
の
ベ
も
見
え
ぬ
」
と
あ
っ
て
、
こ
れ
に
よ
っ
て
亡
く
な
っ
た
と
知
っ
た
の
だ
と

「
の
ベ
」
の
挿
話
が
終
わ
る
。
女
童
の
名
が
「
の
ベ
」
で
な
け
れ
ば
交
わ
さ
れ
な
か
っ
た
や

り
と
り
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
「
信
明
集
」
に
も
見
え
る
、

引
制
と
い
ふ
女
っ
か
ひ
た
る
人
に
、
そ
の
女
に
つ
け
て
い
ふ

人
し
れ
ぬ
わ
が
物
思
ひ
の
涙
を
ぱ
袖
に
つ
け
て
ぞ
見
す
べ
か
り
け
る
(
一
一
一
一
七
)

は
、
『
後
撰
集
』
の
恋
三
・
七
六
一
一
番
に
読
人
不
知
歌
と
し
て
収
め
ら
れ
て
い
る
。
「
そ
で
」

と
い
う
女
に
託
し
た
和
歌
な
の
で
、
私
の
涙
を
衣
の
袖
な
ら
ぬ
、
「
そ
で
」
に
付
け
て
み
せ

る
の
だ
と
い
、
7
も
の
で
あ
る
。

51ー

さ
ら
に
、
名
前
に
心
を
遣
る
の
は
人
の
名
の
場
合
ば
か
り
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
は
、

『
格
接
省
丘
の
、

春
宮
に
刻
刻
剖
と
い
ふ
と
の
も
と
に
、
女
と
物
い
ひ
け
る
に
、
お
や
の
戸
を
き

し
て
た
て
て
ゐ
て
い
り
に
け
れ
ば
、
又
の
あ
し
た
に
つ
か
は
し
け
る藤

原
滋
幹

な
る
と
よ
り
さ
し
い
だ
さ
れ
し
舟
よ
り
も
我
ぞ
よ
る
べ
も
な
き
心
地
せ
し

(
恋
二
・
六
五
一
)



『
元
-
且
親
平
実
』
の
表
現

を
み
て
も
理
解
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
春
宮
御
所
の
「
鳴
る
戸
」
と
呼
ば
れ
た
戸
口
で
女
と
会

っ
て
い
た
の
を
、
親
に
邪
魔
さ
れ
た
と
い
う
状
況
を
詳
し
く
説
明
し
な
け
れ
ば
理
解
さ
れ

な
い
和
歌
で
あ
る
が
、
そ
う
し
て
、
こ
の
和
歌
の
お
も
し
ろ
さ
(
「
鳴
る
一
戸
」
を
地
名
の
鳴

門
に
掛
け
て
転
じ
る
こ
と
で
、
激
し
い
潮
流
に
翻
弄
さ
れ
る
舟
を
自
ら
と
比
べ
て
み
せ
て

い
る
)
を
紹
介
す
べ
き
で
あ
る
と
判
断
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
こ
の
時
代
に
、

宗
伯
担

名
前
に
着
目
し
た
和
歌
が
、
た
と
え
ば
「
歌
語
り
」
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
興
味
を
引

い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
『
古
今
集
』
の
部
立
に
い
れ
ら
れ
た
物
名
歌
の
伝
統
を
思
う

ま
で
も
な
く
、
「
呼
び
名
」
は
絶
え
ず
和
歌
の
発
想
を
刺
激
す
る
も
の
で
あ
っ
た
の
で
は
な

い
だ
ろ
、
っ
か
。

き
て
、
ふ
た
た
び
、
『
元
良
義
主
集
」
に
も
ど
り
、
山
の
井
の
君
以
外
に
女
の
和
歌
だ
け

が
載
せ
ら
れ
て
い
る
箇
所
を
み
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。

花
/
乃
/
お
/
倒
/
釘
/
ω
/引
幻

/

幻

-
M
/貯
/
m
m
/
m
m
(
承
香

殿
の
中
納
言
の
君
)
/
山
(
修
理
の
く
そ
)
/
m
/
凶
(
か
ね
も
と
の
娘
の
兵

衛
)
/
邸
/
m
-
m
(監
の
命
婦
)
/
m
m
/
地
(
と
し
こ
)
/
m
/
凶
/
m
m
/

邸
/
朋

と
、
い
ず
れ
も
一
首
ま
た
は
二
首
で
、
「
女
」
と
だ
け
記
さ
れ
て
載
る
も
の
が
ほ
と
ん
ど
で

あ
る
が
、
そ
の
数
は
多
い
(
呼
び
名
の
記
さ
れ
て
い
る
も
の
は
括
弧
内
に
示
し
た
)
。

こ
れ
ら
の
例
が
、
家
集
の
後
半
部
分
に
見
え
る
の
は
、
「
元
良
親
王
集
』
の
編
集
が
次
第

に
雑
纂
的
に
な
っ
て
い
っ
た
可
能
性
も
感
じ
ら
れ
も
の
の
、
表
現
面
か
ら
評
価
す
べ
き
和

歌
券
取
り
上
げ
た
の
だ
と
い
う
視
点
か
ら
見
る
と
、

わ
す
れ
給
う
に
け
る
女
、
き
よ
み
づ
に
ま
う
で
あ
ひ
た
て
ま
つ
り
で
、
宮
は
し

ら
ぬ
が
ほ
に
て
い
で
給
ふ
に
、
き
こ
え
け
る

わ
た
っ
み
に
あ
り
と
ぞ
き
き
し
き
よ
み
づ
に
す
め
る
水
に
も
う
き
め
あ
り
け
り

(
九
七
)

つ
の
く
に
に
、
た
ま
さ
か
と
い
ふ
と
こ
ろ
に
、
し
り
お
き
給
へ
る
女

て
し
ま
な
る
名
を
た
ま
さ
か
の
た
ま
さ
か
に
お
も
ひ
い
で
で
も
あ
は
れ
と
い
は
な
ん

二
六
九
)

な
ど
に
は
、
清
水
で
会
っ
た
こ
と
を
「
(
海
で
は
な
い
)
澄
ん
だ
水
に
も
(
海
の
)
浮
き
海

布
が
あ
っ
た
|
l清
水
で
も
憂
き
目
に
あ
っ
た
」
と
詠
ん
だ
り
、
津
の
国
の
玉
坂
に
置
か

れ
て
い
た
女
が
「
た
ま
さ
か
に
」
で
も
、
「
あ
は
れ
(
愛
し
い
こ
と
言
っ
て
欲
し
い
と
訴

え
た
と
い
う
機
知
が
見
え
る
。
特
に
王
坂
の
話
は
、
詞
書
の
短
さ
か
ら
み
て
も
詠
作
事
情

よ
り
も
ま
さ
に
「
た
ま
さ
か
」
の
名
が
焦
点
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
『
忠
見
集
」
に

む
か
し
か
た
ら
ひ
侍
り
て
人
の
と
し
ご
ろ
あ
ひ
み
ぬ
が
、
つ
の
く
に
た
ま
さ
か

と
い
ふ
と
こ
ろ
に
あ
る
に
、
鈴
虫
の
な
き
け
る
に

た
ま
さ
か
に
け
ふ
あ
ひ
み
れ
ど
鈴
虫
は
昔
な
ら
し
し
声
ぞ
き
こ
ゆ
る
(
一
四
五
)

と
同
様
の
趣
向
の
例
が
見
え
る
よ
う
に
、
「
た
ま
さ
か
」
は
地
名
と
し
て
の
名
に
重
ね
て
、

「
偶
然
、
た
ま
た
ま
」
と
い
、
つ
昔
山
を
持
つ
た
め
に
、
詠
ま
れ
る
べ
き
土
地
の
名
と
し
で
あ
っ

た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、
ま
さ
に
、
地
名
と
和
歌
が
響
き
合
っ
て
、
独
立
し
た

歌
謡
り
に
な
り
う
る
翠
拍
と
し
て
収
め
ら
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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も

歌の
語よ
りう
的に

車霊
江間

詰的
を忠
好象
ん 集
での

専早
上、

ぜ置
やの

善重
は f
-る

元金
調 の
芋流

集 2
の 追

;; 

ら
見
え
て
い
た
も
の
で
あ
る
。

陽
成
院
の
一
宮
も
と
よ
し
の
み
こ
、
い
み
じ
き
い
ろ
ご
の
み
に
お
は
し
ま
し
け

れ
ば
、
ょ
に
あ
る
女
の
よ
し
と
き
こ
ゆ
る
に
は
、
あ
ふ
に
も
あ
は
ぬ
に
も
、
文

や
り
歌
よ
み
つ
つ
や
り
た
ま
ふ
、
げ
ん
の
命
婦
の
も
と
よ
り
か
へ
り
給
う
て



く
や
く
や
と
ま
っ
タ
ぐ
れ
と
今
は
と
て
か
へ
る
あ
し
た
と
い
づ
れ
ま
さ
れ
り

と
て
い
で
た
ま
へ
ば
、
ひ
か
へ
て
、
女

い
ま
は
と
て
わ
か
る
る
よ
り
も
高
砂
の
ま
つ
は
ま
さ
り
て
く
る
し
て
ふ
な
り
(
一
一
)

い
と
を
か
し
と
お
ぼ
し
て
、
人
々
に
「
こ
の
返
し
せ
よ
」
と
の
た
ま
へ
ば

タ
ぐ
れ
は
た
の
む
心
に
な
ぐ
さ
め
っ
か
へ
る
あ
し
た
ぞ
わ
び
し
か
る
べ
き
(
三
)

ま
た
、
か
く
も

い
ま
は
と
て
別
る
る
よ
削

4
タ
ぐ
れ
は
お
ぼ
つ
か
な
く
て
ま
ち
こ
そ
は
せ
め

(
四
)

こ
れ
を
な
ん
「
を
か
し
」
と
の
た
ま
ひ
け
る

「
恋
し
い
人
が
来
る
か
、
来
る
か
と
待
つ
乏
暮
れ
と
、
今
は
お
別
れ
の
時
と
い
っ
て
帰

る
朝
と
、
ど
ち
ら
が
苦
し
い
も
の
か
」
と
い
う
元
良
親
主
の
問
に
、
「
待
つ
こ
と
が
苦
し
い
」

と
答
え
た
監
の
命
婦
の
和
歌
に
興
味
を
持
っ
て
、
い
ろ
い
ろ
な
恋
人
に
同
じ
聞
に
返
歌
を

さ
せ
た
。
『
後
撰
集
」
恋
一
・
五
一
一
に
は
「
藤
原
か
つ
み
」
の
返
歌
が
載
り
、
右
の
三
一
番

歌
は
、
そ
の
類
歌
が
「
本
院
侍
従
」
の
作
と
し
て
、
『
栄
花
物
語
』
な
ど
に
説
話
化
さ
れ
て

見
え
る
よ
う
に
、
実
際
に
は
も
っ
と
多
く
の
返
歌
が
寄
せ
ら
れ
た
の
か
も
し
れ
な
い
が
、

そ
の
中
の
代
表
を
並
べ
、
さ
ら
に
、
も
っ
と
も
「
を
か
し
」
と
思
わ
れ
た
も
の
を
あ
げ
る

と
い
う
、
和
歌
の
雅
の
世
界
に
生
き
る
毅
主
像
を
ま
ず
描
い
て
み
せ
て
い
る
。

ま
た
も
う
一
例
あ
げ
る
と
、
「
大
和
物
註
巴
で
中
興
の
娘
の
話
と
し
て
百
六
段
に
ま
と
め

ら
れ
た
、
二
二
六
、
七
番
歌
も
そ
う
で
あ
ろ
う
。

あ
ふ
ぎ
を
お
と
し
て
お
は
し
た
る
を
み
れ
ば
、
女
の
手
に
て
か
け
り

わ
す
ら
る
る
身
は
我
か
ら
の
あ
や
ま
ち
に
な
し
て
だ
に
こ
そ
思
ひ
た
え
な
め

(一一ニムハ)

と
あ
る
か
た
は
ら
に
、
か
き
つ
け
て
た
て
ま
つ
る

ゆ
ゆ
し
く
も
お
も
ほ
ゆ
る
か
な
人
ご
と
に
う
と
ま
れ
に
け
る
世
に
こ
そ
あ
り
け
れ

(
一
三
七
)

『
元
良
親
芋
差
の
韮
現

元
良
親
王
が
女
の
と
こ
ろ
で
扇
を
落
と
し
て
行
か
れ
た
の
を
見
た
と
こ
ろ
、
そ
こ
に
は

「
親
主
に
忘
れ
ら
れ
た
の
は
自
ら
の
過
ち
と
思
う
こ
と
に
し
て
、
自
分
の
思
い
も
断
っ
て
し

ま
い
ま
し
ょ
う
」
と
い
う
和
歌
が
、
女
の
筆
跡
で
書
か
れ
て
い
た
と
い
う
。
そ
れ
で
、
こ

の
女
も
扇
の
そ
の
横
に
自
分
の
和
歌
を
書
い
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
女
の
詠
(
一
一
一
一

七
番
歌
)
は
、
「
何
と
い
う
お
気
の
毒
な
こ
と
で
し
ょ
う
、
{
呂
様
は
ど
ん
な
お
相
手
に
も
う

と
ま
れ
る
よ
う
な
人
生
を
お
過
ご
し
な
の
で
す
ね
」
と
い
う
親
王
に
同
情
を
寄
せ
る
も
の

で
あ
る
が
、
こ
れ
も
物
語
の
一
場
面
を
切
り
と
っ
た
よ
う
な
内
容
で
、
元
良
親
王
の
和
歌

は
必
要
と
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
っ
た
。
「
私
家
集
」
、
つ
ま
り
私
の
(
家
の
)
歌
集
と
し

て
そ
の
人
の
和
歌
を
集
め
る
と
い
、
つ
発
想
と
は
異
な
り
、
歌
軍
一
同
り
、
そ
れ
も
物
語
に
発
展

す
る
よ
う
な
場
面
で
「
を
か
し
」
と
評
さ
れ
る
和
歌
が
詠
ま
れ
る
と
い
う
、
親
王
の
周
り

に
醸
し
出
さ
れ
る
雅
な
世
界
の
描
出
を
め
ざ
し
て
、
歌
稿
が
編
集
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る

の
で
あ
る
。
物
語
的
私
家
集
と
い
わ
れ
る
『
伊
勢
集
』
な
ど
が
、
冒
頭
こ
そ
日
常
を
追
っ

て
、
女
の
半
生
を
描
い
て
ゆ
こ
う
と
し
て
い
る
も
の
の
、
後
に
は
扉
風
歌
や
歌
合
歌
の
集

成
と
な
っ
て
い
く
こ
と
な
ど
と
比
べ
る
と
そ
の
違
い
は
歴
伏
主
し
て
い
る
。

き
て
、
和
歌
を
中
心
と
し
た
挿
話
を
重
ん
じ
、
な
お
か
つ
和
歌
に
よ
っ
て
作
ら
れ
る
雅

の
世
界
を
表
出
す
べ
く
編
集
さ
れ
た
と
老
王
た
上
で
、
も
う
一
度
冒
頭
に
挙
げ
た
一
首
の

和
歌
に
戻
っ
て
考
え
て
み
た
い
。

一回一

つ
き
の
あ
か
き
夜
お
は
し
た
る
に
、
い
で
で
も
の
な
ど
き
こ
え
て
、
と
く
い
り

に
け
れ
ば
、
み
や

よ
な
よ
な
に
い
づ
と
み
し
か
ど
は
か
な
く
て
い
り
に
し
月
と
い
ひ
て
や
み
な
ん(

一
三
五
)

「
月
の
明
る
い
夜
に
元
良
親
主
が
い
ら
っ
し
ゃ
っ
た
の
に
、
女
は
端
ま
で
出
て
て
お
話
し
て
、

す
ぐ
に
入
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
」
詠
ま
れ
た
和
歌
の
趣
向
は
、
月
と
女
を
重
ね
た
こ
と
に

あ
る
の
だ
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
月
は
を

E
に
出
る
こ
と
は
出
る
、
そ
れ



『
元
良
視
辛
布
訟
の
表
現

を
見
る
の
だ
が
、
そ
の
時
間
は
は
か
な
く
て
、
飽
か
ず
思
う
う
ち
に
山
に
入
っ
て
し
ま
う

の
だ
、
と
い
う
気
持
と
、
女
が
出
て
き
て
く
れ
た
と
恩
つ
で
も
す
ぐ
中
に
入
っ
た
と
い
う

行
為
、
そ
れ
は
は
か
な
い
期
待
だ
っ
た
と
い
う
気
持
を
重
ね
、
さ
ら
に
「
入
り
に
し
月
」

と
女
を
呼
ん
で
女
の
こ
と
を
諦
め
よ
う
と
し
た
と
こ
ろ
が
要
点
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
女

を
「
入
り
に
し
月
」
と
呼
ぶ
こ
と
が
こ
の
和
歌
の
趣
向
だ
と
言
え
る
の
で
あ
る
。

『
伊
勢
物
語
』
八
十
二
段
に
「
あ
か
な
く
に
ま
だ
き
も
月
の
か
く
る
る
か
山
の
は
に
げ

て
い
れ
ず
も
あ
ら
な
む
」
(
古
今
集
・
雑
上
・
八
八
四
在
原
業
平
に
も
)
、
「
お
し
な
べ
て

峰
も
た
ひ
ら
に
な
り
な
な
む
山
の
端
な
く
は
月
も
入
ら
じ
を
」
(
後
援
集
・
雑
=
了
一
一
一
四

九
・
上
野
卑
雄
に
も
)
と
詠
ま
れ
た
月
が
、
惟
喬
親
主
を
指
し
て
い
た
よ
う
に
、
月
と
人

を
重
ね
る
事
は
自
然
な
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
「
月
L

は
釈
教
歌
の
世
界
で
も
多
く
詠
ま
れ
、

後
世
「
を
し
へ
お
き
て
い
り
に
し
月
の
な
か
り
せ
ば
い
か
で
お
も
ひ
を
西
に
か
け
ま
し
」

(
金
華
薬
・
雑
下
・
六
三
一
・
肥
後
)
で
「
入
り
に
し
月
」
は
入
滅
し
た
釈
迦
pp
詠
ん
で
い

【
浅
川
}

る
よ
う
に
、
「
亡
く
な
っ
た
人
」
の
こ
と
を
言
う
こ
と
も
あ
る
。
し
か
し
、
『
元
良
親
主
集
』

に
近
い
時
代
の
『
輔
親
集
」
の
、

お
ほ
や
け
所
に
、
か
た
ら
は
む
と
お
も
ふ
人
の
つ
ま
ど
に
て
物
い
は
む
と
す
る

が
、
ひ
と
き
わ
が
し
と
て
入
り
に
し
か
ば
、
つ
と
め
て

岩
と
ざ
し
い
り
に
し
月
の
影
を
だ
に
み
る
べ
き
ひ
ま
の
あ
ら
じ
と
や
す
る
(
八
一
)

や
、
『
定
早
朝
集
』
(
前
田
家
蔵
明
王
院
旧
蔵
本
)
の
、

史
呂
御
方
に
、
五
月
八
日
夜
、
人
人
も
の
い
ひ
し
に
、
な
か
に
こ
れ
を
と
思
ふ

人
の
入
り
に
し
か
ば
、
つ
と
め
て

心
に
も
あ
ら
ぬ
空
を
ぞ
な
が
め
つ
る
い
り
に
し
月
の
影
こ
ひ
し
さ
に
(
二
二
O
)

を
み
れ
ば
、
『
輔
親
集
』
で
は
「
物
い
は
む
と
」
し
た
人
と
、
『
定
頼
集
」
で
は
「
こ
れ
を

と
思
ふ
人
」
と
、
逢
え
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
顛
末
を
、
そ
れ
ぞ
れ
が
「
入
り
に
し
か
ば
、

つ
と
め
て
」
と
書
い
て
、
さ
ら
に
「
入
り
に
し
月
」
は
遁
れ
て
し
ま
っ
た
美
し
い
女
の
代

名
詞
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
こ
れ
に
先
ん
じ
る
『
元
良
親
主
集
』
の
中
の

「
い
り
に
し
月
」
も
女
の
呼

E
唱
と
し
て
語
ら
れ
た
の
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
後

に
作
乃
物
語
の
な
か
で
、
女
の
登
場
す
る
場
面
で
詠
ま
れ
た
物
の
名
や
和
歌
の
言
実
が
、

女
や
そ
の
巻
の
呼
称
と
し
て
定
ま
っ
て
い
く
こ
と
と
思
い
合
わ
せ
れ
ば
、
ひ
と
つ
の
言
葉

が
ひ
と
つ
の
世
界
を
閉
じ
込
め
た
代
名
詞
と
し
て
使
わ
れ
て
い
く
(
例
え
ば
本
歌
取
り
の

よ
う
な
て
そ
の
方
法
を
、
す
で
に
表
現
と
し
て
こ
こ
で
表
わ
そ
う
と
し
て
い
た
と
も
言
え

る
だ
ろ
、
っ
。

「
山
の
井
の
君
」
の
よ
う
に
、
「
入
り
に
し
月
」
と
呼
ぶ
女
の
話
が
語
ら
れ
て
い
く
可
能

性
を
秘
め
て
、
一
三
五
番
歌
が
『
元
良
親
主
集
』
に
置
か
れ
て
い
る
と
み
て
お
き
た
い
。

(注
l
)

『
元
良
親
主
集
」
の
物
語
性
に
つ
い
て
論
じ
た
先
戸
打
論
文
に
、
山
口
博
「
元
良
親

王
集
の
物
語
性
」
(
『
平
安
文
学
研
究
』
お
輯
・
昭
和
お
年
日
月
)
、
阿
部
俊
子

「
元
良
親
王
御
集
の
性
格
」
(
『
学
習
院
女
子
短
期
大
学
紀
要
』

7
号
昭
和
必
年

2
月
)
、
阿
部
由
文
「
『
元
良
親
王
御
集
』
と
「
大
和
物
語
」
」
(
「
国
学
院
大
学
大

学
院
文
学
研
究
科
論
集
』

4
号
・
昭
和
白
年
3
月
)
な
ど
が
あ
る
。

片
桐
洋
一
・
関
西
私
家
集
研
究
会
「
元
良
親
王
集
全
釈
』
(
近
刊
圭
答
。

底
本
は
、
宮
内
庁
書
陵
部
蔵
『
元
良
親
王
集
』
(
五
O
一
一
一

-
O
)
を
用
い

た
。
『
新
編
国
歌
大
観
』
(
世
間
橋
正
治
解
題
)
で
、

(
一
)
宮
内
庁
書
陵
部
本
(
五
O
一・一一一

O
)

(
二
)
宮
内
庁
書
陵
部
本
(
五
O
一
-
四
三
三
)
系
統

と
分
類
さ
れ
、
「
同
系
統
そ
れ
ぞ
れ
に
欠
脱
が
あ
り
、
相
補
っ
て
も
と
の
姿
を
知

る
こ
と
が
で
き
る
」
、
「
(
一
一
)
に
比
べ
る
と
、
(
ご
)
で
一
首
の
歌
で
あ
る
も
の
が

連
歌
に
な
っ
て
い
る
所
も
二
か
所
あ
り
、
そ
の
他
の
本
文
も
古
い
形
を
も
っ
て
い

る
」
と
い
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
底
本
の
意
味
が
通
ら
な
い
場
合
は
つ
一
)
の
宮
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(注
2
)

(注
3
)



内
庁
書
陵
部
蔵
本
(
五
O
一
・
四
三
三
)
に
よ
り
校
訂
し
、
歌
番
号
は
「
新
編
国

歌

大

盤

香

Z付
し
た
。
濁
点
、
句
読
戸
は
私
に
付
し
、
漢
字
か
な
表
記
を
改

め
た
場
合
が
あ
る
。

(注
4
)

「
大
和
物
語
』
は
高
橋
正
治
校
注
・
訳
、
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
『
大
和
物

産
(
金
干
一
館
)
に
拠
る
。

(注
5
)
(注
2
)
広
理
一
先
生
解
説
参
照
。

(注
6
)

木
船
重
昭
『
元
良
親
主
集
注
釈
』
(
大
同
孟
亘
書
庖
・
昭
和
問
年
)
解
説
1

「
大
和

物
語
に
先
行
す
る
、
元
良
親
王
集
の
存
在
を
推
定
さ
せ
ず
に
は
お
か
な
い
」
:
:
:

「
大
和
物
語
の
編
者
が
資
料
と
し
た
原
元
良
親
王
集
と
お
ぼ
し
き
も
の
は
、
現
元

良
親
王
集
と
は
、
か
な
り
形
態
を
異
に
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
」
と
あ
る
。
(
注

l
)
に
あ
げ
た
論
文
は
、
い
ず
れ
も
「
大
和
物
盆
問
」
を
参
考
に
し
て
現
『
元
良
親

王
集
』
が
書
か
れ
た
と
し
て
い
た
。
現
在
の
『
元
良
親
王
集
」
に
は
「
大
和
物
量
巴

や
他
の
資
料
に
よ
り
増
補
さ
れ
た
部
分
も
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
(
〈
注
2
〉
解
説

参
照
)
。
し
か
し
(
注
1
)
の
山
口
博
氏
論
文
の
、
「
元
良
親
王
集
」
一

O
七
番
1

一
四
二
番
(
「
大
和
物
語
」
と
共
通
す
る
個
所
全
て
を
含
む
)
が
、
『
大
和
物
誼
阿
」

を
始
め
と
す
る
他
の
資
料
の
影
響
に
よ
る
物
語
化
で
あ
る
と
い
う
説
は
疑
問
で
あ

る
。
同
時
代
の
「
大
和
ム
物
語
』
と
は
相
互
に
影
響
を
与
え
あ
っ
て
い
る
姿
を
伝
え

て
い
る
と
見
た
い
。

(注
7
)
(注
6
)
木
船
氏
の
注
釈
で
は
こ
の
一
連
を
「
大
和
物
語
」
同
様
に
中
興
の
娘
と

の
贈
答
と
す
る
が
、
(
注
1
)
の
阿
部
由
文
氏
論
文
に
は
「
邸
香
の
歌
以
降
は
、

そ
の
読
書
か
ら
み
る
限
り
、
全
く
異
な
る
相
手
と
の
聞
に
交
さ
れ
れ
J

婦
答
歌
の
如

く
も
解
釈
す
る
こ
と
が
可
能
な
の
で
あ
る
:
・
別
の
製
品
慨
に
お
け
る
贈
答
と
み
る

べ
き
で
あ
る
」
と
い
う
御
指
摘
が
あ
る
。

(注
8
)

「
山
井
殿
、
三
条
坊
門
北
、
京
極
西
」
(
拾
芥
抄
)
。

『
元
良
親
草
本
丘
町
表
現

(注
9
)

(
注
叩
)

平
安
文
学
輪
説
会
『
一
条
摂
政
御
集
注
釈
』
(
塙
書
房
・
昭
和
位
年
)
に
よ
る
。

片
桐
洋
一
『
伊
動
秘
話
の
研
究
」
〔
研
究
篇
〕
(
明
治
書
院
・
昭
和
必
年
)
、
第
一

篇
「
歌
物
語
の
発
生
と
展
開
」
、
第
三
章
「
歌
語
り
か
ら
歌
蜘
盟
諸
へ
|
|
歌
物
語
聞
の

成占

il--」に
、
「
歌
謡
り
」
を
、
そ
の
人
物
に
仕
え
て
い
る
、
あ
る
い
は
仕
え
て

い
た
玄
一
房
が
年
え
る
「
堕
直
で
、
ご
く
限
ら
れ
た
人
々
の
聞
で
語
ら
れ
る
も
の
と

し
、
あ
く
ま
で
和
歌
宇
中
心
に
し
て
伝
え
語
ら
れ
る
も
の
と
{
蚕
朝
さ
れ
て
い
る
。

「
あ
さ
ひ
き
す
套
井
を
み
て
も
は
か
な
く
て
入
り
に
し
月
の
か
げ
ぞ
こ
ひ
し
き
」

(
高
倉
院
昇
霞
記
・
九
八
)
な
ど
。

(
品
在
日

*
引
用
は
特
に
断
ら
な
い
限
り
、
『
新
編
国
歌
大
観
」
に
よ
り
、
「
万
葉
集
」
に
は
旧
国
歌

大
観
音
す
を
付
し
た
。

み
き

-55ー

あ
き
こ
・
大
谷
女
子
大
単
非
常
勤
講
師
)


