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土
佐
日
記
の
女
性
仮
託
と
い
う
方
法
が
意
味
す
る
も
の

　
　
　
　
─
─ 

そ
の
文
学
史
的
位
置
づ
け
の
再
考
に
向
け
て

水
　
谷
　
　
　
隆

一
、
土
佐
日
記
冒
頭
の
文
の
解
釈

　

土
佐
日
記
冒
頭
の
「
を
と
こ
も
す
な
る
日
記
と
い
ふ
も
の
を
を
む
な
も
し
て
み

む
と
て
す
る
な（
注
一
（り」
と
い
う
一
文
は
、
は
や
く
北
村
季
吟
が
「
男
の
日
記
と
い
ふ

物
か
く
事
あ
る
を
ま
ね
び
て
女
も
す
る
と
也
。
只
今
女
の
か
け
る
こ
と
ば
な
れ

ば
、
お
と
こ
も
す
と
い（
注
二
（ふと
、
も
の
字
を
書
た
る
に
や
」（
土
佐
日
記
抄
）
と
述

べ
て
以
来
、
日
記
と
は
通
常
男
性
が
書
く
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
な
ら
っ
て
女

性
で
あ
る
自
分
も
書
い
て
み
る
、
と
い
う
趣
旨
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
も
の
と
し
て

説
明
さ
れ
る
こ
と
が
多（
注
三
（い。
し
か
し
、
こ
の
一
文
を
そ
の
よ
う
に
解
釈
す
る
場
合
、

「
本
来
、
日
記
と
い
う
も
の
は
、
そ
れ
が
公
日
記
で
あ
る
に
せ
よ
私
日
記
で
あ
る

に
せ
よ
、
男
子
が
通
常
は
記
録
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
男
主
女
従
の
対
比
関
係

を
示
す
た
め
に
は
「
男
の3

す
な
る
日
記
と
い
ふ
も
の
を
女
も3

」
と
あ
る
の
が
、
正

常
な
構
文
で
あ
る
は
ず
で
あ
る（
注
四
（。」
と
い
う
疑
問
が
、
ど
う
し
て
も
生
じ
る
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
に
対
す
る
説
明
を
真
正
面
か
ら
試
み
た
も
の
は
さ
ほ
ど
多
く

な
い
。

　

そ
の
多
く
は
な
い
説
明
の
一
つ
に
、「
こ
の
係
助
詞
「
も
」
の
示
す
対
比
関
係

に
は
、
単
な
る
並
列
で
は
な
く
、
先
後
誘
引
の
相
互
作
用
も
有
し
て
い
る
よ
う
で

あ
る
。
こ
と
に
、
前
に
用
い
た
「
も
」
に
強
い
牽
引
力
が
あ
っ
て
、
後
者
を
誘
い

出
す
よ
う
な
場
合
が
多
い
。
口
語
の
例
で
は
あ
る
が
、「
僕
も3

ゆ
く
か
ら
君
も3

ゆ

け
」
の
初
め
の
「
も
」
と
同
様
、
強
い
決
意
を
示
し
て
、
下
の
「
も
」
を
誘
い
出

す
立
場
に
あ
る（
注
五
（。」
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
説
明
が
成
り
立
つ
の

は
、
前
の
「
も
」
の
示
す
も
の
の
方
が
、
後
の
「
も
」
で
示
さ
れ
る
も
の
よ
り

も
「
も
」
に
下
接
す
る
動
詞
の
表
す
こ
と
が
ら
を
為
す
必
然
性
が
同
等
も
し
く
は

考
え
に
く
い
場
合
に
限
ら
れ
る
。
右
の
例
で
言
え
ば
、「
僕
」
の
行
く
必
然
性
が

「
君
」
よ
り
も
薄
弱
だ
か
ら
こ
そ
、「
僕
」
の
よ
う
な
も
の
で
さ
え
行
く
の
だ
か
ら
、

「
君
」
が
行
か
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
だ
ろ
う
と
言
え
る
の
で
あ
っ
て
、「
僕
」

の
行
く
こ
と
が
「
君
」
の
行
く
こ
と
以
上
に
当
然
の
こ
と
で
あ
る
場
合
、「
君
」

に
、
行
く
こ
と
を
誘
い
出
す
契
機
に
は
な
ら
な
い
。
土
佐
日
記
の
場
合
も
、
女
が

日
記
を
書
く
必
然
性
の
方
が
男
が
書
く
必
然
性
よ
り
も
高
く
な
け
れ
ば
、
こ
う
し

た
説
明
は
合
理
性
を
持
た
な（
注
六
（い。

　

こ
の
他
に
「
を
と
こ
も
す
」
の
「
も
」
は
、「
男
文も

字
」
を
暗
示
す
る
と
い
う
（
注
七
（

説
や
、「「
男
も
」
の
「
も
」
は
、「
男
」
を
不
確
定
な
も
の
と
し
て
扱
う
（
大
野

晋
氏
）。「
男
の
す
な
る
日
記
」
と
言
え
ば
、
男
し
か
書
き
よ
う
の
な
い
日
記
、
す

（『文学史研究』56号　2016. 3）
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な
わ
ち
漢
文
日
記
を
特
定
す
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、「
男
もゝ
す
な
る
」
と
表
現
す

る
こ
と
で
、
漢
文
日
記
を
指
し
な
が
ら
、
か
な
ら
ず
し
も
そ
れ
に
こ
だ
わ
ら
な
く

な
る（
注
八
（。」
と
い
う
説
な
ど
が
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
も
や
は
り
、
す
ん
な
り
と

は
理
解
し
が
た
い
。

　

こ
こ
ま
で
見
て
き
た
の
は
、「
を
と
こ
もゝ
」
の
係
助
詞
「
も
」
の
意
味
用
法
を
、

並
列
あ
る
い
は
添
加
と
説
明
さ
れ
る
も
の
と
は
異
な
る
も
の
と
仮
定
し
、
そ
の
あ

り
よ
う
を
詮
索
す
る
あ
り
か
た
、
あ
る
い
は
「
も
」
を
そ
も
そ
も
係
助
詞
と
し
て

で
は
な
く
別
語
「
も
じ
」
の
省
略
さ
れ
た
も
の
と
し
て
見
る
方
法
で
あ
っ
た
。
し

か
し
そ
れ
ら
が
い
ず
れ
も
十
全
な
説
明
に
な
り
得
て
い
な
い
の
は
、
そ
の
方
法
自

体
に
無
理
が
あ
る
、
と
い
う
こ
と
な
の
で
は
な
い
か
。
そ
の
よ
う
に
考
え
る
と
き
、

「
を
と
こ
も
す
な
る
日
記
と
い
ふ
も
の
を
、
を
む
な
も
し
て
み
む
と
て
す
る
な
り
」

と
い
う
一
文
を
、
男
が
日
記
を
書
く
こ
と
と
女
が
日
記
を
書
く
こ
と
と
を
並
べ
て

記
述
し
た
も
の
と
し
て
、
そ
の
ま
ま
受
け
取
り
、
そ
う
し
た
理
解
が
矛
盾
を
来
さ

な
い
よ
う
な
文
意
の
把
握
に
つ
と
め
る
と
い
う
方
法
が
試
み
ら
れ
て
し
か
る
べ
き

と
思
う
。

　

そ
う
し
た
立
場
で
の
説
明
と
し
て
は
、
小
松
英
雄
氏
の

文
脈
に
即
し
て
い
え
ば
、「
を
と
こ
」
は
、
責
任
あ
る
立
場
の
男
性
を
指
し

て
い
る
。
こ
の
旅
行
で
は
、
責
任
者
の
男
性
も
、
日
記
を
記
し
て
帰
着
す
る

ま
で
の
経
過
を
記
録
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
そ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ

う
い
う
公
的
な
日
記
に
記
載
さ
れ
る
は
ず
の
な
い
出
来
事
で
も
、
ど
の
日
に

ど
の
よ
う
な
こ
と
が
あ
っ
た
か
を
後
日
に
参
照
し
た
く
な
る
こ
と
が
た
く
さ

ん
起
こ
る
は
ず
で
あ
る
か
ら
、
女
性
の
自
分
も
「
日
記
」
と
い
う
も
の
を
書

く
こ
と
に
す
る
。
こ
れ
が
「
を
と
こ
も
～
を
む
な
も
～
」
と
い
う
対
比
の
趣

旨
で
あ
ろ
う（
注
九
（。

と
い
う
言
及
が
あ
る
。
本
稿
も
、
こ
う
し
た
方
向
性
で
の
理
解
、
す
な
わ
ち
、

「
を
と
こ
も
す
な
る
日
記
」
の
「
を
と
こ
」
を
、「
船
の
中
の
責
任
者
で
あ
る
特
定

の
男（
注
十
（」
と
理
解
し
、
そ
の
特
定
の
男
も
日
記
を
書
く
し
、
あ
る
特
定
の
女
、
す
な

わ
ち
自
分
も
日
記
を
書
く
と
い
う
趣
旨
を
表
し
た
も
の
と
し
て
、
土
佐
日
記
冒
頭

の
文
章
を
把
握
す
る
こ
と
を
試
み
た
い
と
思
う
。
以
下
、
し
ば
ら
く
そ
の
理
由
に

つ
い
て
述
べ
る
。

　
「
も
」
の
意
味
用
法
を
詮
索
す
る
従
来
の
説
で
は
、
土
佐
日
記
冒
頭
の
「
を
と

こ
」
を
、
日
記
を
記
す
の
に
ふ
さ
わ
し
い
男
性
、
あ
る
い
は
男
性
官
僚
全
般
と
理

解
し
て
き
た
。
な
る
ほ
ど
、
土
佐
日
記
が
作
ら
れ
た
こ
ろ
の
「
を
と
こ
」
と
い
う

語
に
は
、

こ
の
子
、
い
と
大
き
に
成
り
ぬ
れ
ば
、
名
を
、
三
室
戸
斎
部
の
秋
田
を
よ
び

て
、
つ
け
さ
す
。
秋
田
、
な
よ
竹
の
か
ぐ
や
姫
と
つ
け
つ
。
こ
の
程
三
日
、

う
ち
あ
げ
遊
ぶ
。
よ
ろ
づ
の
遊
び
を
ぞ
し
け
る
。
お
と
こ
は
う
け
き
ら
は
ず

呼
び
集
へ
て
、
い
と
か
し
こ
く
遊
ぶ
。 

（
竹
取
物
語
）

の
よ
う
に
、
男
性（
注
十
二
（

全
般
を
指
し
示
す
も
の
と
し
て
用
い
ら
れ
た
と
思
わ
れ
る
例
が

認
め
ら
れ
る
。
た
だ
、
そ
の
一
方
で
、
単
独
の
「
を
と
こ
」
の
語
が
、
漠
然
と
男

性
全
般
を
意
味
す
る
の
で
は
な
く
、
あ
る
特
定
の
人
物
を
指
し
て
使
わ
れ
た
と
お

ぼ
し
い
例
も
あ
る
。
た
と
え
ば
、
伊
勢
物
語
の
い
く
つ
か
の
章
段
は
「
む
か
し
、

お
と
こ
あ
り
け
り
」
と
し
て
語
り
始
め
ら
れ
る
。
そ
れ
ら
の
「
男
」
は
、
無
論
、

男
性
全
般
を
意
味
す
る
の
で
は
な
く
、「
む
か
し
、
き
の
あ
り
つ
ね
と
い
ふ
人
あ

り
け
り
」（
十
六
段
）
の
「
紀
有
常
」
や
、「
む
か
し
、
賀
陽
の
親
王
と
申
す
み
こ

お
は
し
ま
し
け
り
」（
四
十
三
段
）
の
「
賀
陽
の
親
王
」
な
ど
の
固
有
名
詞
と
も

入
れ
替
え
可
能
な
、
あ
る
特
定
の
個
人
を
指
す
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
た
と



土佐日記の女性仮託という方法が意味するもの　 70 

え
ば
、

　
　

男
の
萩
の
花
み
た
る
所

お
な
じ
え
に
花
は
さ
け
れ
ど
秋
萩
の
下
葉
に
わ
き
て
心
を
ぞ
や
る

 

（
貫（
注
十
三
（

之
集　

１
０
９
）

は
、
延
喜
十
八
年
に
詠
ま
れ
た
月
次
の
屏
風
歌
中
の
一
首
で
あ
り
、
こ
こ
に
言
う

「
男
」
は
、
お
そ
ら
く
は
萩
の
花
の
絵
の
傍
ら
に
描
か
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
と

こ
ろ
の
、
あ
る
一
人
の
男
性
を
示
す
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、

　
　

 

を
と
こ
の
人
の
く
に
に
ま
か
れ
り
け
る
ま
に
、
女
に
は
か
に
や
ま
ひ
を

し
て
い
と
よ
わ
く
な
り
に
け
る
時
よ
み
お
き
て
身
ま
か
り
に
け
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

よ
み
人
し
ら
ず

こ
ゑ
を
だ
に
き
か
で
わ
か
る
る
た
ま
よ
り
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

な
き
と
こ
に
ね
む
君
ぞ
か
な
し
き

 

（
古
今
和
歌
集　

哀
傷　

８
５
８
）

の
「
を
と
こ
」
も
、
こ
の
歌
の
詠
み
手
で
あ
る
「
女
」
の
夫
も
し
く
は
恋
人
と
い

う
、
特
定
の
人
物
を
示
し
て
い
る
と
理
解
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

　

右
に
見
た
よ
う
に
、
文
章
の
冒
頭
に
、「
或
る
」
等
の
限
定
す
る
言
葉
を
伴
わ

ず
に
提
示
さ
れ
た
「
を
と
こ
」
の
語
が
、
男
性
全
般
で
は
な
く
、
あ
る
特
定
の
男

性
を
意
味
す
る
場
合
も
、
少
な
か
ら
ず
存
す
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
「
を
と

こ
」
と
い
う
語
の
使
い
方
が
、
当
時
、
相
当
程
度
一
般
的
だ
っ
た
の
で
あ
れ
ば
、

土
佐
日
記
冒
頭
の
「
を
と
こ
」
も
、
男
性
全
般
を
意
味
す
る
の
で
は
な
く
、
や
は

り
、
特
定
の
人
物
、
す
な
わ
ち
、
貫
之
一
行
中
の
あ
る
男
性
を
示
し
て
い
る
の
だ

と
理
解
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
可
能
性
が
十
分
に
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
の

よ
う
に
考
え
ら
れ
る
な
ら
ば
、「
を
と
こ
も
」
の
「
も
」
は
、
係
助
詞
の
意
味
用

法
と
し
て
通
常
考
え
ら
れ
て
い
る
も
の
と
し
て
、
無
理
な
く
理
解
が
で
き
る
。
す

な
わ
ち
、
船
旅
の
記
録
を
日
付
と
と
も
に
記
す
こ
と
は
、
早
く
は
斉
明
紀
五
年
七

月
条
の
伊
吉
連
博
徳
の
書
に
も
見
ら
れ
、
ま
た
、
土
佐
日
記
へ
の
影
響
が
取
り
ざ

た
さ
れ
る
入
唐
求
法
巡
礼
行
記
も
そ
の
例
の
一
つ
と
し
て
認
め
ら（
注
十
四
（

れ
る
。
こ
の
こ

と
か
ら
す
れ
ば
、
前
土
佐
守
、
紀
貫
之
一
行
中
の
あ
る
男
性
─
あ
る
い
は
貫
之
自

身
─
が
、
そ
の
道
中
の
日
次
の
記
録
を
書
く
こ
と
は
、
当
時
の
一
般
的
な
認
識
と

し
て
十
分
に
あ
り
え
る
こ
と
だ
っ
た
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
、
古
来
、
さ
ま
ざ
ま
な

人
た
ち
が
記
し
て
き
た
船
旅
の
日
記
を
、
貫
之
一
行
中
の
、
あ
る
男
もゝ
、
そ
う
し

た
例
に
倣
っ
て
す
る
ら
し
い
、
と
聞
き
つ
け
た
女
が
、
そ
れ
で
は
そ
の
日
記
と
い

う
も
の
を
私
も
し
て
み
よ
う
、
と
宣
言
し
た
も
の
と
し
て
、
土
佐
日
記
冒
頭
の
一

文
は
す
ん
な
り
と
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　

い
っ
た
い
、
紀
貫
之
が
土
佐
日
記
を
執
筆
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
自
ら
の
こ
と

を
知
る
、
あ
る
特
定
の
読
者
（
あ
る
い
は
複
数
の
読
者
た
ち
）
を
想
定
し
て
い
た

と
考
え
る
の
が
妥
当
と
思
わ
れ
る
。
ま
っ
た
く
誰
に
読
ま
せ
る
あ
て
も
な
く
、
も

し
く
は
、
不
特
定
の
読
者
を
対
象
と
し
て
こ
の
よ
う
な
作
品
を
創
作
し
、
書
き
残

す
こ
と
は
考
え
に
く
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
を
逆
の
面
か
ら
述
べ
れ
ば
、
貫
之
が

想
定
し
た
だ
ろ
う
、
こ
の
作
品
の
当
初
の
読
者
は
、
当
然
な
が
ら
筆
者
が
さ
き
の

土
佐
守
で
、
最
近
土
佐
か
ら
帰
京
し
て
き
た
人
物
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
い
た
は

ず
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
貫
之
か
ら
こ
の
作
品
を
受
け
取
っ
た
そ
の
読
者
は
、

当
然
な
が
ら
、
土
佐
か
ら
都
ま
で
の
船
旅
の
日
記
と
い
う
体
裁
の
文
章
の
内
容
が

貫
之
自
身
の
経
験
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
と
予
断
を
持
つ
こ
と
に
な
る
。
そ
の
よ

う
な
予
断
を
も
つ
人
が
、
冒
頭
の
「
を
と
こ
も
す
な
る
日
記
と
い
ふ
も
の
を
を
ん

な
も
し
て
み
む
と
し
て
す
る
な
り
」
と
い
う
一
文
を
目
に
す
れ
ば
、
こ
の
作
品
は
、

貫
之
自
身
が
自
ら
を
女
に
擬
し
て
作
ら
れ
た
も
の
で（
注
十
五
（

あ
り
、
ま
た
、「
を
と
こ
も

す
な
る
日
記
」
の
「
を
と
こ
」
と
は
、
貫
之
自
身
を
暗
に
指
し
示
す
も
の
で
あ
る
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と
理
解
す
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
一
行
の
「
船
君
」
た
る
貫
之
が
、

仮
に
、
伊
吉
連
博
徳
の
書
な
ど
の
よ
う
な
記
録
に
倣
っ
て
、
道
中
の
出
来
事
を
日

次
形
式
で
記
録
し
た
な
ら
ば
、
そ
れ
は
「
を
と
こ
も
す
な
る
日
記
」
と
呼
ば
れ
る

べ
き
も
の
に
な
る
。
そ
れ
を
こ
こ
で
は
、
女
性
の
立
場
に
な
っ
て
書
い
て
み
た
と

宣
言
し
た
の
が
「
を
ん
な
も
し
て
み
む
と
て
す
る
な
り
」
と
い
う
言
葉
だ
と
、
貫

之
自
身
が
想
定
し
た
読
者
は
理
解
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
。

　

先
に
述
べ
た
こ
と
を
繰
り
返
す
こ
と
に
な
る
け
れ
ど
も
、
こ
の
こ
と
か
ら
し
て

も
、「
を
と
こ
もゝ
す
な
る
日
記
」
の
「
を
と
こ
」
は
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
前

国
司
一
行
中
の
あ
る
男
性
、
具
体
的
に
は
紀
貫
之
本
人
を
暗
に
指
し
示
し
て
い
る

も
の
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

　

付
言
す
れ
ば
、
土
佐
日
記
二
月
八
日
条
に
、
魚
を
船
に
持
っ
て
き
た
人
に
対
し

て
、
船
君
が
米
で
も
っ
て
返
礼
し
た
こ
と
に
つ
い
て
の
批
評
を
し
て
い
る
男
性
た

ち
、
つ
ま
り
、
船
君
を
含
ま
な
い
、
複
数
の
男
性
の
こ
と
を
、

あ
る
ひ
と
あ
ざ
ら
か
な
る
も
の
も
て
き
た
り
。
よ
ね
し
て
か
へ
り
ご
と
す
。

を
と
こ
ど
も
、
ひ
そ
か
に
い
ふ
な
り
。「
い
ひ
ぼ
し
て
も
つ
つ
る
と
や
。」

と
、
敬
意
を
含
ま
な
い
形
で
「
を
と
こ
ど
も
」
と
言
っ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
一

月
二
十
七
日
条
に
、

か
ぜ
ふ
き
な
み
あ
ら
け
れ
ば
ふ
ね
い
だ
さ
ず
。
こ
れ
か
れ
か
し
こ
く
な
げ
く
。

を
と
こ
た
ち
の
こ
ゝ
ろ
な
ぐ
さ
め
に
、
か
ら
う
た
に
「
日
を
の
ぞ
め
ば
み
や

こ
と
ほ
し
」
な
ど
い
ふ
…

と
、
敬
意
を
示
す
「
た
ち
」
を
用
い
て
、
船
中
に
い
る
複
数
の
男
性
の
こ
と
を

「
を
と
こ
た
ち
」
と
表
現
し
て
い
る
箇
所
が
あ
る
。
こ
ち
ら
は
、
船
を
進
め
る
こ

と
の
で
き
な
い
憂
鬱
を
晴
ら
す
た
め
に
漢
詩
を
口
に
し
て
い
る
「
を
と
こ
た
ち
」

の
中
に
、
船
君
と
い
う
、
敬
意
を
示
す
べ
き
人
物
を
含
ん
で
い
る
た
め
に
「
た

ち
」
が
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
土
佐
日
記
に

お
い
て
は
、
船
君
、
す
な
わ
ち
紀
貫
之
も
、「
を
と
こ
」
の
範
疇
に
入
る
、
す
な

わ
ち
「
を
と
こ
」
と
表
現
し
う
る
存
在
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
こ
と
が
認
め
ら

れ
る
。

二
、
女
性
仮
託
の
意
味　
─
自
ら
を
演
じ
る
方
法
と
し
て

　

こ
こ
ま
で
述
べ
て
き
た
た
よ
う
に
冒
頭
の
文
章
を
理
解
す
る
と
し
て
、
で
は
な

ぜ
、
貫
之
は
、
自
身
の
経
験
に
基
づ
く
こ
と
が
ら
を
、
自
身
の
立
場
で
は
な
く
、

あ
る
女
の
立
場
で
綴
る
と
宣
言
し
て
土
佐
日
記
を
始
め
た
の
か
。

　

こ
の
こ
と
の
理
由
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
、
加
藤
宇
万
伎
の

貫
之
土
佐
の
国
の
任
充
ち
て
か
へ
る
年
、
い
と
か
な
し
く
せ
し
子
の
病
し
て

死
た
り
し
を
飽
か
ず
歎
き
惜
れ
し
が
、
さ
す
が
に
人
目
の
女
々
し
さ
を
恥
ぢ

ら
ひ
て
女
ぶ
み
の
さ
ま
に
書
か
れ
し
と
い
ふ

 

（
加
藤
宇
万
伎
著　

上
田
秋
成
書
写　

土
佐
日
記
解
）

と
い
う
言
及
が
あ
っ
て
以
来
、
男
性
官
人
と
し
て
は
、
表
だ
っ
て
言
う
こ
と
の
難

し
い
感
情
を
記
す
た
め
と
い
う
方
向
で
理
解
し
よ
う
と
す
る
も
の
と
、

い
ま
仮
名
も
て
し
る
せ
る
は
め
め
し
き
わ
ざ
な
れ
ば
、
わ
ざ
と
女
の
か
け
る

さ
ま
に
い
ひ
な
し
て
か
か
れ
つ
る
に
こ
そ

 

（
岸
本
由
豆
流　

土
佐
日
記
考
証
）

の
よ
う
に
、
女
性
の
用
い
る
文
字
で
あ
る
仮
名
で
も
っ
て
こ
の
作
品
を
記
そ
う
と

し
た
た
め
、
と
考
え
る
も
の
と
に
二
分
さ
れ
る
よ
う
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
前
者
に
つ
い
て
は
、
増
田
繁
夫
氏
に
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そ
も
そ
も
こ
の
作
品
に
記
さ
れ
て
い
る
内
容
に
つ
い
て
、
男
性
官
僚
の
立
場

で
あ
れ
ば
と
り
あ
げ
ら
れ
な
い
も
の
と
考
え
ら
れ
る
内
容
は
存
在
し
な
い
と

い
っ
て
も
よ
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
世
態
人
情
の
薄
き
を
慨
く
の
は
漢
詩

文
の
伝
統
的
な
素
材
で
も
あ
る
し
、
わ
が
子
に
対
す
る
め
め
し
い
情
愛
に
つ

い
て
も
、
た
と
え
ば
「
菅
家
後
集
」
に
は
「
慰
少
男
女
」
の
よ
う
な
詩
に
も

と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
少
な
く
と
も
素
材
に
お
い
て
男
性
の
立
場
で
は
あ

つ
か
え
ず
、
内
容
が
官
人
の
身
の
発
言
と
し
て
支
障
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る

部
分
は
認
め
に
く
い
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
男
性
官
人
的
立
場
か
ら
解

放
さ
れ
た
立
場
に
立
つ
た
め
に
女
性
に
仮
託
し
た
と
す
る
見
解
は
、
こ
の
作

品
を
十
分
説
明
す
る
こ
と
に
は
な
ら
な（
注
十
六
（
い
。

と
い
う
当
を
得
た
批
判
が
既
に
あ
る
し
、
ま
た
、
後
者
に
つ
い
て
も
、

仮
名
の
日
記
を
男
が
書
く
の
は
当
時
の
社
会
的
通
念
と
し
て
異
例
で
あ
っ
た

か
ら
、
男
の
立
場
を
避
け
た
の
だ
と
い
ふ
の
が
、
定
説
に
近
い
や
う
な
形
に

な
っ
て
ゐ
る
。
し
か
し
、
私
は
、
す
こ
し
疑
問
を
も
つ
。
も
し
貫
之
に
仮
名

の
日
記
を
発
表
し
よ
う
と
い
ふ
意
思
が
有
っ
た
の
な
ら
、
ど
う
し
て
遠
慮
す

る
こ
と
が
あ
ら
う
。
大
切
な
勅
撰
集
の
序
さ
へ
仮
名
文
で
や
っ
て
の
け
る
と

い
ふ
破
天
荒
の
試
み
を
敢
行
し
た
彼
が
、
私
的
な
著
作
を
仮
名
文
で
草
し
た

と
て
、
何
の
憚
る
と
こ
ろ
も
無
い
は
ず
だ
と
思
ふ
。
日
本
文
化
を
大
陸
文
化

と
対
等
の
も
の
た
ら
し
め
よ
う
と
す
る
彼
の
抱
負
よ
り
す
れ
ば
、
仮
名
の
日

記
ぐ
ら
ゐ
は
、
む
し
ろ
大
手
を
振
っ
て
公
表
し
さ
う
な
も
の
で
あ（
注
十
七
（
る
。

と
い
う
小
西
甚
一
氏
の
指
摘
に
答
え
る
こ
と
は
難
し
い
よ
う
に
思
う
。

　

な
お
、
仮
名
で
書
く
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
先
に
引
用
し
た
土
佐
日
記
考

証
に
、十

二
月
廿
二
日　

ふ
な
ぢ
な
れ
ど
う
ま
の
は
な
む
け
す

同
日　

し
ほ
う
み
の
ほ
と
り
に
て
あ
ざ
れ
あ
へ
り

同
廿
四
日　

ひ
と
も
じ
を
だ
に
し
ら
ぬ
も
の
し
が
あ
し
は
と
も
じ
に
ふ
み
て

ぞ
あ
そ
ぶ

同
廿
七
日　

に
し
ぐ
に
な
れ
ど
か
ひ
う
た
な
ど
い
ふ

正
月
七
日　

あ
を
う
ま
を
思
へ
ど
か
ひ
な
し　

た
だ
波
の
し
ろ
き
ぞ
見
ゆ
る

同
九
日　

海
は
あ
る
れ
ど
心
は
す
こ
し
な
ぎ
ぬ

同
十
六
日　

霜
だ
に
も
お
か
ぬ
か
た
ぞ
と
い
ふ
な
れ
ど
波
の
中
に
は
ゆ
き
ぞ

ふ
り
け
る

同
廿
日　

も
ろ
こ
し
と
こ
の
国
と
は　

こ
と
こ
と
な
る
も
の
な
れ
ど　

月
の

か
げ
は
お
な
じ
こ
と
な
る
べ
け
れ
ば

同
廿
一
日　

春
の
う
み
に
秋
の
こ
の
は
し
も
ち
れ
る
や
う
に
ぞ
あ
り
け
る

同
日　

く
ろ
鳥
の
も
と
に
し
ろ
き
波
を
よ
す
と
ぞ
い
ふ

二
月
朔
日　

い
そ
の
波
は
雪
の
ご
と
く
に
白
く　

貝
の
い
ろ
は
す
は
う
に
て

同
四
日　

女
児
の
た
め
に
は
親
を
さ
な
く
な
り
ぬ
べ
し

な
ど
の
例
を
示
し
た
上
で
、

こ
れ
ら
み
な
こ
と
を
う
ら
う
へ
に
い
ひ
て
こ
と
ば
の
あ
や
を
な
せ
り
。
こ
を

い
た
づ
ら
に
見
す
ぐ
す
べ
き
に
あ
ら
ず
。
さ
て
す
べ
て
こ
の
日
記
を
見
ん
に

は
、
紀
氏
み
づ
か
ら
を
女
に
な
し
て
か
か
れ
し
こ
と
を
つ
か
の
ま
も
わ
す
る

べ
か
ら
ず
。

と
言
う
。
こ
の
、
漢
文
で
は
表
す
こ
と
の
で
き
な
い
「
こ
と
ば
の
あ
や
」
が
、
仮

名
文
で
書
い
た
が
た
め
に
可
能
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
指
摘
は
、
貫
之
が
土
佐
日

記
を
仮
名
で
書
い
た
動
機
と
し
て
、
相
応
の
説
得
性
を
持
つ
も
の
と
思
う
。
し
か

し
、
そ
う
で
は
あ
っ
て
も
、
こ
れ
が
女
性
仮
託
と
い
う
方
法
の
必
然
性
を
説
明
す

る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
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以
上
の
よ
う
に
、「
を
ん
な
も
し
て
み
む
と
て
す
る
な
り
」
と
い
う
言
葉
が
、
仮

名
で
書
く
の
だ
、
と
い
う
こ
と
の
断
り
と
し
て
も
受
け
取
れ
ず
、
ま
た
、「
女
々

し
」
い
こ
と
を
記
す
、
と
い
う
予
告
と
も
考
え
ら
れ
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
土
佐
日

記
の
冒
頭
の
一
文
は
、
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
つ
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
。

　

さ
き
に
、
こ
の
文
章
は
、
貫
之
自
身
が
記
し
た
と
し
て
も
不
思
議
で
は
な
い

「
を
と
こ
も
す
な
る
日
記
」
を
、
女
性
の
立
場
で
創
作
し
た
も
の
が
こ
の
土
佐
日

記
で
あ
る
、
と
い
う
宣
言
に
な
っ
て
い
る
と
考
え
た
。
こ
の
こ
と
は
、
言
い
換
え

る
と
、
貫
之
が
女
の
ふ
り
を
し
て
、
自
ら
の
体
験
を
も
と
に
し
た
話
を
語
る
、
つ

ま
り
自
ら
の
経
験
を
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
仕
立
て
に
し
て
自
ら
演
じ
る
と
い
う
宣
言
と

し
て
冒
頭
の
一
文
が
機
能
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
し
て
、
そ
う
し
た
趣
旨
を

宣
言
す
る
こ
と
自
体
が
こ
の
一
文
の
目
的
で
あ
る
と
本
稿
で
は
考
え
た
い
。

三
、
土
佐
日
記
に
描
か
れ
た
素
材
の
性
格
に
つ
い
て

　

そ
の
よ
う
に
想
定
し
た
上
で
、
次
に
、
こ
の
よ
う
な
宣
言
が
、
読
者
が
土
佐
日

記
を
享
受
す
る
と
き
に
、
ど
の
よ
う
な
効
果
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
る
の
か
、
そ

し
て
、
こ
の
宣
言
の
読
者
に
与
え
る
だ
ろ
う
効
果
が
、
貫
之
の
土
佐
日
記
執
筆
の

意
図
と
し
て
得
心
で
き
る
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
を
考
え
て
み
た
い
。

　

こ
こ
で
、
土
佐
日
記
と
は
ど
の
よ
う
な
作
品
で
あ
る
の
か
、
そ
の
概
略
を
再
確

認
し
て
お
き
た
い
。
ま
ず
、
作
品
全
体
を
統
括
す
る
も
の
と
し
て
、
土
佐
か
ら
京

ま
で
の
旅
の
記
録
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
異
論
の
余
地
が
な
い
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。

そ
の
記
録
の
中
に
、
た
と
え
ば
、
土
佐
の
国
人
の
情
け
の
あ
り
よ
う
や
、
景
色
の

美
し
さ
、
ま
た
海
賊
へ
の
恐
怖
、
古
歌
へ
の
関
心
や
、
そ
し
て
、
任
国
で
失
っ
た

幼
児
を
哀
悼
す
る
気
持
ち
、
京
の
人
々
へ
の
批
判
な
ど
、
様
々
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
が

素
材
と
し
て
ち
り
ば
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
に
し
て
土
佐
日
記
は
構
成
さ
れ

て
い
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

こ
こ
に
ち
り
ば
め
ら
れ
た
素
材
の
多
く
は
、
た
と
え
ば
、

く
に
び
と
の
こ
ゝ
ろ
の
つ
ね
と
し
て　

い
ま
は
と
て
み
え
ざ
な
る

 

（
十
二
月
二
十
三
日
）

と
い
う
、
任
国
を
去
ろ
う
と
す
る
前
国
司
に
対
す
る
国
人
の
無
関
心
さ
の
結
果
と

し
て
の
冷
淡
な
態
度
や
、

か
く
て
京
へ
い
く
に
、
し
ま
さ
か
に
て
ひ
と
あ
る
じ
し
た
り
。
か
な
ら
ず
し

も
あ
る
ま
じ
き
わ
ざ
な
り
。
た
ち
て
ゆ
き
し
と
き
よ
り
は
、
く
る
と
き
ぞ
ひ

と
は
と
か
く
あ
り
け
る
。 

（
二
月
十
六
日
）

と
い
う
、
国
司
と
し
て
の
任
期
を
無
事
に
終
え
、
相
応
の
財
産
を
蓄
え
て
帰
国
し

た
で
あ
ろ
う
人
物
へ
の
ご
機
嫌
伺
い
を
、
取
っ
て
付
け
た
よ
う
に
す
る
都
の
人
の

姿
な
ど
、
当
時
の
男
性
官
人
で
あ
れ
ば
、
誰
し
も
経
験
も
し
く
は
伝
え
聞
い
て
い

て
、
共
感
し
や
す
い
も
の
で
あ
っ
た
と
想
像
さ
れ
る
。
ま
た
、

か
く
あ
る
う
ち
に
京
に
て
う
ま
れ
た
り
し
を
む
な
ご
、
く
に
ゝ
て
に
は
か
に

う
せ
に
し
か
ば
、
こ
の
ご
ろ
の
い
で
た
ち
い
そ
ぎ
を
み
れ
ど
な
に
ご
と
も
い

は
ず
。
京
へ
か
へ
る
に
、
を
む
な
ご
の
な
き
の
み
ぞ
か
な
し
び
こ
ふ
る
。
あ

る
ひ
と
〴
〵
も
え
た
へ
ず
。
こ
の
あ
ひ
だ
に
あ
る
ひ
と
の
か
き
て
い
だ
せ
る

う
た

　
　

み
や
こ
へ
と
お
も
ふ
を
も
の
ゝ
か
な
し
き
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

か
へ
ら
ぬ
ひ
と
の
あ
れ
ば
な
り
け
り

ま
た
、
あ
る
と
き
に
は
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あ
る
も
の
と
わ
す
れ
つ
ゝ
な
ほ
な
き
ひ
と
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

い
づ
ら
と
ゝ
ふ
ぞ
か
な
し
か
り
け
る

 

（
十
二
月
二
十
七
日
）

に
始
ま
り
、
作
品
中
何
度
も
繰
り
返
さ
れ
、
印
象
的
に
語
ら
れ
る
、
幼
子
を
喪
っ

た
こ
と
に
対
す
る
悲
嘆
に
し
て
も
、
当
時
の
医
療
・
栄
養
等
の
状
況
を
勘
案
す
れ

ば
、
多
く
の
人
た
ち
が
実
際
に
遭
遇
し
、
そ
れ
が
故
に
、
共
感
さ
れ
や
す
い
も
の

で
あ
っ
た
こ
と
が
容
易
に
想
像
で
き
る
。

　

こ
う
し
た
、
多
く
の
人
た
ち
が
、
経
験
も
し
、
共
感
も
し
や
す
い
素
材
を
、
貫

之
は
自
身
の
体
験
談
と
し
て
語
る
の
で
は
な
く
、
女
性
仮
託
と
い
う
方
法
で
も
っ

て
、
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
し
て
提
示
し
た
の
で
あ
る
。

　

本
稿
で
は
さ
き
に
述
べ
た
と
お
り
、
紀
貫
之
が
、
自
ら
の
こ
と
を
知
る
、
あ
る

読
者
（
た
ち
）
を
念
頭
に
お
い
て
土
佐
日
記
を
執
筆
し
た
と
考
え
る
。
そ
の
よ
う

な
状
況
で
、
読
者
が
こ
の
作
品
を
、
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
し
て
で
は
な
く
、
貫
之
の

個
人
的
な
体
験
を
そ
の
ま
ま
語
っ
た
も
の
と
し
て
受
け
取
っ
た
場
合
に
は
、
作
者

で
あ
る
貫
之
と
の
人
間
関
係
の
あ
り
よ
う
が
、
語
ら
れ
て
い
る
内
容
へ
の
理
解
・

共
感
の
前
提
と
な
り
、
時
に
妨
げ
に
な
る
こ
と
も
想
定
さ
れ
よ
う
。
そ
れ
に
対
し

て
、
読
者
が
土
佐
日
記
を
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
し
て
享
受
し
た
場
合
は
、
こ
れ
を
一

つ
の
物
語
と
し
て
雑
念
な
く
共
感
し
、
作
品
に
描
か
れ
た
内
容
に
没
頭
す
る
こ
と

が
容
易
に
な
る
の
で
は
な
い
か
。

　

土
佐
日
記
に
は
、「
か
み
な
か
し
も
ゑ
ひ
あ
き
て
、
い
と
あ
や
し
く
、
し
ほ
う

み
の
ほ
と
り
に
て
あ
ざ
れ
あ
へ
り
。」（
十
二
月
二
十
二
日
）「
あ
り
と
あ
る
か
み

し
も
、
わ
ら
は
ま
で
ゑ
ひ
し
れ
て
、
一
文
字
を
だ
に
し
ら
ぬ
も
の
、
し
が
あ
し
は

十
文
字
に
ふ
み
て
ぞ
あ
そ
ぶ
。」（
十
二
月
二
十
四
日
）
等
、
岸
本
由
豆
流
が
「
こ

と
ば
の
あ
や
」
と
言
い
、
現
在
は
「
諧
謔
」、
あ
る
い
は
「
俳
諧
」
な
ど
と
評
さ

れ
る
表
現
が
随
所
に
ち
り
ば
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
こ
と
か
ら
し
て
、
こ
の
作
品

全
体
に
、
一
種
の
エ
ン
タ
ー
テ
イ
メ
ン
ト
的
な
趣
向
が
通
底
し
て
い
る
こ
と
は
否

定
で
き
な
い
と
思
う
。
つ
ま
り
、
こ
う
し
た
表
現
の
お
も
し
ろ
さ
、
楽
し
さ
を
味

わ
わ
せ
る
こ
と
も
、
貫
之
の
土
佐
日
記
執
筆
の
一
つ
の
意
図
と
み
て
間
違
い
は
な

い
と
思
わ
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
た
と
え
ば
亡
児
を
悲
し
む
心
情
を
作
者
の
実
体
験

そ
の
ま
ま
を
表
現
し
た
も
の
と
し
て
受
け
取
っ
た
場
合
、
し
か
も
、
読
者
が
貫
之

個
人
を
知
る
人
物
で
あ
っ
た
場
合
、
読
者
の
関
心
は
土
佐
日
記
と
い
う
作
品
の
表

現
よ
り
も
、
貫
之
個
人
の
心
情
へ
移
行
し
て
し
ま
い
、
せ
っ
か
く
意
を
込
め
て
織

り
な
し
た
言
葉
の
あ
や
、
す
な
わ
ち
表
現
の
お
も
し
ろ
さ
の
方
は
な
お
ざ
り
に
さ

れ
る
可
能
性
が
あ
る
。
そ
う
し
た
享
受
を
さ
せ
な
い
た
め
の
方
法
と
し
て
、
女
性

仮
託
と
い
う
方
法
が
と
ら
れ
た
の
で
は
な
い
か
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
享
受
者
を
し
て
記
述
内
容
そ
の
も
の
へ
没
頭
さ
せ
る
た
め
の

仕
組
み
と
し
て
、
土
佐
日
記
冒
頭
の
一
文
、
す
な
わ
ち
、
こ
の
作
品
を
、
女
性
と

い
う
仮
構
の
姿
に
な
り
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
し
て
語
る
と
い
う
宣
言
は
機
能
し
て
い

る
も
の
と
考
え
る
。

四
、
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
し
て
の
土
佐
日
記
と
、
歌
俳
優
と
し
て
の
人
麻
呂
の

歌
の
こ
と　
―
― 

土
佐
日
記
の
文
学
史
的
位
置
づ
け
の
再
考
の
た
め
に

　

最
後
に
、
自
ら
が
女
性
と
い
う
仮
の
姿
に
な
り
、
自
ら
を
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
し

て
演
じ
る
と
い
う
の
が
、
土
佐
日
記
の
方
法
だ
と
考
え
ら
れ
る
と
し
て
、
そ
れ
が

日
本
の
文
学
史
上
、
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
か
に
つ
い
て
も
言
及
し
て

お
き
た
い
。
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今
し
が
た
述
べ
た
よ
う
に
、
土
佐
日
記
で
描
か
れ
た
素
材
の
多
く
は
、
当
時
の

官
人
た
ち
で
あ
れ
ば
、
身
近
に
経
験
も
し
、
共
感
し
や
す
い
こ
と
が
ら
で
あ
る
と

考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
ら
の
う
ち
の
相
当
程
度
の
も
の
は
、
さ
き
に
引
用

し
た
増
田
繁
夫
氏
の
指
摘
、「
世
態
人
情
の
薄
き
を
慨
く
の
は
漢
詩
文
の
伝
統
的

な
素
材
で
も
あ
る
し
、
わ
が
子
に
対
す
る
め
め
し
い
情
愛
に
つ
い
て
も
、
た
と
え

ば
「
菅
家
後
集
」
に
は
「
慰
少
男
女
」
の
よ
う
な
詩
に
も
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い

る
。」
の
通
り
、
文
学
の
素
材
と
し
て
も
一
般
に
認
識
さ
れ
て
い
た
も
の
だ
っ
た

と
考
え
ら
れ
る
。

　

た
だ
そ
れ
ら
の
な
か
で
、
た
と
え
ば
亡
き
幼
児
を
悼
む
心
情
は
、
そ
う
し
た
心

情
を
吐
露
し
た
歌
が
古
今
和
歌
集
に
一
首
も
収
め
ら
れ
な
い
こ
と
が
端
的
に
示
す

よ
う
に
、
当
時
の
官
人
が
、
公
的
な
場
に
お
い
て
は
、
口
に
す
る
こ
と
の
憚
ら
れ

る
も
の
で
あ
っ
た
ら（
注
十
八
（

し
い
。
そ
の
こ
と
に
注
意
し
て
み
れ
ば
、

く
に
よ
り
は
じ
め
て
か
い
ぞ
く
む
く
い
せ
む
と
い
ふ
な
る
こ
と
を
お
も
ふ
う

へ
に
、
う
み
の
ま
た
お
そ
ろ
し
け
れ
ば
、
か
し
ら
も
み
な
し
ら
け
ぬ
。

 

（
一
月
二
十
一
日
）

と
い
う
、
海
賊
に
お
び
え
る
船
君
の
発
言
も
、
朝
廷
か
ら
任
命
さ
れ
た
地
方
官
で

あ
る
受
領
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
公
に
は
し
に
く
い
も
の
で
あ
っ
た
と
想
像
さ
れ

る
し
、か

ぢ
と
り
の
い
は
く
「
こ
の
す
み
よ
し
の
明
神
は
れ
い
の
か
み
ぞ
か
し
。
ほ

し
き
も
の
ぞ
お
は
す
ら
む
」
と
は
、
い
ま
め
く
も
の
か
。 

（
二
月
五
日
）

と
い
う
、
住
吉
の
神
へ
の
皮
肉
・
批
判
を
含
ん
だ
表
現
も
、
や
は
り
、
朝
廷
に
奉

仕
す
る
者
と
し
て
公
的
な
場
に
お
い
て
口
に
す
る
こ
と
は
躊
躇
さ
れ
る
も
の
で

あ
っ
た
ろ
う
。
そ
の
一
方
で
、
繰
り
返
し
に
な
る
け
れ
ど
も
、
こ
れ
ら
は
い
ず
れ

も
、
官
人
た
ち
に
と
っ
て
は
、
身
近
で
共
感
し
や
す
い
、
つ
ま
り
、
私
的
な
場
に

お
い
て
口
に
の
ぼ
せ
ら
れ
る
こ
と
の
大
い
に
あ
り
う
る
事
柄
で
も
あ
っ
た
の
で
は

な
い
か
。
土
佐
日
記
に
ち
り
ば
め
ら
れ
た
エ
ピ
ソ
ー
ド
の
い
く
つ
か
は
、
そ
の
よ

う
な
た
ぐ
い
の
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
、
当
時
の
官
人
で
あ
れ
ば
誰
し
も
が
見
聞
き
し
、
共
感
し
や
す
い
こ

と
で
あ
り
な
が
ら
、
公
の
場
に
お
い
て
口
に
す
る
こ
と
の
憚
ら
れ
る
た
ぐ
い
の
事

柄
を
、
仮
名
文
に
よ
る
文
芸
に
仕
立
て
た
例
は
、
日
本
文
学
史
上
に
お
い
て
土
佐

日
記
が
初
め
て
の
も
の
で
は
な
い
。
今
確
認
で
き
る
と
こ
ろ
で
は
、
柿
本
人
麻
呂

が
「
歌（
注
十
九
（

俳
優
」
と
し
て
詠
ん
だ
「
泣
血
哀
慟
歌
」（
巻
二
・
２
０
７
～
）
や
「
石

見
相
聞
歌
」（
巻
二
・
１
３
１
～
）
が
、
そ
の
、
ご
く
早
い
例
と
思
わ
れ
る
。

　
「
石
見
相
聞
歌
」
す
な
わ
ち
、「
柿
本
朝
臣
人
麻
呂
従
石
見
国
別
妻
上
来
時
歌
」

は
、
石
見
国
に
赴
任
し
て
い
た
下
級
官
人
の
、
帰
京
に
際
し
て
離
別
し
た
「
妻
」

へ
の
哀
惜
の
情
を
歌
っ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
「
妻
」
は
、
そ
の
人
を
泣
く
泣
く

石
見
に
置
い
て
き
た
こ
と
が
描
か
れ
る
こ
と
か
ら
、
現
地
で
娶
っ
た
妻
で
あ
る
こ

と
が
わ
か
る
。
下
級
官
吏
が
地
方
に
赴
任
し
、
そ
こ
で
妻
を
得
る
こ
と
は
、
時
代

は
下
る
も
の
の
、
天
平
十
六
年
十
月
十
四
日
に
「
比
季
国
司
多
娶
所
部
女
子
為
妻

妾
。
自
今
以
後
。
悉
皆（
注
二
十
（

禁
断
。」
と
、
国
司
が
任
地
の
女
性
を
娶
る
こ
と
が
多
く
、

以
後
は
こ
れ
を
禁
ず
と
い
う
勅
令
が
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
し
て
も
、
人
麻
呂

の
当
時
に
も
、
し
ば
し
ば
あ
っ
た
こ
と
と
思
わ
れ
る
し
、
ま
た
、
こ
の
「
妻
」
を

石
見
に
置
い
て
き
た
と
い
う
こ
と
か
ら
は
、
現
地
妻
を
娶
る
と
い
う
行
為
は
、
公

の
場
に
お
い
て
は
、
口
に
し
が
た
い
こ
と
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
こ
と
も
推
測
さ
れ
る
。

　

ま
た
「
泣
血
哀
慟
歌
」
は
、「
我
妹
子
が　

形
見
に
置
け
る　

み
ど
り
子
の 

乞

ひ
泣
く
ご
と
に　

取
り
与
ふ
る　

物
し
な
け
れ
ば　

男
じ
も
の　

脇
ば
さ
み
持

ち
」（
巻
二
・
２
１
０
）
と
い
う
よ
う
に
、
出
産
直
後
の
妻
を
喪
っ
た
と
お
ぼ
し

い
下
級
官
吏
の
悲
嘆
を
描
い
た
も
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
、
出
産
に
起
因
す
る
女
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性
の
死
は
、
や
は
り
当
時
の
医
療
等
の
状
況
を
考
え
る
に
、
し
ば
し
ば
経
験
さ
れ

る
も
の
で
あ
っ
た
と
想
像
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
出
産
を
控
え
た
妻
と
の
面
会
を
控

え
る
の
は
、
宮
中
に
穢
を
も
た
ら
さ
な
い
た
め
の
、
廷
臣
と
し
て
の
義
務
で
あ
っ

た
ら（
注
二
十
一
（

し
い
。
そ
の
た
め
、「
さ
ね
葛 

後
も
逢
は
む
と
」（
巻
二
・
２
０
７
）
思
い

な
が
ら
、
臨
月
の
妻
の
い
る
里
へ
ご
無
沙
汰
を
し
て
い
る
う
ち
に
妻
が
亡
く
な
っ

て
し
ま
い
、
形
見
と
し
て
残
さ
れ
た
「
み
ど
り
子
」
を
抱
い
て
、
逢
い
に
行
か
な

か
っ
た
こ
と
へ
の
後
悔
の
涙
に
暮
れ
る
、
と
い
う
こ
と
は
、
公
の
場
で
訴
え
る
こ

と
の
し
に
く
い
悲
嘆
で
あ
り
、
な
お
か
つ
、
多
く
の
人
が
身
近
に
見
聞
き
し
、
共

感
し
う
る
こ
と
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
人
麻
呂
の
「
歌
俳
優
」
と
し
て
の
作
は
、
土
佐
日
記
中
に
描
か

れ
た
、
幼
児
を
悼
む
表
現
な
ど
と
共
通
す
る
性
格
を
持
っ
て
い
る
。
ま
た
さ
ら
に

強
調
し
た
い
の
が
、
こ
れ
ら
の
歌
に
描
か
れ
て
い
る
の
は
、
人
麻
呂
自
身
の
経
験

や
心
情
そ
の
ま
ま
の
描
写
で
は
な
く
、「
人
麻
呂
の
一
つ
の
経
験
を
「
妻
」
に
別

れ
る
と
い
う
形
で
物
語
化
し
た
歌
で
、
後
宮
の
女
性
を
中
心
と
す
る
宮
廷
人
た

ち
に
語
っ
て
聞
か
せ
（
注
二
十
二
（る」
も
の
で
あ
っ
た
ら
し
い
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
点
で
も
、

「
歌
俳
優
」
柿
本
人
麻
呂
の
歌
は
、
紀
貫
之
自
身
の
経
験
を
、
あ
る
女
か
ら
の
視

点
で
、
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
し
て
語
っ
た
と
お
ぼ
し
い
土
佐
日
記
と
類
似
す
る
と
見

ら
れ
る
。

　

土
佐
日
記
に
は
、
万
葉
集
に
し
か
見
ら
れ
な
い
表
現
が
し
ば
し
ば
用
い（
注
二
十
三
（

ら
れ
る

こ
と
か
ら
、
貫
之
が
日
記
執
筆
中
に
万
葉
集
を
強
く
意
識
し
て
い
た
こ
と
が
推
定

さ
れ
て
い
る
。
な
か
で
も
人
麻
呂
に
つ
い
て
言
え
ば
、
貫
之
の
自
詠
に
「
泣
血
哀

慟
歌
」
の
表
現
を
取
り
入
れ
た
作
が
多
く
見
ら（
注
二
十
四
（

れ
る
こ
と
か
ら
し
て
、
貫
之
が
、

人
麻
呂
の
「
歌
俳
優
」
と
し
て
の
歌
と
土
佐
日
記
と
が
右
に
述
べ
た
共
通
性
を
有

し
て
い
る
こ
と
を
認
識
し
て
い
た
可
能
性
は
、
き
わ
め
て
高
い
。
さ
ら
に
、
古
今

集
仮
名
序
に
示
さ
れ
た
、
人
麻
呂
を
称
揚
す
る
態
度
か
ら
す
れ
ば
、
貫
之
は
、
土

佐
日
記
と
人
麻
呂
の
歌
と
の
類
似
に
気
づ
い
て
い
た
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
、

人
麻
呂
の
方
法
を
意
図
的
に
継
承
し
よ
う
と
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な

い（
注
二
十
五
（
か
。

　

ま
た
、
こ
の
こ
と
に
加
え
て
述
べ
て
お
き
た
い
の
は
、
右
に
述
べ
た
よ
う
な
、

自
ら
の
経
験
を
素
材
と
し
た
文
芸
を
創
作
し
、
そ
れ
を
自
ら
演
じ
て
み
せ
る
と
い

う
あ
り
方
が
、
人
麻
呂
と
貫
之
以
外
に
も
、
そ
れ
も
貫
之
が
身
近
に
親
し
ん
で
い

た
文
芸
の
う
ち
に
見
出
せ
る
こ
と
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、

　
　

題
し
ら
ず　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

僧
正
へ
ん
ぜ
う

名
に
め
で
て
を
れ
る
ば
か
り
ぞ
を
み
な
へ
し
我
お
ち
に
き
と
人
に
か
た
る
な

 

（
古
今
和
歌
集　

秋
上　

２
２
６
）

は
い
か
が
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
遍
昭
の
歌
の
眼
目
と
な
る
趣
向
は
、
僧
侶
た
る
も

の
が
「
女
郎
ゝ
ゝ
花
」
す
な
わ
ち
「
女
」
の
た
め
に
「
堕
ち
た
」
と
い
う
、
諧
謔
を
含

ん
で
い
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
歌
が
、
現
実
の
僧
正
で
あ
る
遍

昭
自
身
が
女
の
色
香
に
迷
っ
た
こ
と
を
告
白
す
る
た
め
の
も
の
と
は
考
え
に
く

い
。
そ
う
で
は
な
く
て
、
高
位
の
僧
で
あ
る
遍
昭
が
、
自
ら
を
堕
落
坊
主
に
擬
し
、

フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
し
て
お
ど
け
て
演
じ
て
見
せ
た
の
が
、
こ
の
歌
の
趣
向
な
の
で

あ
る
。

　

ま
た
、
伊
勢
物
語
に
関
す
る

『
伊
勢
物
語
』
の
、
最
も
古
く
か
ら
あ
っ
た
根
幹
部
分
は
、
在
原
業
平
自
身

の
創
作
に
か
か
る
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
あ
っ
た
と
い
う
の
が
私
の
説
で
あ
る
が
、

そ
の
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
は
、
業
平
自
身
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
と
で
も
言
っ
て
よ

い
形
で
人
々
の
前
で
語
ら
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
…
中
略
…
文

字
に
よ
る
文
学
が
未
成
熟
で
あ
っ
た
時
代
に
お
い
て
は
、
歌
う
文
学
・
語
る
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文
学
が
、
む
し
ろ
中
心
に
な
っ
て
い
た
こ
と
に
思
い
を
致
す
時
、
今
ま
で
見

え
な
か
っ
た
様
々
な
こ
と
が
見
え
て
く
る
の
で
あ
る
。
み
ず
か
ら
エ
ン
タ
ー

テ
ィ
ナ
ー
で
も
あ
っ
た
人
麻
呂
と
業
平
が
、
時
代
を
超
え
て
、
意
外
に
近
い

存
在
で
あ
っ
た
こ
と
も
見
え
て
く
る
の
で
あ（
注
二
十
六
（
る
。

と
い
う
片
桐
洋
一
氏
の
発
言
も
等
閑
視
す
べ
き
で
は
な
い
と
思
う
。

　

従
来
、
土
佐
日
記
は
、
仮
名
文
に
よ
る
日
記
文
学
の
創
始
と
し
て
日
本
の
文
学

史
上
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。
し
か
し
、
右
に
見
て
き
た
よ
う
に
、
歌

俳
優
と
し
て
の
人
麻
呂
の
歌
以
来
、
自
ら
を
素
材
と
し
て
創
作
し
た
フ
ィ
ク
シ
ョ

ン
を
、
自
ら
が
演
じ
る
と
い
う
文
芸
作
品
が
連
綿
と
続
い
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、

土
佐
日
記
を
そ
の
伝
統
を
受
け
継
ぐ
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
、
そ
の
文
学
史
的
な

意
味
合
い
を
再
検
討
し
て
も
よ
い
の
で
は
な
い
か
。

〈
注
〉

（
一
）
土
佐
日
記
の
本
文
は
青
渓
書
屋
本
の
影
印
に
よ
り
、
私
に
濁
点
、
句
読
点

等
を
付
し
て
示
し
た
。

（
二
）
土
佐
日
記
抄
は
「
を
と
こ
も
す
と
い
ふ
」
と
い
う
定
家
本
の
本
文
を
採
用

し
て
い
る
。

（
三
）
他
に
、
季
吟
が
同
書
で
言
及
し
た
「
男
文
字
に
て
す
る
日
記
を　

女
文
字

に
て
か
く
と
の
心
也
と
い
ふ
説
」、
具
体
的
に
は
、「
昔
ヨ
リ
日
記
ト
云
ヘ
バ
、

篁
日
記　

平
仲
日
記
ナ
ド
ヤ
ウ
ニ　

漢
文
ノ
男
も
◯じ
し
て
す
と
いな
る
イふ
日
記
と

い
ふ
も
の
を
コ
タ
ビ
ハ
仮
名
文
ノ
女
も
じ
し
て
こ
こ
ろ
み
ん
と
て
す
る
な
り
」

（
橘
守
部
『
土
佐
日
記
舟
の
直
路
』）
な
ど
、
女
文
字
、
す
な
わ
ち
ひ
ら
が
な

で
こ
の
日
記
を
記
す
、
と
い
う
宣
言
で
あ
る
と
す
る
説
も
見
ら
れ
る
。
し
か

し
こ
れ
は
、
既
に
北
村
季
吟
が
「
ひ
が
ご
と
な
る
べ
し
」
と
い
う
よ
う
に
、

そ
の
よ
う
に
解
釈
す
べ
き
根
拠
の
十
分
な
説
明
も
な
さ
れ
て
お
ら
ず
、
承
服

し
が
た
い
。

（
四
）
萩
谷
朴
『
土
佐
日
記
全
注
釈
』
一
九
六
七
年

（
五
）
注
四
に
同
じ
。

（
六
）
福
島
直
恭
「
男
も
す
な
る
日
記
」（
国
語
国
文
学
論
集
二
〇
号
一
九
九
一

年
）
は
、「［
女
が
日
記
を
書
く
］
と
い
う
命
題
は
、
当
時
の
一
般
常
識
と
は

あ
い
い
れ
な
い
」
と
い
う
こ
と
を
前
提
に
し
て
、
こ
の
萩
谷
説
を
否
定
し
て

い
る
。
す
で
に
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、
太
后
御
記
や
亭
子
院
歌
合
日
記
等
、

土
佐
日
記
の
こ
ろ
に
は
女
性
の
手
に
な
る
日
記
も
存
す
る
の
で
、
女
が
日
記

を
書
く
と
い
う
こ
と
が
当
時
の
常
識
に
ま
っ
た
く
相
容
れ
な
い
と
ま
で
は
言

い
切
れ
な
い
け
れ
ど
も
、
男
性
が
日
記
を
記
す
こ
と
に
比
し
て
女
性
が
日
記

を
記
す
こ
と
は
、
当
時
の
常
識
と
し
て
、
や
は
り
少
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
と
、
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本
稿
で
も
考
え
る
。

（
七
）
注
二
に
示
し
た
、
北
村
季
吟
が
紹
介
し
、
橘
守
部
ら
が
主
張
し
た
説
。
最

近
で
は
小
松
英
雄
『
古
典
再
入
門
』（
二
〇
〇
六
年
）
も
こ
の
説
を
主
張
す
る
。

（
八
）
木
村
正
中　

新
潮
日
本
古
典
集
成
『
土
佐
日
記
』（
一
九
八
八
年
）

（
九
）
小
松
英
雄
『
仮
名
文
の
原
理
』（
一
九
八
八
年
）

（
十
）
注
九
に
同
じ
。

（
十
一
）
竹
取
物
語
の
本
文
は
天
理
図
書
館
蔵
本
を
底
本
と
す
る
新
日
本
古
典
文

学
大
系
本
に
よ
る
。

（
十
二
）
た
だ
し
、
こ
の
竹
取
物
語
の
「
男
」
は
、
何
ら
の
限
定
な
し
に
男
性
全

般
を
意
味
す
る
の
で
は
な
く
、
か
ぐ
や
姫
の
配
偶
者
た
り
う
る
生
殖
能
力
の

あ
る
男
性
を
指
し
て
言
っ
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

（
十
三
）
和
歌
の
本
文
は
新
編
国
歌
大
観
に
よ
る
。
以
下
も
同
じ
。
た
だ
し
、
万

葉
集
の
本
文
は
、
伊
藤
博
『
萬
葉
集
釋
注
』
に
よ
る
。

（
十
四
）
目
方
さ
く
を
「
九
世
紀
渡
唐
僧
日
記
考
」（
福
岡
女
子
大
学
「
文
芸
と
思

想
」
二
十
二
号　

一
九
六
二
年
）
等
。

（
十
五
）
土
佐
日
記
の
文
章
に
、
漢
文
訓
読
調
の
、
い
う
な
れ
ば
、
男
性
的
な
言

葉
が
し
ば
し
ば
見
え
る
こ
と
か
ら
、
女
の
立
場
か
ら
の
叙
述
を
一
貫
さ
せ
よ

う
と
い
う
意
識
は
さ
ほ
ど
強
く
な
か
っ
た
、
と
見
る
向
き
も
多
い
。
こ
れ
に

つ
い
て
は
「
土
佐
の
文
章
は
男
性
的
だ
と
い
ふ
批
評
が
多
い
の
は
、
源
氏
や

狭
衣
な
ど
、
平
安
中
期
か
ら
後
期
の
作
品
と
比
較
す
る
ゆ
ゑ
で
あ
ら
う
。
比

較
す
る
な
ら
ば
、
仮
名
文
発
達
の
途
上
に
あ
る
延
喜
─
天
慶
あ
た
り
の
作
品

を
採
る
べ
き
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
こ
の
頃
の
仮
名
文
資
料
は
、
た
い
へ
ん

限
定
さ
れ
て
を
り
、
特
に
女
性
の
も
の
が
延
喜
二
十
一
年
京
極
御
息
所
歌
合

記
ぐ
ら
ゐ
で
（
そ
れ
も
確
定
的
で
な
い
）、
断
言
は
し
に
く
い
の
で
あ
る
が
、

は
っ
き
り
男
子
系
で
あ
る
漢
文
よ
み
の
体
と
は
相
当
程
度
の
差
異
が
あ
る
の

で
、
や
は
り
女
性
的
な
文
と
認
め
る
の
が
穏
当
で
あ
ら
う
」（
小
西
甚
一
『
土

佐
日
記
評
解
』）
と
い
う
見
解
に
従
い
た
い
。
ま
た
、「
こ
よ
ひ
、
か
か
る
こ

と
と
こ
わ
だ
か
に
も
の
も
い
は
せ
ず
。
い
と
は
つ
ら
く
み
ゆ
れ
ど
、
こ
ゝ
ろ

ざ
し
は
せ
む
と
す
。」（
二
月
十
六
日
）
等
の
描
写
が
、
仮
託
し
た
女
性
で
は

な
く
、
貫
之
本
人
の
視
点
か
ら
の
物
言
い
だ
と
す
る
向
き
も
多
い
。
こ
れ
に

つ
い
て
は
、
先
ほ
ど
と
は
逆
に
、
源
氏
物
語
な
ど
の
平
安
中
期
の
物
語
作
品

で
、
草
子
地
と
言
わ
れ
る
部
分
と
そ
れ
以
外
の
部
分
で
叙
述
の
視
点
が
こ
と

な
る
こ
と
が
あ
る
の
と
同
様
に
見
れ
ば
、
と
り
た
て
て
疑
と
す
る
に
は
あ
た

ら
な
い
と
思
う
。

　

 　

な
お
、
男
性
で
あ
る
人
物
が
女
に
擬
し
て
文
芸
を
創
作
す
る
こ
と
自
体
は
、

　

 　
　

今
こ
む
と
い
ひ
し
ば
か
り
に

　

 　
　
　
　
　
　

長
月
の
あ
り
あ
け
の
月
を
ま
ち
い
で
つ
る
か
な

 

（
古
今
和
歌
集　

恋
四　

６
９
１　

素
性
）

　

 

な
ど
、
貫
之
が
親
し
ん
で
い
た
作
品
に
も
み
ら
れ
る
こ
と
か
ら
わ
か
る
よ
う

に
、
格
別
に
工
夫
さ
れ
た
新
し
い
発
想
に
よ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
考
え

ら
れ
る
。

（
十
六
）
増
田
繁
夫
「
日
記
文
学
の
発
生　

土
佐
日
記
の
成
立
ま
で
」（『
日
記
文

学
講
座
』
一
九
八
九
年
）

（
十
七
）
小
西
甚
一
『
土
佐
日
記
評
解
』（
一
九
五
一
年
）

（
十
八
）
詳
細
は
拙
稿
「
お
さ
な
ご
の
死　

─ 

土
佐
日
記
の
幼
児
を
悼
む
記
述

に
関
す
る
考
察 

─
」『
大
阪
市
立
大
学
文
学
部
創
立
五
十
周
年
記
念
国
語
国

文
学
論
集
』（
一
九
九
九
年
）
に
述
べ
た
。

（
十
九
）
伊
藤
博
『
万
葉
集
の
歌
人
と
作
品
』
上
（
一
九
七
五
年
）
で
規
定
さ
れ
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た
概
念
で
も
っ
て
こ
の
語
を
用
い
る
。

（
二
十
）
類
聚
三
代
格　

巻
七　

本
文
は
新
訂
増
補
国
史
大
系
に
よ
る
。

（
二
十
一
）
石
見
相
聞
歌
と
泣
血
哀
慟
歌
に
関
す
る
私
見
は
、
拙
稿
「
万
葉
か

ら
古
今
へ　

─ 
人
麻
呂
・
虫
麻
呂
の
流
れ 

─
」
日
本
文
化
学
報
第
七
輯

（
韓
国
日
本
文
化
学
会 

一
九
九
九
年
）
に
述
べ
た
。

（
二
十
二
）
伊
藤
博
『
万
葉
集
釋
注
』
一
、
一
三
一
番
歌
の
注 （
一
九
九
五
年
）

（
二
十
三
）
具
体
的
な
例
は
、
岸
本
由
豆
流
『
土
佐
日
記
考
証
』
以
来
、
多
く
の

指
摘
が
あ
る
。
ま
た
、
西
山
秀
人
「『
土
佐
日
記
』
の
和
歌
表
現　

─ 

万
葉

集
と
の
関
連
を
め
ぐ
っ
て 

─
」（
上
田
女
子
短
期
大
学
紀
要
三
十
四
号　

二

〇
一
一
年
）
に
も
詳
し
く
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。

（
二
十
四
）
拙
稿
「
紀
貫
之
の
和
歌
の
表
現
と
人
麻
呂
の
泣
血
哀
慟
歌
を
め
ぐ
っ

て
─ 

紀
貫
之
の
作
歌
の
一
方
法 

─
」
文
学
史
研
究
三
十
号
（
大
阪
市
立

大
学
国
語
国
文
学
研
究
室 

一
九
八
九
年
）。

（
二
十
五
）
貫
之
が
人
麻
呂
を
称
揚
し
、
そ
の
作
品
を
継
承
し
よ
う
と
し
て
い
た

ら
し
い
こ
と
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
紀
貫
之
の
文
芸
に
関
す
る
研
究
」
第
二

章
〈
宮
廷
歌
人
〉
の
継
承　

─ 

土
佐
日
記
の
態
度
と
新
撰
和
歌
（
二
〇
一

四
年
度
学
位
請
求
論
文
）
に
述
べ
た
。

（
二
十
六
）
片
桐
洋
一
「
人
麻
呂
か
ら
業
平
へ　

─ 

歌
俳
優
の
系
譜 
─
」

（『
礫
』
五
〇
号　

一
九
九
〇
年
）

 

（
み
ず
た
に 

た
か
し
・
大
阪
女
子
短
期
大
学
幼
児
教
育
科
准
教
授
）


