
源
氏
物
語
｢
本
文
と
享
受
｣
の
方
法
(
I
I
)
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一㌧
｢面
影
｣
の
語
誌
と
物
語
の
享
受

(I
-
Ⅲ
)

二
'

｢首
書
源
氏
物
語
｣
玉
宴
の
巻
の
本
文
と
物
語
の
享
受

_

(I
-
Ⅱ
)

岩

下

光

雄

(Ⅱ
)

二
､
r首
書
源
氏
物
語
し
玉
宴
の
巻
の
本
文
と
物
語
の
享
受

(Ⅲ
～
Ⅳ
)

三
t

r源
氏
物
語
の
本
文
と
享
受
.l
(和
泉
書
院
)

要
旨
･
享
受
を
め
ぐ
る
問
題
(
Ⅰ

)

Ⅲ

前
項

｢
I
L

｢
Ⅱ
｣
の
資
料
の
集
計
の
結
果
を
ま
と
め
る
と
'
は
ば
次
の
よ
う
に
要
約
す
る
こ
と
が
で
き
る
｡

mt
山
岸
文
庫
本

F首
書
源
氏
｣
に
見
ら
れ
る

F孟
津
抄
』
の
欠
落
部
分
の
存
在
は
'
野
村
精

1
氏
が
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
'
初
摺
本
の

存
在
を
想
定
さ
せ
る
｡

｢孟
津
抄
』
に
よ
る
注
記
の
再
編
成
､
補
訂
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
｡
だ
が
'
そ
れ
は
､
現
流
布
本

『首
書
源

氏
L
を
'

一
竿
斉
に
よ
っ
て
完
成
さ
れ
た
注
釈
研
究
の
成
果
と
し
て
享
受
す
る
こ
と
に
'
何
ら
支
障
を
き
た
す
も
の
で
は
な
い
｡
野
村
氏

は
､
r湖
月
抄
Jl
上
梓
と
の
か
か
わ
り
の
な
か
で
'
｢孟
津
抄
J
が
に
わ
か
に
採
り
上
げ
ら
れ
る
に
至
っ
た
と
見
ら
れ
て
い
る
が
'
『弄
花



抄
』'
『眠
江
入
楚
』
な
ど
'
三
条
西
家
の
源
氏
学
の
正
統
か
ら
す
れ
ば
､

『孟
津
抄
』
は
､
や
や
ア
ウ
ト
サ
イ
ダ
ー
的
立
場
に
立
つ
も
の

と
見
ら
れ
て
い
た
面
が
あ
り
､
学
統
上
の
問
題
も

一
つ
の
要
因
と
し
て
深
-
関
わ
っ
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡

脚
､
玉
蔓
の
巻
に
は
､
『首
書
』
本
が

『大
成
』
底
本
の
大
島
本
と
異
な
る
異
文
が
百
四
十
四
例
あ
る
.
う
ち
､
『首
書
』
本
の
独
自
異
文

は
十
例
で
'
他
の
諸
本
を
伴
っ
て
共
通
異
文
を
形
成
す
る
も
の
が
百
三
十
四
例
あ
る
｡
『湖
月
抄
』
と
単
独
で
共
通
異
文
を
形
成
す
る
も

の
二
十
三
例
'
他
の
諸
本
を
伴
っ
て

『湖
月
抄
』
と
共
通
異
文
を
形
成
す
る
も
の
八
十
九
例
､
計
百
十
二
例
で
､
『
湖
月
抄
』
と
関
係
の

な
い
異
文
数
は
二
十
二
例
に
過
ぎ
な
い
｡

ま
た
'
大
島
本
を
介
す
る
こ
と
な
-
､
『首
書
』
本
と

『湖
月
抄
』
の
本
文
と
を
直
接
対
校
す
る
と
'
そ
の
異
文
数
は
二
十
例
で
'
『湖

月
抄
』
の

『首
書
』
本
に
対
す
る
独
自
異
文
は
そ
の
う
ち
五
例
で
あ
る
｡
そ
の
他
の
異
文
十
五
例
は
'
『首
書
』
本
以
外
の
他
の
諸
本
を

伴
っ
て
共
通
異
文
を
形
成
す
る
｡

仰
､
玉
墨
の
巻
に
は
'
『首
書
』
本
が
頭
注
'
傍
注
と
し
て
'
異
本
に
つ
い
て
注
記
す
る
も
の
が
十
七
例
あ
る
.
異
文
を
あ
げ
る
も
の
十

三
例
'
あ
げ
な
い
も
の
四
例
で
あ
る
O
あ
げ
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
､
背
表
紙
本
系
で
は
'
｢大
､
桟
'
池
､
肖
'
三
･
｣
対

･
｢
証
､

穂

･
｣
と
い
う
本
文
の
親
近
関
係
に
お
け
る
対
立
が
見
ら
れ
る
｡
特
に
証
､
穂
の
二
本
は
､
『首
書
』
本
と
対
立
す
る
異
文
を
形
成
し
た

り
'
同
系
､
同
文
に
近
い
異
文
を
形
成
し
た
り
し
て
い
る
｡

異
文
を
あ
げ
る
十
三
例
の
う
ち
､

一
例
は
河
内
本
の
本
文
を
示
す
に
過
ぎ
な
い
か
ら
除
外
す
る
｡
二
例
は
校
合
に
用
い
た
二
十
本
に
は

存
在
し
な
い
独
自
異
文
で
あ
る
｡
背
表
紙
本
系
で
は
桟
山
家
本
､
河
内
本
系
で
は
平
瀬
本
､
別
本
系
で
は
麦
生
本
､
阿
里
美
本
が
'
『
湖

月
抄
』
と
個
数
で
最
も
親
近
関
係
が
深
い
｡

以
上
の
結
果
を
分
析
し
な
が
ら
'
本
文
の
実
態
､
系
統
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
て
き
た
｡
た
だ
､
池
田
博
士
の

『大
成
』
に
依
拠
す
る
本

文
研
究
を
疑
問
視
し
た
り
､
方
法
論
的
な
反
省
'
批
判
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
事
実
で
あ
る
｡
『大
成
』
の
池
田
博
士
の
校
合
の
作
業
は
､



最
初
は
有
朋
堂
文
庫
本
に
書
き
入
れ
る
と
い
う
形
を
と
っ
た
た
め
'
文
庫
本
の
誤
り
ま
で
入
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
へ
原
本
に
当
た
ら
な
い
と

使
え
な
い
校
本
だ
､
と
い
う
よ
う
な
致
命
的
な
欠
陥
も
噴
か
れ
て
い
る
｡
そ
れ
に
'
分
担
作
業
と
い
う
性
質
上
､
そ
の
諸
本
を
担
当
し
た
人

の
才
能
'
人
間
の
注
意
力
の
限
界
と
い
う
よ
う
な
も
の
も
探
-
関
わ
っ
て
く
る
.
『首
書
源
氏
物
語

玉
墨
』
(和
泉
書
院
)
の
校
注
で
'

東
山
御
文
蔵
本

｢各
筆
源
氏
｣
は
､
『大
成
』
｢御
物
本
｣
の
影
印
複
製
で
あ
る
が
そ
れ
に
よ
る
若
干
の
校
異
は

｢東
｣
と
し
て
区
別
し
た
｡

(
=
.･Z
)

と
述
べ
た
｡
こ
の
言
い
方
の
中
に
は
､
｢宮
内
庁
書
陵
部
蔵
背
表
紙
証
本
｣

｢穂
久
適
文
庫
蔵
本
｣

を
影
印
本
で
対
校
し
な
が
ら
､
影
印
本

と
い
う
限
界
を
認
め
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
し
､
管
見
に
入
っ
た
御
物
本
の
誤
校
を
､
は
や
り
十
例
近
く
も
発
見
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
､
と

い
う

｢限
界
｣
の
認
識
が
あ
っ
た
｡
刊
本
を
使
う
の
は
､

一
つ
の
目
安
を
立
て
る
こ
と
だ
と
い
う
先
師
の
教
え
を
か
た
-
な
に
守
り
な
が
ら

も
'
『大
成
』
の
恩
恵
を
受
け
て
き
た
｡

一
人
の
研
究
者
が
'
本
文
研
究
に
精
力
的
に
と
り
組
ん
で
き
た
の
も
､
そ
の
若
干
の
誤
り
は
あ
る

に
し
て
,tO
t

1
つ
の
目
安
を
立
て
る
､
仮
説
を
立
て
て
い
く
た
め
の

｢資
料
｣
と
し
て
'
充
分
に
た
え
得
る
資
料
的
価
値
を
も
っ
て
い
た
か

ら
に
他
な
ら
な
い
｡
ま
し
て
'
そ
の
一
部
に
は
既
に
原
本
に
当
た
る
こ
と
も
不
可
能
に
な
っ
て
い
る
も
の
さ
え
あ
る
｡
総
論
は
言
え
る
が
､

各
論
の
構
築
は
で
き
な
い
と
い
う
の
も
困
り
は
し
な
い
か
｡

一
つ
の
目
安
を
立
て
て
い
く
'
｢仮
説
｣
を
立
て
な
が
ら
検
証
さ
れ
る
こ
と
を

期
待
す
る
､
自
か
ら
も
検
証
し
て
い
く
t
と
い
う
方
法
も
必
要
だ
L
t
あ
っ
て
も
よ
い
の
で
あ
る
｡
原
本
に
当
ら
な
け
れ
ば
だ
め
だ
と
い
う

の
は
'
確
か
に
そ
の
通
り
に
は
遵
い
な
い
が
'
そ
れ
は
ま
た
文
献
学
の
虚
像
に
呪
縛
さ
れ
た
立
場
で
あ
り
､
限
ら
れ
た
個
人
の
力
の
限
界
を

噸
芙
す
る
そ
う
し
た
倣
侵
さ
だ
け
で
は
'
国
文
学
と
い
う
学
問
は
'
進
歩
も
発
展
も
な
い
'
と
い
う
の
は
言
い
過
ぎ
に
な
る
だ
ろ
う
か
｡
活

字
に
印
刷
さ
れ
た

｢刊
本
｣
に
､
そ
の
後
出
版
さ
れ
た
影
印
本
'
覆
刻
本
な
ど
を
加
え
て
'
補
訂
し
な
が
ら
謙
虚
に
､
丁
寧
に
､
自
か
ら
に

厳
し
い
限
界
を
か
し
て
本
文
を
読
ん
で
い
-
方
法
も
､
文
献
学
の
一
つ
の
方
法
と
し
て
存
在
す
べ
き
で
は
な
い
か
｡
｢
仮
説
｣
の
構
築
と
そ

の
検
証
と
い
う
過
程
に
､
や
は
り
文
献
学
の
一
領
域
を
認
め
る
こ
と
は
'
本
文
を
微
視
的
に
'
同
時
に
巨
視
物
に
読
ん
で
い
-
と
い
う
点
で
'

3



ゆ
る
が
せ
に
し
て
は
な
ら
な
い
､
前
提
と
な
る
べ
き

一
つ
の
方
法
だ
と
考
え
る
｡

野
村
精

一
氏
は
'
『首
書
』
本
が
引
-

｢或
抄
｣
は
､
引
用
の
形
態
か
ら

｢
単

一
の
書
で
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
｣
'

｢
1
竿
斎
じ
し
ん
の
考
え
を
記
し
た
書
物
な
い
し
ノ
ー
ト
｣
と
注
記
さ
れ
て
い
る
が
t
r首
書
源
氏
物
語

玉
豊
』
(和
泉
書
院
)
の
解
説
で
､

次
の
よ
う
に
指
摘
し
た
こ
と
が
あ
る
｡

首
書
本
の
頭
注
に
引
か
れ
た
諸
注
の
頻
出
数
を
集
計
す
る
と
'
次
の
よ
う
に
な
る
0

川細
流
抄

･

192

脚万
水

1
苧

133
矧
或
抄

･

130

仰花
鳥
余
情

･
116

愉
河
港
抄

･
50

㈲
紹
巴
抄

･39

m弄
花
抄

･
35

㈲
孟
津
抄

･2

こ
れ
ら
の
頻
出
数
は
､
や
は
り
源
氏
学
の
学
統
に
深
く
か
か
わ
る
も
の
で
あ
る
が
'
物
語
の
内
容
に
対
応
し
て
'
微
妙
に
注
釈
書
の
引

用
に
変
化
が
あ
ら
わ
れ
る
こ
と
'
引
用
の
方
法
が
ほ
ぼ
群
を
形
成
し
て
い
る
こ
と
な
ど
が
注
意
さ
れ
る
｡
細
流
抄
を
軸
に
し
て
'
万
水

一

露
'
或
抄
の
側
に
引
用
の
比
重
が
か
け
ら
れ
て
く
る
と
'
河
海
抄
､
花
鳥
余
情
の
側
の
引
用
が
減
少
し
て
い
く
｡
紹
巴
抄
'
孟
津
抄
の
同

一
頁
に
重
複
し
て
引
用
さ
れ
て
い
る
の
は
五
例
に
過
ぎ
ず
､
あ
い
補
う
形
態
で
'
し
か
も
群
を
構
成
し
て
引
用
さ
れ
て
い
る
｡
こ
れ
は
物

理
的
に
限
ら
れ
た
紙
面
に
注
記
を
収
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
事
情
以
外
に
'
別
の
意
識
が
働
い
て
い
た
か
ら
だ
と
思
わ
れ
る
｡
片

桐
洋

一
氏
は
､
こ
の
シ
リ
ー
ズ
の
総
論

･
桐
壷
の
解
説
で
'
他
注
よ
り
も

｢或
抄
｣
が
最
も
多
-
引
用
さ
れ
て
い
る
の
は
､
｢作
品
の
文

学
的
鑑
賞
を
何
よ
り
も
重
視
す
る

｢首
書
源
氏
｣
の
姿
勢
と

一
致
す
る
｣
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
､
注
釈
書
の
選
択
､
注
記
の
な
か
に
も
､

や
は
り
そ
う
い
う
姿
勢
や
意
図
を
読
み
と
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
う
｡
出
典
考
証
と
い
う
面
か
ら
'
そ
う
し
た
面
を
か
ら
ま
せ
な
が

ら
'
文
意
文
脈
を
理
解
し
よ
う
と
す
る
面
か
ら
､
と
い
う
よ
う
に
､
語
注
の
個
性
を
生
か
し
な
が
ら
'
わ
か
り
や
す
さ
を
中
心
に
し
て
適

宜
'
簡
潔
に
引
い
て
い
く
｡
そ
こ
に
は
'
湖
月
抄
の
よ
う
に
'
渚
注
の
簡
略
化
と
集
大
成
と
い
う
方
向
と
は
'
ま
た
別
の
読
み
が
見
ら
れ

る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
｡
き
わ
め
て
ス
ト
レ
ー
ト
に
t
よ
り
わ
か
り
や
す
く
､
直
接
的
に
問
い
か
け
て
く
る
源
氏
物
語
の
読
み
で
あ
る
.

(128頁
)



確
か
に

｢或
抄
｣
は
､
野
村
氏
が
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
､
｢
1
竿
斎
じ
し
ん
の
考
え
を
記
し
た
書
物
な
い
し
ノ
ー
ト
｣
に
近
い
も
の
で
あ
っ

た
と
考
え
た
方
が
よ
い
よ
う
に
思
う
｡
伊
井
春
樹
氏

(
『源
氏
物
語
注
釈
の
研
究
』

桜
楓
社
)
は
'
｢
『花
鳥
余
情
』
は
兼
良
の
作
成
し
た

源
氏
物
語
の
注
釈
書
で
は
あ
る
が
'
だ
か
ら
と
い
っ
て
す
べ
て
が
彼
の
オ
-
ジ
ナ
ル
な
発
想
に
よ
っ
て
で
き
あ
が
っ
た
注
記
だ
と
は
言
え
な

い
｡｣
(206
頁
)
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
｡
｢相
伝
｣
と
か
'
｢聞
書
｣
の
よ
う
な
頬
を
含
む

｢書
物
な
い
し
ノ
ー
ト
｣
の
類
だ
っ
た
と
考
え
た
方

が
自
然
の
よ
う
に
思
う
｡
更
に
伊
井
氏
は
'

一
方
で
は
む
し
ろ
注
記
を
縮
小
整
理
し
て
示
し
た
北
村
季
吟
の

『湖
月
抄
』
が
､
そ
の
ハ
ン
デ
ィ
ー
さ
と
簡
潔
な
内
容
に
よ
っ
て
人
々

の
支
持
を
得
る
こ
と
に
な
る
｡
そ
し
て
近
世
に
お
け
る
研
究
は
､
い
ず
れ
も

『湖
月
抄
』
を
出
発
点
と
し
て
始
め
ら
れ
る
に
い
た
る
ほ
ど
'

ポ
ピ
ュ
ラ
ー
な
注
釈
書
と
し
て
流
布
L
t
近
代
に
な
っ
て
も
戦
前
ま
で
の
中
心
の
テ
キ
ス
ト
と
し
て
広
く
読
ま
れ
て
も
い
た
｡
源
氏
物
語

研
究
の
長
い
歴
史
に
お
い
て
'
季
吟
ま
で
を
<
旧
注
>
と
言
い
'
そ
れ
以
後
の
国
学
者
た
ち
に
よ
る
注
釈
を
<
新
注
>
と
呼
び
な
ら
わ
す
｡

8(115
頁
)

と
指

摘

さ
れ
て
い
る
｡

『湖
月
抄
』
が
､
諸
注
の
簡
略
化
と
集
成
と
い
う
､

一
見
矛
盾
す
る
方
法
に
よ
っ
て
人
々
の
支
持
を
得
た
の
は
､
も

ち
ろ
ん
そ
の
ハ
ン
デ
ィ
ー
さ
と
簡
潔
な
内
容
に
よ
っ
て
で
は
あ
る
か
'
語
注
集
成
と
い
う
長
い
源
氏
物
語
享
受
の
伝
統
､
正
統
性
を
継
承
し

つ
つ
､
簡
略
化
に
よ
っ
て
よ
り
広
い
層
の
人
々
へ
の
浸
透
を
果
す
こ
と
が
で
き
た
か
ら
で
あ
る
｡
今
井
卓
爾
氏
は
､
｢集
大
成
と
啓
蒙
性
｣

(
『源
氏
物
語
批
評
史
の
研
究
』
鮎
沢
書
店
236
頁
)
と
言
わ
れ
る
｡
し
か
し
,
冒

書
』
本
玉
宴
の
巻
で
は
,
注
釈
書
の
引
用
が
物
語
の
内
容

に
微
妙
に
対
応
し
な
が
ら
そ
の
種
類
に
変
化
が
あ
ら
わ
れ
る
こ
と
'
注
釈
書
の
引
用
が
ほ
ぼ
群
を
形
成
し
て
い
る
こ
と
'
注
釈
書
は
一
書
を

簡
潔
に
引
用
す
る
こ
と
が

一
般
的
で
'
諸
注
集
成
と
い
う
形
を
と
っ
て
は
い
な
い
こ
と
t
等
の
意
味
は
'
も
う
少
し
比
較
検
討
を
加
え
ら
れ

て
よ
い
こ
と
の
よ
う
に
思
う
｡
既
に
今
井
氏
も
､

季
吟
の
一
生
は
和
歌
俳
譜
の
雰
囲
気
の
中
で
古
典
を
研
究
し
､
そ
れ
に
よ
っ
て
又
幕
府
に
召
さ
れ
て
ゐ
た
の
で
あ
っ
て
'
披
潤
な
く
落



ち
つ
き
得
る
環
境
の
中
に
終
始
し
た

(
『源
氏
物
語
批
評
史
の
研

究』235頁
)

と
､
述
べ
ら
れ
て
い
る
｡
季
吟
は
'
新
玉
津
島
神
社
の
杜
司
と
な
っ
て
古
典
研
究
に
没
頭
し
た
｡
幕
府
の
歌
学
方
と
し
て
召
さ
れ
'
目
白
関

口
台
に
別
荘
疎
儀
荘
を
営
む
な
ど
'
江
戸
時
代
前
期
を
代
表
す
る
俳
人
'
歌
人
､
古
典
研
究
家
と
し
て
碩
学
で
あ
っ
た
｡

『湖
月
抄
』
の
流

布
は
'
そ
う
し
た
季
吟
の
社
会
的
名
声
や
地
位
に
支
え
ら
れ
て
も
い
た
の
で
あ
る
｡

一
方
季
吟
の
門
弟
に
は
'
公
卿
な
ど
上
流
階
級
の
人
々

も
多
か
っ
た
｡

『湖
月
抄
』
の
形
態
と
そ
の
享
受
は
'
季
吟
を
と
り
ま
く
そ
う
し
た
環
境
と
深
-
関
わ
っ
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡

そ
れ
に
対
し
て
t

r首
書
』
本
の
注
記
は
､
わ
か
り
や
す
さ
と
い
う
点
を
中
心
に
し
て
､
適
宜
簡
潔
に
諸
注
を
引
い
て
い
る
.
そ
こ
に
は
'

き
わ
め
て
ス
ト
レ
ー
ト
に
t
よ
り
わ
か
り
や
す
く
'
直
接
的
に
問
い
か
け
て
-
る
源
氏
物
語
の
享
受
の
方
法
が
見
ら
れ
る
｡
片
桐
洋

一
氏
は
'

和
泉
書
院

『首
書
』
本
影
印
本
シ
リ
ー
ズ
の

『総
論

･
桐
壷
』
の
解
説
で
'
他
注
よ
り
も

｢或
抄
｣
が
最
も
多
-
引
用
さ
れ
て
い
る
の
は
､

｢作
品
の
文
学
的
鑑
賞
を
何
よ
り
も
重
視
す
る

｢首
書
源
氏
｣
の
姿
勢
と

一
致
す
る
｣

(135
吾

と
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
へ
注
釈
書
の
選
択
､

注
記
の
な
か
に
も
､
や
は
り
そ
う
い
う
姿
勢
や
意
図
を
読
み
と
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
う
｡

『湖
月
抄
』
が
､
諸
注
の
簡
略
化
と
集
成
t

L
高
い
啓
蒙
性
､
更
に
季
吟
と
い
う
碩
学
に
支
え
ら
れ
て
､
近
世
源
氏
学
の
主
流
と
な
り
得
た
の
に
対
し
て
'
『首
書
』
本
は
､
そ
の
享
受
の

一
流
に
と
ど
ま
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡
啓
蒙
性
を
全
面
に
押
し
出
し
'
物
語
の
鑑
賞
を
重
視
す
る
源
氏
学
の
方
法
は
'
あ
る
程
度
の
知
識

層
'
上
層
階
級
の
人
々
に
は
な
じ
ま
な
い
一
面
を
持
っ
て
い
た
よ
う
に
思
う
｡

『万
水

一
露
』
は
､
確
か
に
膨
大
な
語
注
集
成
で
は
あ
る
が
､

そ
れ
を
簡
略
化
し
て
引
用
す
る
方
法
は
､
｢或
抄
｣
を
注
記
す
る
方
法
と
同
質
の
も
の
で
'
諸
注

｢集
成
｣
に
慣
れ
'
そ
れ
を
正
統
的
な
も

の
と
し
て
享
受
し
て
き
た
伝
統
-

そ
れ
は
､
『湖
月
抄
』
に
対
す
る
現
時
点
で
の
評
価
と
は
別
で
あ
る
I

か
ら
す
れ
ば
､
啓
蒙
性
を
全

面
的
に
押
し
出
す

『首
書
』
本
の
そ
の
よ
う
な
注
記
は
'

一
傍
流
の
享
受
と
し
て
軽
さ
'
あ
る
な
じ
み
に
-
さ
を
持
っ
て
い
た
よ
う
に
思
う
｡

『湖
月
抄
』
玉
墨
の
巻
に
は
､
『首
書
』
本
と
同
じ
よ
う
に
異
文
に
つ
い
て
注
記
す
る
も
の
が
あ
る
.
そ
れ
ら
を
比
校
'
検
討
す
る
こ
と

6



に
よ
っ
て
'
そ
の
背
後
に
存
す
る
異
本
群
の
系
統

･
本
文
的
性
格
を
'
『首
書
』
本
と
の
関
わ
り
の
な
か
で
追
及
す
る
こ
と
が
で
き
る
は
ず

で
あ
る
｡
そ
し
て
そ
れ
が
'
本
文
に
関
わ
る
か
'
注
釈
の
方
法
､
態
度
に
関
わ
る
問
題
で
あ
る
か
な
ど
を
明
確
に
し
て
い
-
こ
と
は
必
要
な

こ
と
で
あ
る
｡

延
宝
木
版
本

『湖
月
抄
』
で
調
査
す
る
こ
と
が
で
き
た
異
文
に
つ
い
て
の
頭
注
､
傍
注
の
注
記
の
延
数
は
二
十
二
例
で
'
十
七
箇
所
に
つ

い
て
の
注
記
が
見
ら
れ
る
｡
う
ち
二
箇
所
は
背
表
紙
の
本
文
を
示
し
､

一
箇
所
は

｢抄
｣
を
引
く
表
記
の
問
題
で
､
十
四
箇
所
が
異
本
の
本

文
を
注
記
す
る
｡
そ
れ
ら
を
対
校
す
る
と
､
次
の
よ
う
に
な
る
｡
最
初
に
異
文
の
存
在
す
る
丁
数
と
行
'
『湖
月
抄
』
の
本
文
､
次
の
行
に

『湖
月
抄
』
の
注
記
す
る
異
文
を
示
し
､
そ
れ
と
共
通
異
文
を
も
つ
異
本
を
略
号
で
指
摘
し
た
｡

川十
四
丁
り
･
六
行

･
お
そ
ろ
し
き

○
お
に
し
盲
-

証

･
河

･
保

･
<
を
に
し
き
の

陽
>
･
<
を
か
し
き

穂

>
｡

脚十
四
丁
り
･
九
行

･
さ
は
ら
ざ
り
け
る

○
名
の
み
な
り
け
り
-
肖
､
証
､
穂

･
河

･
陽
'
麦
､
阿
｡

榔
十
八
丁
り
二
二
行

･
を
ん
な
ば
ら

○
女
ば
う
ー
肖
､
∧
女
房
た
た

証
>

･
∧
女
は
た
～

穂

･
河

･
別

･
>
｡

仙二
十

1
丁
オ
･
三
行

･
わ
か
も
の

○
わ
か
き
も
の
ー

大
'
桟
'
肖
'
証
'
穂
'
<

｢き
｣
補
入

池
>

･
河

･
別

･
『首
書
』｡

(
｢
三
｣
ノ
ミ
'

『湖
』
本
文
卜
同
ジ
)｡

㈲
三
十
七
丁

･
ウ
･
〓
汀
･
十
月

〇
十

一
月
-
証
'
穂

･
河

･
保
｡

㈲
三
十
七
丁

･
ウ
･
六
行

･
女

7



○
お
う
な
-
大
'
証
'
穂

･
河

･
(
｢御
)
ノ
-

｢女
｣
)
国
'
麦
'
阿

･
<

｢お
と
な
に
｣
桟

･
陽
>

(池
'
三
､
肖

･
御

･
保

･
ガ

『湖
』
本
文
卜
同
ジ
)0

m三
十
八
丁

･
り
二
二
行

･
し
た
り

○
し
た
て
た
り
ー
大
､
桟
､
池
'
肖
､
証
､
穂

･
阿

･
別

･
『首
書
』｡
<

｢し
て
た
り
｣
三
>
｡

㈲
四
十
丁
･
ウ
･
九
行

･
あ
ら
ぬ

○
あ
は
ぬ
-
大
､
肖
､
証

･
<

｢あ
わ
ぬ
｣

｢
ら
｣
ヲ
見
せ
消
チ

｢わ
｣
補
入

池
>
･
<

｢あ
ら
ぬ
｣
ノ

｢ら
｣
ニ
｢
は
｣
ヲ
並
記

三
>

･
宮
､
尾

･
保
､
国
､
麦
'
阿

･
『首
書
』｡

㈱
四
十

一
丁

･
オ
･
七
行

･
な
れ
ど

○
な
が
ら
ー
御
'
大
｡

㈹
四
十
二
丁
･
オ
･
五
行

･
い
さ
ざ
し
け
は
ひ

○
い
き
ま
き
し
け
は
ひ
-
穂

･
保
'
麦
'
阿

･
<
補
入

池
>
｡

仙
四
十
三
丁

･
オ
･
八
行

･
す
ぢ
は
た

○
す
ぢ
は
は
た
I
麦
'
阿
.
<

｢す
ち
は
｣
保
>
.

昭
四
十
三
丁

･
オ
･
十

1
行

･
ま
い
れ
る
物
共

○
ま
い
れ
る
う
ち
も
の
と
も
-
ナ
シ
･
∧

｢ま
い
ら
せ
る
た
る
う
ち
物
と
も
｣
大
'
桟
'
池
'
三
･
国
､
麦
'
阿

･
>
･
<

｢ま
い
ら
せ

た
る
物
と
も
｣
肖

･
『首
書
』
>
∧

｢も
て
ま
い
れ
る
も
の
と
も
み
な
｣
陽
>
･
(証
'
穂

･
河

･
保
ガ

『湖
』
本
文
卜
同
ジ
)0

㈹
四
十
三
丁

･
オ
･
頭
注

｢
イ
本
こ
う
ら
や
み
な
-
こ
そ
と
あ
り
｣

○
う
ら
や
み
な
く
こ
そ
-
大
､
桟
'
肖
'
証
､
穂

･
河

･
(池
'
三

･
保
ガ

『湖
』
本
文
卜
同
ジ
)0

8



㈹
四
十
五
丁
･
ウ
･
〓
付
･
に
げ
っ
い
た
る

○
に
つ
い
た
る
-
大
'
桟
'
池
'
三
･
麦
'
阿

･
∧

｢し
け
つ
い
た
る
｣
陽
>

･
<

｢
に
ん
け
つ
い
た
る
｣
保
>
｡

略
号
は

『源
氏
物
語
大
成
』
に
よ
っ
た
が
'
｢大
成
｣
に
収
録
さ
れ
て
い
な
い
宮
内
庁
書
陵
部
歳
青
表
紙
証
本
'
穂
久
適
文
庫
蔵
本
は
'

新
典
社
影
印
本
､
貴
重
本
刊
行
会
の
影
印
叢
刊
本
に
よ
り
校
合
L
t
｢証
｣
｢穂
｣
の
略
号
を
用
い
て
示
し
た
｡
ま
た
'
御
物
本
は
東
山
御
文

庫
蔵
本

『御
物

各
筆
源
氏
｣

(貴
重
本
刊
行
会
)'
高
松
宮
家
本
は
臨
川
書
店
の
複
製
本
､
陽
明
文
庫
本
は
思
文
閣
出
版
影
印
本
に
そ
れ

ぞ
れ
当
た
っ
て
比
校
し
た
が
､
こ
の
部
分
に
つ
い
て
は

『大
成
』
の
誤
校
は
管
見
に
入
ら
な
か
っ
た
｡

『大
成
』
収
録
の
十
七
本
'
｢
証
｣
'

｢穂
｣､
｢首
書
』
の
三
本
'
計
二
十
本
と
校
合
し
た
結
果
を
､
｢資
料
｣

川か
ら
㈹
ま
で
に
示
し
た
｡

『湖
月
抄
』
の
校
訂
者
北
村
季
吟
が
'

異
本
と
し
て
示
し
た
異
文
の
本
文
的
特
徴
は
'
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
か
｡
比
校
'
調
査
す
る
こ
と
が
で
き
た
二
十
本

の
諸
本
と
'
ど
の
よ
う
な
関
わ
り
を
も
っ
て
い
る
か
'
集
計
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
｡
第

一
に
系
統
的
に
分
類
す
る
｡

H
､
背
表
紙
本

･
河
内
本

･
別
本
系
統
の
諸
本
と
共
通
異
文
を
形
成
す
る
も
の

臼
､
背
表
紙
本

･
河
内
本

･
別
本
系
統
の
諸
本
'
『首
書
』
本
と
も
共
通
異
文
を
形
成
す
る
も
の

白
'
背
表
紙
本

･
別
本
系
統
の
諸
本
と
共
通
異
文
を
形
成
す
る
も
の

臼
､
背
表
紙
本
系
統

｢肖
｣

1
本
の
み
と
共
通
異
文
を
形
成
す
る
も
の

勘
､
河
内
本
系
統
の
諸
本
の
み
と
共
通
異
文
を
形
成
す
る
も
の

閃
'
別
本
系
統
の
諸
本
の
み
と
共
通
異
文
を
形
成
す
る
も
の

旧
'
背
表
紙
本

･
河
内
本
系
統
の
諸
本
の
み
と
共
通
異
文
を
形
成
す
る
も
の

㈹
'
該
当
す
る
諸
本
の
な
い
も
の

4321日
H

11H
H

た
だ
し
､
川
は
は
ば
日
の
系
統
に
近
い
｡
次
に
こ
れ
ら
を
'
系
統
論
的
諸
本
と
い
う
視
点
か
ら
延
数
で
集
計
L
t
そ
れ
を
百
分
率
で
示
す



と
次
の
よ
う
に
な
る
｡
上
段
は
異
文
数
十
四
㌧
下
段
は
異
文
延
数
三
十

一
に
対
す
る
百
分
率
で
あ
る
｡

㈹背
表
紙
本

u

七
八
･
六
%

三
五
･
五
%

㈲
別
本

10

七

一
･
四
%

三
二
･
三
%

の
河
内
本

9

六
四
･
三
%

二
九
･
〇
%

の
独
自
異
文

(該
当
諸
本
の
な
い
も
の

1
.
七

二

%

三
二
一%

こ
れ
を
､
関
与
す
る
諸
本
と
い
う
視
点
に
立
っ
て
'
諸
本
ご
と
に
還
元
L
t
そ
の
共
通
異
文
数
と
百
分
率
と
を
示
す
と
'
次
の
よ
う
に
な
る
｡

上
段
は
異
文
数
十
四
､
下
段
は
異
文
延
数
百
十
六
に
対
す
る
百
分
率
で
あ
る
｡

脚頬
'
青
表
紙
本
系
諸
本

川
証

8

五
七
･
1
%

六

･
九
%

何

棟

7

五
〇
･
〇
%

六

･
〇
%

i
:大

･
肖

6

三
五
･
七
%

五
二
一%

vTr:

桟

4

二
八
･
六
%

三
･
四
%

的
池

2

1
四
･
三
%

1
･
七
%

Z
:三

-

七

･
1
%

〇
･
九
%

脚
類

河
内
本
系
譜
本

川
御

･
宮

･
尾

･
大

8

五
七

･
1
%

六

･
九
%

3
:七

･
平

･
鳳

7

五
〇
･
〇
%

六

･
〇
%

の
群
'
別
本
系
譜
本

川
麦

･
阿

8

五
七

･
1
%

六
･
九
%

付

保

6

三
五
･
七
%

五

･
1
1%

3
:国

･
4

二
八
･
六
%

三
･
四
%

jI
陽

3

二
1
･
四
%

二
･
六
%

の
群
'
独
自
異
文

(該
当
諸
本
の
な
い
も
の
)

-

七

･
一
%

〇
･
九
%

池
田
本
に
は
他
に
三
例
の
補
入
共
通
異
文
が
あ
り
､
陽
明
文
庫
本
に
は
一
例
の
ほ
ぼ
共
通
す
る
異
文
が
あ
る
｡
ま
た
､
D
群
の
1
例
は
ほ

ぼ

｢日
､
背
表
紙
本

･
別
本
系
統
の
諸
本
と
共
通
異
文
を
形
成
す
る
も
の
｣
に
近
-
'
｢大
'
横
'
弛
'
三
･
国
､
麦
'
阿
｣
と
重
要
異
文

10



が
共
通
す
る
｡
し
か
し
,
こ
れ
ら
の
例
は
'
右
の
集
計
か
ら
除
外
し
た
｡
ま
た
'
冒

書
』
本
と
共
通
す
る
異
文
は
三
例
あ
る
が
､

こ
れ
ら

は
す
べ
て
背
表
紙
本

･
河
内
本

･
別
本
系
統
の
諸
本
と
の
重
な
り
の
中
で
あ
ら
わ
れ
る
｡
諸
本
と
の
重
な
り
を
図
表
化
し
て
示
す
と
'
次
の

よ
う
に
な
る
｡

04)(13)(12)仙 (10)(9)(8)(7)(6)(5)(4)(3)(2)(1)

大 大 大 大 大 大

肖 肖 肖 肖 肖 肖

槙 桟 槙 桟

証 証 証 証 証 証 証 証

穂 揺 揺 穂 穂 揺 揺

池 池

河 河 河 河 河 河 河

御

宮

尾

大

別 別

麦 麦 麦 麦 麦 麦

阿 阿 阿 阿 阿 阿

国 国

煤 煤 煤 煤

こ
れ
ら
の
資
料
,
統
計
を
も
と
に
,
冒

書
』
本
と

『湖
月
抄
』
と
が
､
異
本
と
し
て
注
記
す
る
本
文
の
特
徴
に
つ
い
て
､
比
較
､
検
討

し
､
そ
の
背
後
に
存
在
す
る
異
本
ま
た
は
異
本
群
の
本
文
的
性
格
'
系
統
に
つ
い
て
推
測
を
加
え
る
こ
と
に
す
る
.
両
本
の
注
記
す
る
異
文

が
､
そ
れ
ぞ
れ
の
異
文
総
数
に
対
し
て
占
め
る
百
分
率
を
諸
本
ご
と
に
集
計
す
る
と
､
次
の
よ
う
に
な
る
｡

紬は
､
『湖
月
抄
』

･
脚
は
'



r首
香
し
本
へ
数
値
は

｢%
｣
で
あ
る
.

両
本
の
数
値
で
､
願
著
な
相
違
が
見
ら
れ
る
の
は
'
横
山
家
本
'
池
田
本
'
三
条
西
家
本
'
麦
生
本
'
阿
里
模
本
'
保
坂
本
で
あ
る
.
ま
た
､

｢首
書
』
本
は
'
背
表
紙
本
系
諸
本
の
み
と
共
通
異
文
を
形
成
す
る
も
の
が
四
例
､
四
〇
%
に
及
ぶ
の
に
､
『湖
月
抄
』
で
は
'

一
例
'
七

･

一
%
に
過
ぎ
な
い
｡
既
に
指
摘
し
た
よ
う
に
､
両
本
の
本
文
は
き
わ
め
て
高
い
親
近
性
を
示
し
て
い
る
｡
だ
が
､
こ
の
よ
う
に
両
本
が
注
記

す
る
異
本
は
'

一
面
'
相
当
異
る
本
文
的
性
格
を
も
っ
て
い
る
｡

『首
書
』
本
も
'
そ
の
異
文
を
注
記
す
る

｢異
本
｣
も
'
｢背
表
紙
本
群

頬
｣
と
し
て
､
混
成
'
混
態
現
象
を
も
ち
'
系
統
論
的
に
き
わ
め
て
不
純
な
本
文
的
性
格
を
も
つ
も
の
で
あ
る
こ
と
は
既
に
指
摘
し
た
.

『首
書
』
本
が
'
異
本
と
し
て
注
記
す
る
本
文
の
顕
著
な
特
徴
は
､
｢
B
L
r

C
L

r
D
｣
群
で
は
き
わ
め
て
低
い
親
近
関
係
を
示
し
て
疎
遠

で
あ
っ
た
横
山
家
本
が
'
大
島
本
､
池
田
本
な
ど
を
伴
っ
て
高
い
親
近
性
を
も
つ
こ
と
で
あ
る
｡
そ
し
て
､
そ
れ
は

｢異
本
群
｣
と
も
い
う

べ
き
､
雑
で
不
整
な
'
系
統
論
的
に
不
純
な
集
成
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
す
る
｡

し
か
し
'
『湖
月
抄
』
の
注
記
す
る
異
文
は
､
混
成
'
混
態
を
経
て
は
い
る
が
'
雑
多
な
集
成
と
は
見
ら
れ
な
い
'
そ
う
い
う
意
味
で
は

｢異
本
群
｣
で
は
な
-
'

一
つ
の

｢異
本
｣
と
も
い
う
べ
き
も
の
を
想
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
｡
そ
し
て
そ
れ
は
'
両
本
の
諸
本
に
見
ら
れ

る
異
文
の
重
な
り
を
図
表
化
し
た
結
果
と
比
較
'
検
討
す
れ
ば
'
明
確
に
指
摘
で
き
る
顕
著
な
特
徴
で
も
あ
る
.
だ
が
'
そ
の
混
成
'
混
態

を
現
存
諸
本
か
ら
ほ
ぼ
合
成
L
t
集
成
'
分
類
し
得
る
と
い
う
本
文
的
性
格
を
も
つ
こ
と
に
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
.
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『首
書
』
本
の
注
記
す
る
異
文
は
'
池
田
本
'
大
島
本
な
ど
を
伴

っ
て
桟
山
家
本
と
高
い
親
近
性
を
示
し
て
い
る
が
'
『湖
月
抄
』
で
は
､

r首
書
』
本
の
六
〇

･
〇
%
に
対
し
て
'
四
例
'
二
八

二
ハ
%
に
過
ぎ
な
い
｡
ま
た
､
池
田
本
も
四
〇

･
〇
%
に
対
し
て
'
二
例
二

四

･
三
%

に
過
ぎ
な
い
｡
し
か
し
'
注
意
す
べ
き
こ
と
は
池
田
本
に
見
ら
れ
る
三
箇
所
の
補
人
が
､
い
ず
れ
も

『湖
月
抄
』
注
記
の
異
文
と
共
通
異
文

を
形
成
し
て
い
る
事
実
で
あ
る
｡
こ
の
こ
と
は
'
補
入
以
前
の
池
田
本
の
本
文
が
'
『湖
月
抄
』
注
記
の
異
文
と
は
疎
遠
な
関
係
に
あ

っ
た

こ
と
を
示
す
も
の
で
'
系
統
論
的
に

F首
書
山
本
と
は
異
な
る
異
本
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
｡
三
条
西
家
本
と
も
や
は
り
疎
遠
で
あ
る

が
'
宮
内
庁
書
陵
部
蔵
背
表
紙
証
本
'
穂
久
題
文
庫
蔵
本
と
は
親
近
関
係
が
高
い
｡
大
島
本
'
肖
柏
木
及
び
河
内
本
の
関
係
は
､
両
本
で
は

や
は
り
本
質
的
な
差
違
は
見
ら
れ
な
い
O
別
本
で
は
'
麦
生
本
､
阿
望
美
本
､
そ
れ
に
次
い
で
保
坂
本
が
高
い
親
近
関
係
を
保
っ
て
い
る
.

麦
生
木
'
阿
里
美
本
と
の
親
近
関
係
は

『首
書
』
本
よ
り
田
著
で
､
か
つ
高
い
.
そ
し
て
'
『
湖
月
抄
』
の
異
文
注
記
は
'
現
存
諸
本
と
の

関
係
の
な
か
で
か
な
り
整
然
と
し
た
体
系
が
見
ら
れ
'
｢首
書
』
本
の
よ
う
な
雑
然
さ
が
な
い
｡
こ
の
こ
と
は
､
『湖
月
抄
』
注
記
の
異
本
が
､

や
は
り
混
成
'
混
態
を
経
過
し
た
系
統
論
的
に
不
純
な
本
文
を
も
ち
な
が
ら
も
､
不
整
で
な
い
点
に
､
伝
来
の
上
で
の
素
姓
の
よ
さ
を
見
せ

て
い
る
｡
そ
し
て
'
そ
れ
は
両
本
の
校
訂
者
の
社
会
的
地
位
'
物
語
享
受
の
方
法
'
享
受
の
階
層
な
ど
の
微
妙
な
差
異
を
端
的
に
示
し
て
い

る
よ
う
に
思
う
｡

上
野
英
子
氏
(

｢

近
世
初
期
源
氏
物
語

版
本
の
本
文
H
L

｢研
究
と
資
料
｣

第
十
七
輯

昭
和
62
年
7
月
)
の
研
究
に
よ
れ
ば
､

『首
書
』
本
は
慶
安
本
と
類
似
性
が
あ
り
'

或
は
同
書
を
校
合
に
用
い
た
か
も
し
れ
な
い
こ
と
､
万
治
本
と
湖
月
抄
と
は
､
は
ば
こ
の
慶
安

本
と
軌
を

1
に
し
て
い
る
ら
し
い
こ
と
t
を
指
摘
さ
れ
て
い
る
｡
版
本
を
つ
ぶ
つ
さ
に
調
査
さ
れ
て
の
､
帯
木
の
巻
に
つ
い
て
の
研
究
で
あ

り
'
そ
れ
を
た
だ
ち
に
玉
基
の
巻
に
準
用
す
る
こ
と
は
､
こ
の
物
語
の
巻
々
に
お
け
る
本
文
の
あ
り
よ
う
'
実
態
か
ら
は
遊
離
し
た
推
論
に

達
い
な
い
が
､
氏
は
､
両
本
と
q
関
係
を
､
慶
安
本
を
祖
本
及
び
校
合
本
と
す
る
親
近
性
で
あ
る
と
い
う
系
統
論
に
立
た
れ
る
.
以
下
そ
の

基
本
的
な
立
論
を
'
直
接
本
文
を
比
較
し
な
い
で
､
別
の
外
部
徴
証
に
よ
っ
て
検
討
を
加
え
る
と
い
う

一
つ
の
立
場
か
ら
'
本
文
と
享
受
を
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め
ぐ
る
問
題
と
し
て
考
え
て
み
る
｡
な
お
､
氏
の
精
確
な
調
査
'
報
告
を
期
待
す
る
が
'
既
に
こ
れ
ま
で
の
資
料
の
集
計
､
分
析
を
通
し
て
'

玉
宴
の
巻
に
つ
い
て
は
'
結
論
を
要
約
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
も
思
う
｡

｢
Ⅲ
｣
の
冒
頭
で
も
要
約
し
た
よ
う
に
'
『首
書
山
本
の
大
島
本
に
対
す
る
異
文
数
は
百
四
十
四
例
､
『首
書
』
本
の
独
自
異
文
十
例
､
他

の
諸
本
を
伴
っ
て
共
通
異
文
を
形
成
す
る
も
の
百
三
十
四
例
で
あ
る
｡
う
ち
'
『湖
月
抄
』
と
単
独
で
共
通
異
文
を
形
成
す
る
も
の
二
十
三

例
､
他
の
諸
本
を
伴
っ
て

『湖
月
抄
』
と
も
共
通
異
文
を
形
成
す
る
も
の
八
十
九
例
'
『湖
月
抄
』
が
関
与
す
る
共
通
異
文
数
は
百
十
二
例

に
達
す
る
｡
共
通
異
文
数
に
対
す
る

『首
書
』
本
と

『湖
月
抄
』
の
親
近
度
は
八
三

二
ハ
%
'
『首
書
』
本
の
独
自
異
文
率
は
七

･
五
%
に

過
ぎ
な
い
｡

次
に
'
『首
書
山
本
と

『湖
月
抄
』
と
を
直
接
対
校
し
た

｢
D
群
｣
の
結
果
に
よ
れ
ば
'
異
文
数
は
二
十
例
で
あ
る
｡
う
ち

『
湖
月
抄
』

の
独
自
異
文
は
五
例
で
､
十
五
例
が

『首
書
』
本
以
外
の
諸
本
と
共
通
異
文
を
形
成
し
て
い
る
｡
『湖
月
抄
』
の
独
自
異
文
も
'
片
々
た
る

語
の
相
違
や
誤
写
に
よ
る
か
と
思
わ
れ
る
も
の
ば
か
り
で
､
『首
書
』
本
の
､
大
島
本
に
対
す
る
独
自
異
文
十
例
と
､
本
質
的
に
さ
し
て
異

る
異
文
と
は
考
え
ら
れ
な
い
｡
校
訂
意
識
を
伴
っ
た
高
い
次
元
で
の
本
文
の
改
定
を
'
南
本
の
独
自
異
文
の
な
か
に
見
出
す
こ
と
は
困
難
で

あ
る
｡

｢
D
群
｣
で
示
し
た
十
五
例
の
異
文
は
'
系
統
的
諸
本
と
の
関
係
と
い
う
視
点
か
ら
'
そ
の
親
近
度
を
百
分
率
で
あ
ら
わ
す
と
､
青

表
紙
本
系
九
三

二
二
%
'
別
本
系
七
三

･
三
%
'
河
内
本
系
六
〇
･
六
%
と
な
る
｡
こ
れ
ら
の
異
文
を
混
成
'
混
態
と
し
て
捉
え
る
か
､
逆

に
諸
本
群
に
共
通
す
る
も
の
と
し
て
原
本
に
近
い
も
の
と
し
て
捉
え
る
か
は
問
題
で
あ
る
よ
う
に
も
思
え
る
｡
し
か
し
､
両
本
の
異
文
の
重

な
り
が
'
若
干
の
共
通
す
る
頬
型
を
も
つ
に
過
ぎ
ず
'
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
､

1
例
が
同
時
に
1
つ
の
矯
型
を
作
る
と
い
う
事
実
は
､
本
文
の

混
成
'
混
態
と
考
え
る
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
｡
そ
し
て
､
そ
れ
は
'
系
統
論
的
に
き
わ
め
て
不
純
で
あ
る
と
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
｡
こ
の
十
五
例
と
'
独
自
異
文
と
し
て
処
理
し
て
き
た
五
例
の
異
文
が
'
慶
安
本
と
共
通
異
文
を
形
成
し
て
い
る
こ
と
す
れ
ば
'

上
野
氏
が

｢慶
安
本
以
後
に
出
版
さ
れ
た
万
治
本
と
湖
月
抄
と
は
､
ほ
ぼ
慶
安
本
と
軌
を

一
つ
に
し
て
い
る
ら
し
い
｣
と
い
わ
れ
る
の
は
妥
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当
な
見
解
で
あ
る
｡
だ
か
'
こ
の

｢
D
群
｣
の
異
文
に
慶
安
本
と
の
共
通
異
文
が
存
在
し
な
い
と
す
る
な
ら
ば
'
玉
墨
の
巻
に
つ
い
て
は
'

上
野
氏
の
立
論
に
再
検
討
を
加
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
こ
の
問
題
と
深
-
か
か
わ
る
こ
と
で
も
あ
る
が
､
『湖
月
抄
』
と

『首
雷
』
本
と

の
比
校
'
更
に
諸
本
と
の
対
校
と
い
う
外
部
的
徴
証
か
ら
す
れ
ば
､
｢特
に
慶
安
本
に
つ
い
て
は
､
首
書
源
氏
と
も
琉
似
性
が
あ
り
､
或
は

同
書
を
校
合
に
用
い
た
か
も
し
れ
な
い
｣
と
い
う
よ
う
な
､
両
本
の
親
近
関
係
で
は
な
い
と
断
定
せ
ざ
る
を
得
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡
さ

ら
に
氏
の
玉
宴
の
巻
に
つ
い
て
の
精
確
な
調
査
を
待
つ
こ
と
に
す
る
.
野
村
精

1
氏
は
'
版
木
の
問
題
の
む
つ
か
し
さ
を
示
唆
さ
れ
た
が
'

従
う
べ
き
こ
と
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡

『首
書
』
本
と

『湖
月
抄
』
の
本
文
の
系
統
と
注
釈
の
方
法
の
相
違

･
異
文
の
注
記
と
異
本
の
問
題
な
ど
'
主
と
し
て
本
文
の
問
題
を
め

ぐ
っ
て
'
南
本
の
物
語
享
受
に
お
け
る
微
妙
な
位
相
を
指
摘
し
た
が
､
さ
ら
に
再
検
討
を
加
う
べ
き
問
題
も
多
い
よ
う
に
思
う
｡

Ⅳ

玉
豊
の
巻
の
'
大
夫
の
監
の
求
婚
詩
に
､

N
つ
ら

ち
か

監
｢君
に
も
し
こ
こ
ろ
た
が
は
ば
松
浦
な
る
か
が
み
の
神
を
か
け
て

誓

は

む五

あ
れ

こ
の
和
歌
は
､
仕
う
ま
つ
り
た
り
と
た
む
思
ひ
た
ま
ふ
る
｣
と
､
う
ち
笑

み
た
る
も
､
世
づ
か
ず
う
ひ
う
ひ
し
や
｡
我

に

も
あ
ら
ね
ば
'

返
し
す
べ
く
も
恩
は
ね
ど
､
む
す
め
ど
も
に
詠
ま
す
れ
ど
､
娘
｢ま
ろ
は
'
ま
し
て
も
の
も
お
ぼ
え
ず
｣
と
て
ゐ
た
れ
ば
'
い
と
久
し
さ

に
思
ひ
わ
づ
ら
ひ
て
､
う
ち
思
ひ
け
る
ま
ま
に
'

乳母
年
を
経
て
い
の
る
心
の
た
が
ひ
な
ば
か
が
み
の
神
を
つ
ら
し
と
や
見
む

お
ほ

と
わ
な
な
か
し
出
で
た
る
を
'
監
｢ま
て
や
､
こ
は
い
か
に

仰

せ

ら
る
る
｣
と
'
ゆ
く
り
か
に
寄
り
来
る
け
は
ひ
に
'
お
び
え
て
'
お
と
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ど
色
な
く
な
り
ぬ
｡
む
す
め
た
ち
'
さ
は
言
ヘ
ビ
､
心
強
-
笑
ひ
て
'

IIIと

たが

娘
｢
こ
の
人
の
さ
ま
異
に
も
の
し
た
ま
ふ
を
｡
ひ
き

達

へ

は
べ
ら
ば
､
恩
は
れ
む
を
'
な
は
は
け
は
け
し
き
人
の
､
神
か
け
て
聞
こ
え
ひ

さ

さ

が
め
た
ま
ふ
な
め
り
や
｣
と
解
き
聞
か
す
｡
監
｢お
い
'
然

り
'
然

り
｣
と
う
な
づ
き
て
'
監
｢を
か
し
き
御
口
つ
き
か
な
｡
な
に
が
し

ゐ
な
か

く
ち
を

ら

田

舎

び

た
り
と
い
う
名
こ
そ
は
べ
れ
､
口

惜

し

き
民
に
は
べ
ら
ず
｡
都
の
人
と
て
も
何
ば
か
り
か
あ
ら
む
｡
み
な
知
り
て
は
ペ
り
｡
な

あなづ

上

思
し

侮

り

そ
｣
と
て
'
ま
た
詠

ま
む
と
恩
へ
れ
ど
も
t
.た
へ
ず
や
あ
り
け
む
､
往

ぬ
め
り
｡

(小
学
館

『全
集
』
93
頁
)

と
い
う
部
分
が
あ
る
｡
後
半
分
の

r全
集
』
の
頭
注
を
抄
出
す
る
｡

｢監
の
機
嫌
を
と
る
た
め
に
'
母
の
和
歌
の
意
味
を
そ
の
よ
う
に
こ
じ

つ
け
た
｣'
｢
こ
の
あ
た
り
'
和
歌
に
疎
い
監
の
無
教
養
か
ら
-
る
早
合
点
に
注
意
｣､
｢高
言
に
似
合
わ
ぬ
実
力
の
程
度
が
描
き
出
さ
れ
'
辛

妹
こ
の
う
え
も
な
く
描
き
出
さ
れ
て
い
る
｣
-

大
夫
の
監
を
戯
画
化
L
t
烏
孫
物
語
と
し
て
染
め
あ
げ
て
い
-
物
語
作
者
の
､
筆
は
し
た

た
か
で
冴
え
て
い
る
｡
こ
れ
は
､
登
場
人
物
を
作
者
の
側
か
ら
捉
え
た
世
界
で
あ
る
が
､
舌
物
語
の
克
服
を
､
作
者
の
介
入
'
草
子
地
の
表

16

現
の
な
か
に
見
よ
う
と
す
る
物
語
論
は
'
確
か
に
1
つ
の
説
得
力
を
も
っ
て
い
る
｡
だ
か
'
源
氏
物
語
の
作
者
は
､
こ
う
い
う
物
語
の
方
法

を
､
読
者
と
の
関
わ
り
の
な
か
で
も
な
し
遂
げ
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
'
そ
の
驚
-
べ
き
方
法
を

｢鍍
｣
と
い
う
語
の
用
語
意
識

を
通
し
て
考
え
て
み
た
い
｡

r古
事
記
し
伊
耶
那
岐
の
命
'
櫛
名
田
比
売
'
倭
建
の
命
な
ど
の
神
話
を
通
じ
て
'
｢櫛
｣
に
ま
つ
わ
る
古
代
信
仰
を
要
約
し
､
『古
今
和

歌
六
帖
』

『夫
木
和
歌
抄
｣
な
ど
に
見
ら
れ
る

｢櫛
｣
の

歌
に
検
討
を
加
え
'
そ
の
語
誌
の
一
端
を
た
ど
っ
て
み
よ
う
｡

源
氏
物
語
に
臥
,
こ
の
意
味
に
関
わ
る

｢奴
｣
の
用
例
は
､
桐
壷
､
絵
合
､
若
菜
上
､
鈴
虫
､
宿
木
の
五
帖
に
見
ら
れ
る
｡
桐
壷
､
宿
木

の
巻
の
例
は

｢長
恨
歌
｣
の
故
事
を
ふ
ま
え
'
絵
合
'
若
菜
上
､
鈴
虫
の
巻
の
例
は
秋
好
中
宮
に
関
わ
る
｡
絵
合
の
巻
の

｢昔
の
御
髪
ざ
し

の
端
を
い
さ
さ
か
折
り
て
｣

(
芸

集
J

惚374
頁
)､
若
菜
上
の
巻

｢あ
え
も
の
は
け
し
う
は
あ
ら
じ
と
譲
り
き
こ
え
た
ま
へ
る
ほ
ど
､
げ



に
面
だ
た
し
き
き
鋒
な
れ
ば
｣
(
召

集
』
仙
37
吾

'
鈴
虫
の
巻

｢玉
の
暫
棄
て
さ
せ
た
ま
は
ん
も
｣
(
書

集
』
仙
377
頁
)
な
ど
'
秋
好

中
宮
に
関
わ
る
こ
れ
ら
の
解
釈
は
'
古
注
以
来
､
さ
し
て
注
意
さ
れ
る
こ
と
な
く
読
ま
れ
て
き
た
よ
う
に
思
う
｡
正

が
'
そ
こ
に
は
'
や
は

り
物
語
作
者
の
用
語
意
識
に
深
-
関
わ
る
問
題
が
秘
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡
｢面
影
｣
の
語
誌
と
物
語
の
享
受
を
め
ぐ
る
問
題

に
つ
い
て
は
'
｢
こ

章
で
既
に
指
摘
し
た
｡
そ
こ
で
指
摘
し
た
作
者
の
用
語
意
識
の
問
題
を
､
更
に
こ
れ
ら
の
語
を
通
し
て
考
え
て
み
た

い
｡
物
語
の
深
層
に
秘
め
ら
れ
た
物
語
作
者
の
発
想
を
掘
り
起
し
て
'
こ
の
物
語
を
読
ん
で
い
-
享
受
の
1
つ
の
方
法
を
提
示
し
な
が
ら
'

物
語
論
を
試
み
た
い
と
思
う
｡

『古
事
記
』

(武
田
祐
吉
訳
注

･
中
村
啓
信
補
訂
解
説

角
川
文
庫
)

｢黄
泉
の
国
｣
の
段
に
､

そ
の
殿
内
に
還
り
入
り
ま
せ
る
ほ
ど
'
い
と
久
し
-
て
待
ち
か
ね
た
ま
ひ
き
｡
か
れ
左
の
衝
撃
に
刺
さ
せ
る
湯
津
爪
櫛
の
男
桂

一
箇
取

り
闘
き
て
'

一
つ
火
燭
し
て
入
り
見
た
ま
ふ
時
に
､
(28
頁
)

と
あ
り
'
｢八
俣
の
大
蛇
｣
の
段
に
､

こ
こ
に
速
須
佐
の
男
の
命
､
そ
の
童
女
を
湯
津
爪
櫛
に
取
り
成
し
て
'
卸
磐
に
刺
し
て
'
(40
貢
)

と
あ
る
｡
倉
野
憲
司
氏

(
｢古
事
記
全
註
釈
｣
三
省
堂
)
は
'
｢物
語
の
筋
の
上
か
ら
言
へ
ば
'
こ
の
童
女
を
大
蛇
の
目
か
ら
隠
す
た
め
で

あ
っ
た
.
然
る
に
こ
れ
に
つ
い
て
は
従
来
種
々
の
解
釈
が
行
な
は
れ
て
ゐ
る
が
'

1
つ
と
し
て
妥
当
な
見
解
は
な
い
と
言
っ
て
も
過
言
で
は

な
い
｣
と
さ
れ
'

こ
の
話
は
も
と
も
と
賀
茂
系
神
話
で
あ
っ
て
､
須
佐
之
男
命
が
箸
又
は
櫛

(串
)
と
化
っ
て
肥
の
河
を
下
っ
て
櫛
名
田
比
売
を
配
偶
者

(あ
れ
を
と
め
)
と
定
め
る
と
い
ふ
筋
で
あ
っ
た
の
が

(箸

･
櫛

･
串

･
矢

･
杖
は
占
有
権
を
表
示
す
る
も
の
)'
姫
を
櫛
に
変
へ
て
撃
に

刺
す
と
い
ふ
風
に
変
へ
ら
れ
た
も
の
と
恩
は
れ
る
｡

(第
三
巻

157
頁
)

と
指
摘
さ
れ
て
い
る
｡
こ
の
神
話
に
は
'
刀
剣
の
神
霊
を
管
理
す
る
出
雲
系
祭
妃
の
伝
承
が
根
幹
に
存
在
す
る
｡
だ
が
､
｢
一
つ
と
し
て
妥
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当
な
見
解
は
な
い
｣
と
い
う
べ
き
だ
ろ
う
か
｡
既
に
武
田
祐
吉
博
士

(
『著
作
集
』
第
四
巻

角
川
書
店
)
の
次
の
指
摘
に
は
ぼ
尽
さ
れ
て

い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡

須
佐
の
男
の
命
は
櫛
名
田
比
売
と
婚
姻
を
約
せ
ら
れ
る
に
あ
た
っ
て
､
こ
の
嬉
子
の
霊
を
櫛
に
託
け
て
磐
に
刺
さ
れ
る
の
で
あ
る
O

(173頁
)

そ
れ
は
､
結
婚
の
神
話
的
､
神
秘
的
表
現
で
あ
り
'
大
蛇
に
対
し
て
既
に
比
売
に
占
有
権
を
も
つ
こ
と
へ
の
標
示
で
も
あ
っ
た
｡
高
崎
正
秀

博
士

(
『神
剣
考
』
著
作
集
第

一
巻

桜
楓
社
)
は
'
｢比
売
神
に
爪
櫛
を
挿
す
｣
と
い
う
こ
と
は
､

遠
来
神
た
る
素
尊
に
よ
っ
て
成
女
戒
が
与
へ
ら
れ
る
こ
と
で
あ
り
､
串
刺
に
よ
っ
て
比
売
は
神
の
も
の
-

素
蓋
鴫
の
妃
た
る
こ
と
を

標
結
ひ
さ
れ
た
こ
と
に
外
な
ら
ぬ
｡

(
74
頁
)

と
指
摘
さ
れ
て
い
る
.
そ
し
て
'
｢八
股
大
蛇
退
治
｣
は
'
｢出
雲
創
業
の
大
嘗
祭
'
｢国
生
み
｣
の
繁
明
を
物
語
る
も
の
｣
(78
頁
)
と
さ
れ

る
｡
爪
櫛
を
挿
す
と
い
う
､
こ
の
部
分
に
限
っ
て
言
え
ば
'
武
田
､
高
崎
両
博
士
の
説
は
'
基
本
的
に
は
異
な
る
点
は
見
ら
れ
な
い
｡
正
鵠

を
得
た
も
の
と
言
え
よ
う
｡
神
話
は
'
成
長
変
転
に
伴
い
､
や
は
り
､
変
容
と
変
相
を
と
げ
て
い
-
も
の
で
あ
っ
た
｡
角
川
文
庫
本
二
十
八

頁

｢黄
泉
の
国
｣
の
段
の
脚
注
に
､
｢髪
を
左
右
に
分
け
て
耳
の
辺
で
輪
に
す
る
｡
そ
れ
に
さ
し
た
神
聖
な
櫛
｡
櫛
は
竹
で
作
り
魔
よ
け
と

し
て
女
が
さ
し
て
く
れ
る
｡｣
と
あ
る
｡

｢男
桂

一
箇
取
り
開
き
て
｣
に
は
既
に
愛
の
断
絶
､
絶
交
が
あ
り
､
｢
一
つ
火
燭
し
て
｣
に
二
重
の

禁
忌
の
犯
し
が
見
ら
れ
る
｡

｢倭
建
の
命
の
東
征
｣
の
段
に
見
ら
れ
る

｢
そ
の
后
の
御
櫛
海
辺
に
依
り
き
｡
す
な
は
ち
そ
の
櫛
を
取
り
て
､

御
陵
を
作
り
て
治
め
置
き
き
｣

(115
吾

と
い
う
の
は
･
播
磨
国
風
土
記
の

｢比
礼
基
｣
伝
説
の
匝

(岩
波

･
古
典
文
学
大
系

『風
土
記
』

263
頁
)
や
'
｢処
女
塚
の
化
生
伝
説
な
ど
｣

(折
口
信
夫
全
集

第
六
巻

万
葉
集
辞
典
)
の
黄
楊
の
櫛
な
ど
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
そ
れ
ら

を
神
聖
視
す
る
古
代
信
仰
が
存
在
す
る
｡
中
村
義
雄
氏

(
『王
朝
の
風
俗
と
文
学
』

(塙
書
房
))
が
'
『民
俗
学
辞
典
』
(民
俗
学
研
究
所

編
)
を
引
か
れ
て
'
｢櫛
は
神
霊
が
宿
り
た
ま
う
も
の
と
さ
れ
'
し
た
が
っ
て
呪
的
な
霊
力
'
魔
力
を
も
つ
神
聖
な
も
の
と
考
え
ら
れ
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て
い
た
｣

(269
頁
)
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
の
に
ほ
ぼ
尽
さ
れ
て
い
る
｡
櫛
の
語
源
に
つ
い
て

『大
言
海
』

(大
槻
文
彦
)
は

｢串
卜
通
ズ
'

髪
二
挿
す
モ
ノ
ノ
意
｣
と
す
る
｡
武
田
祐
吉
博
士
は

｢霊
妙
な
る
も
の
と
い
う
意
味
が
あ
る
｣
と
さ
れ
る
｡
物
を
刺
し
貫
-
こ
と
は
占
有
'

神
に
さ
さ
げ
る
聖
な
る
も
の
の
標
で
あ
っ
た
こ
と
を
考
え
れ
ば
､
こ
の
二
つ
の
語
源
説
は
あ
い
入
れ
な
い
､
対
立
す
る
も
の
で
は
な
い
よ
う

に
も
見
え
る
が
､
根
底
に
は
､
や
は
り
霊
妙
､
不
可
思
議
の
意
味
が
存
在
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡

｢国
譲
り
｣
の
段
に
'
天
っ
御
饗

を
献
る
時
､
水
戸
の
神
の
孫
櫛
八
玉
の
神
が

｢神
鵜
に
化
｣

(62
貢
)
る
と
あ
る
の
も
'
｢櫛
｣
の
そ
う
し
た
古
代
信
仰
を
背
景
と
す
る
神

話
で
あ
っ
た
こ
と
を
推
定
さ
せ
る
｡

次
に
'
『古
今
和
歌
六
帖
』

『夫
木
和
歌
抄
』
の
櫛
の
歌
に
つ
い
て
検
討
す
る
｡
角
川
書
店

『新
編

国
歌
大
観
』
第
二
巻

｢
古
今
和

歌
六
帖
｣
に
は
三

一
七
八
歌
か
ら
三

一
八
三
歌
ま
で
六
首
の

｢-
し
｣
の
歌
が
あ
る
｡
三

一
八
〇
歌
を
除
き
'
｢き
み
こ
ず
は
｣

｢
い
も
に

あ
は
ざ
れ
ば
｣

｢
お
-
て
に
ま
き
て
｣

｢な
る
れ
ど
も
｣

｢
ふ
か
き
心
の
｣
な
ど
の
語
を
伴
う
､
恋
の
歌
で
あ
る
｡
三

1
八
〇
の
歌
の
'

あ
し
の
や
の
な
だ
の
し
は
や
き
い
と
ま
な
み
つ
げ
の
を
ぐ
L
も
さ
さ
ず
さ
に
け
り

の
歌
も
上
の
句
の

｢暇
が
な
い
の
で
｣
と
い
う
比
職
的
な
表
現
､
｢き
に
け
り
｣
と
い
う
語
の
な
か
に
や
は
り
労
働
歌
の
世
界
を
超
え
て
'

恋
の
歌
の
世
界
の
揺
曳
を
詠
み
と
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
｡
と
も
か
く

『六
帖
』
の
歌
を
あ
げ
る
｡

く

し

三
宍

き
み
こ
ず
は
な
ぞ
み
の
か
ざ
り
は
こ
に
あ
る
つ
げ
の
を
ぐ
L
も
と
ら
ん
と
恩
は
ず

三
七九
を
と
め
ご
が
た
ま
く
し
げ
な
る
た
ま
-
し
の
い
ぶ
か
し
い
ま
も
い
も
に
あ
は
ざ
れ
ば

1111(
0
あ
し
の
や
の
な
だ
の
し
は
や
き
い
と
ま
な
み
つ
げ
の
を
ぐ
L
も
さ
さ
ず
さ
に
け
り

三
八
一
わ
ざ
も
こ
が
く
L
に
あ
ら
な
ん
ひ
だ
り
て
の
お
く
て
に
ま
き
て
わ
が
ゆ
か
ま
し
を

人

丸

19



1111八
二
あ
さ
づ
-
ひ
む
か
ふ
つ
げ
ぐ
し
な
る
れ
ど
も
な
に
そ
も
君
が
い
や
め
づ
ら
し
さ

三
八
三
な
に
は
が
た
な
に
に
も
あ
ら
ず
身
を
つ
-
し
ふ
か
き
心
の
し
る
し
ば
か
り
ぞ

次
に

『夫
木
和
歌
抄
』
の
歌
を
あ
げ
る
｡

櫛
御
集
､
櫛
を
'
古
来
歌
合

後

一
条
入
道
関
白

一書
天

と
る
-
L
も
猶
み
た
び
こ
そ
お
か
れ
ぬ
れ
た
れ
を
ま
つ
と
も
な
き
身
な
れ
ど
も

ゆ
つ
の
つ
ま
ぐ
し

恋
御
歌
中
､
明
玉

後
鳥
羽
院
御
製

一吉
元

わ
ざ
も
こ
が
ゆ
つ
の
つ
ま
ぐ
し
さ
し
も
や
は
つ
れ
な
き
人
を
お
も
ひ
わ
た
ら
ん

つ
げ
の
つ
ま
ぐ
し

六
帖
題
御
歌
'
く
し

中
務
卿
の
み
こ

一五望
○
を
と
め
ご
が
つ
げ
の
つ
ま
ぐ
し
さ
し
も
な
ど
う
き
世
の
中
に
心
ひ
く
ら
ん

さ
し
ぐ
し

同
'
新
六
五

衣
笠
内
大
臣

一志
三

あ
け
-
れ
て
さ
し
ぐ
L
も
な
く
成
り
に
け
り
た
け
ふ
の
せ
う
の
と
る
と
せ
し
ま
に

同
'
同

民
部
卿
為
家
卿

一茜
三
二
君
に
お
き
て
見
せ
ん
と
お
も
ひ
し
さ
し
ぐ
L
を
あ
し
た
夕
に
た
れ
か
と
り
け
ん

家
集
､
物
へ
ゆ
く
人
に
さ
し
ぐ
し
の
箱
に
か
き
て
つ
か
は
し
け
る
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和
泉
式
部

三
四
三
三
さ
ま
ざ
ま
に
神
を
ぞ
い
の
る
さ
し
ぐ
し
の
さ
し
は
な
る
る
が
心
ぼ
そ
さ
に

つ
げ
の
を
ぐ
し

六
帖
題
'
-
し
､
新
六
五

信
実
朝
臣

三
四
三四
あ
ふ
こ
と
を
と
ふ
や
ゆ
ふ
け
の
う
ら
ま
さ
に
つ
げ
の
を
ぐ
し
も
し
る
し
見
せ
な
ん

つ
げ
の
さ
し
ぐ
し

建
長
八
年
百
首
歌
合

後
九
条
内
大
臣

一重
孟

あ
ふ
こ
と
を
つ
げ
の
さ
し
ぐ
し
さ
し
も
や
は
あ
だ
な
る
ゆ
め
に
心
引
く
べ
き

玉
の
を
ぐ
し

と
う
の
治
郎
卿
に
く
L
を
つ
か
は
す
と
て
､
人
に
か
は
り
て

少
将
内
侍

一五望
Lr
心
を
ば
な
に
に
お
き
て
か
し
ら
露
の
玉
の
を
ぐ
L
を
さ
し
て
見
す
ら
ん

な
き
人
の
櫛
を
見
て
､
万
代

前
大
納
言
忠
良
卿

一高
三七
行

へ
な
き
玉
の
を
ぐ
L
を
か
た
み
に
て
猶
そ
の
か
み
を
忘
れ
わ
び
ぬ
る

か
た
み
の
く
し

物
へ
ま
か
り
け
る
人
に
さ
し
ぐ
L
を
つ
か
は
す
と
て
能
宣
朝
臣

一茜
天

君
に
や
る
か
た
み
の
く
L
は
わ
か
れ
ぢ
の
神
に
ま
か
せ
て
い
の
れ
と
ぞ
恩
ふ

た

ま

ぐ

し
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題
不
知

万
四

大
伴
郎
女

三
塁
九
を
と
め
ご
が
た
ま
く
し
げ
な
る
玉
ぐ
し
の
め
づ
ら
し
げ
な
く
い
も
に
あ
は
ず
あ
れ
ば

を
ぐ
し

同
､
万
三

石
川
少

一高
四〇

志
賀
の
あ
ま
の
め
か
り
し
ほ
や
き
い
と
ま
な
み
-
し
げ
の
を
ぐ
し
と
り
も
み
な
く
に

一
五
四
二
八
歌

｢た
れ
を
ま
つ
｣
'

一
五
四
二
九
歌

｢
わ
ざ
も
こ
｣

｢
お
も
ひ
｣､

一
五
四
三
〇
歌

｢心
ひ
-
｣'

一
五
四
三
一
歌

｢と
る
｣'

一
五
四
三
二
歌

｢君
に
お
き
て
｣'

一
五
四
三
三
歌

｢
さ
し
は
な
る
る
｣'

一
五
四
三
四
歌
'

一
五
四
三
五
歌

｢あ
ふ
こ
と
｣
'

一
五
四
三
六

歌

｢心
を
｣

｢お
き
て
｣､

1
五
四
三
七
歌
'

1
五
四
三
八
歌

｢か
た
み
｣

1
五
四
三
九
歌

｢
い
も
に
あ
は
ず
｣'

1
五
四
四
〇
歌

｢と
り
も

み
な
く
に
｣
な
ど
の
語
を
伴
い
､
や
は
り
恋
の
歌
の
世
界
を
揺
曳
す
る
と
と
も
に
'
｢神
を
ぞ
い
の
る
｣､
｢う
ら
ま
さ
に
｣
な
ど
､
櫛
に
ま

つ
わ
る
古
代
信
仰
の
残
像
が
見
ら
れ
る
｡
こ
れ
ら
の
歌
集
に
見
ら
れ
る
櫛
の
歌
に
は
､
や
は
り
記
紀
､
風
土
記
な
ど
を
通
し
て
要
約
さ
れ
る

22

古
代
信
仰
の
揺
曳
が
見
ら
れ
る
｡
記
紀
'
風
土
記
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
､
櫛
を
さ
す
こ
と
は
'
結
婚
の
儀
式
の
な
か
で
'
最
も
重
要
な
意
味

と
役
割
を
果
し
て
い
た
｡
そ
れ
は
'
相
手
方
の
霊
魂
を
支
配
す
る
も
の
と
し
て
､
魂
ご
い
ー

相
聞
歌
や
挽
歌
の
世
界
と
深
く
関
わ
る
も
の

で
あ
っ
た
｡
『古
今
和
歌
六
帖
』
や

『夫
木
和
歌
抄
』
の
櫛
の
歌
は
､
こ
う
し
た
儀
式
と
相
聞
と
い
う
櫛
の
古
代
信
仰
の
二
つ
の
面
を
揺
曳

し
た
世
界
か
ら
詠
み
出
さ
れ
て
い
る
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
こ
の
よ
う
に
､
記
紀
や
風
土
記
､
『古
今
六
帖
』
な
ど
に
は
'

一
貫
す

る

｢櫛
｣
の
伝
承
や
信
仰
を
基
底
と
し
て
形
成
さ
れ
て
き
た
世
界
が
あ
る
こ
と
を
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡

源
氏
物
語
に
は
'
｢櫛
｣

｢御
櫛
｣

｢さ
し
櫛
｣
な
ど
の
語
が
十
四
例
は
ど
見
ら
れ
る
｡
そ
れ
ら
の
用
例
に
つ
い
て
検
討
す
る
｡
小
学
館

『全
集
』
本
に
よ
る
｡

川､
手
向
心
こ
と
に
せ
さ
せ
た
ま
ふ
｡
ま
た
内
々
に
も
わ
ざ
と
し
た
ま
ひ
て
'
こ
ま
や
か
に
を
か
し
き
さ
ま
な
る
樹

扇

多
-
し
て
'

幣
な
ど
わ
ざ
と
が
ま
し
-
て
,
か
の
小
柱
も
遣
は
す

(夕
顔

268
頁
)



喝

さ
す
が
に
櫛
お
し
た
れ
て
さ
し
た
る
額
つ
き
'
(末
摘
花

364
頁
)

㈱'
帝
御
心
動
き
て
､
別
れ
の
櫛
奉
り
た
ま
ふ
ほ
ど

(貿
木

86
頁
)

仙
'
そ
の
日
に
な
り
て
'
え
な
ら
ぬ
御
よ
そ
ひ
ど
も
'
御
櫛
の
箱
'
う
ち
み
だ
り
の
箱
'
番
壷
の
筈
ど
も
常
な
ら
ず
'
(絵
合

359
頁
)

例'
た
だ
御
櫛
の
箱
の
片
っ
方
を
見
た
ま
ふ
に
'
尽
き
せ
ず
こ
ま
や
か
に
な
ま
め
き
て
め
づ
ら
し
さ
さ
ま
な
り
｡
さ
し
櫛
の
箱
の
心
葉
に
､

わ
か
れ
路
に
添
へ
し
小
櫛
を
か
ご
と
に
て
は
る
け
さ
な
か
と
神
や
い
さ
め
し

(絵
合

360
害

㈲
,
院
に
は
,
か
の
櫛
の
箱
の
御
返
り
御
覧
ぜ
L
に
つ
け
て
も
､
御
心
離
れ
が
た
か
り
け
り
｡

(絵
合

364
吾

の'
御
櫛
の
箱
な
ど
､
に
は
か
な
れ
ど
､
こ
と
ど
も
い
と
き
よ
ら
に
し
た
ま
う
て

(行
幸

304
頁
)

㈲
､
御
方
々
み
な
心
々
に
､
御
装
束
'
人
々
の
料
に
,
柿
,
扇
ま
で
と
り
ど
り
に
し
出
で
た
ま
へ
る
あ
り
さ
ま
､

(行
幸

305
頁
)

㈱
'
中
宮
よ
り
も
'
御
装
束
櫛
の
箱
心
こ
と
に
調
ぜ
さ
せ
た
ま
ひ
て
t
か
の
昔
の
御
髪
上
げ
の
具
､
ゆ
ゑ
あ
る
さ
ま
に
改
め
加
へ
て

(若

菜
上

36
頁
)

㈹
､
人
々
は
み
な
い
そ
ぎ
た
ち
て
､
お
の
お
の
櫛
､
手
箱
,
唐
槽
,
よ
ろ
づ
の
物
を
､
(夕
霧

450
頁
)

肌
､
か
の
御
料
に
と
て
ま
う
け
さ
せ
た
ま
ひ
け
る
櫛
の
箱

1
具
'
衣
箱

1
具
贈
物
に
せ
さ
せ
た
ま
ふ
｡

(蛸
蛤

218
頁
)

2
'
鉄
と
り
て
'
櫛
の
箱
の
蓋
さ
し
出
で
た
れ
ば
､
(手
習

325
吉

川は
､
源
氏
か
ら
空
蝉
へ
の
餓
別
の
櫛
｡

脚は
､
未
摘
花
が
髪
に
さ
す
櫛
｡
み
す
ぼ
ら
し
い
け
れ
ど
'
宮
家
の
格
式
を
守
る
姿
.
伽
は
'

朱
雀
帝
か
ら
斎
宮
へ
'
斎
宮
の
別
れ
の
御
櫛
｡

川は
'
朱
雀
院
か
ら
斎
宮
へ
O
冷
泉
帝
へ
の
入
内
を
祝
っ
て
贈
る
櫛
｡

｢豪
勢
な
贈
物
は
､

朱
雀
院
の
恨
み
を
こ
め
た
あ
て
こ
す
り
で
も
あ
る
｣
と

｢頭
注
｣
に
見
え
る
｡
例
の
三
例
は
'
い
ず
れ
も
朱
雀
院
か
ら
斎
宮

(秋
好
中
宮
)

へ
.
川
と
同
じ
｡
㈲
も
'
仰
刷
と
同
じ
櫛
に
関
わ
る
｡

爪は
'
大
宮
か
ら
玉
豊
へ
の
主
著
を
祝
っ
て
贈
る
櫛
.
㈲
は
､
源
氏
の
御
方
々
か
ら

玉
宴
の
女
房
へ
､
や
は
り
裳
着
の
祝
い
と
し
て
贈
る
櫛

.㈱
は
'
秋
好
中
宮
か
ら
女
三
宮
へ
､
女
三
宮
の
裳
着
の
儀
を
祝
っ
て
贈
る
櫛
.
㈹
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は
'
落
葉
宮
の
女
房
達
が
'
引
越
し
の
支
度
に
当
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
の
櫛
な
ど
を
袋
の
よ
う
な
も
の
に
入
れ
'
夕
霧
の
待
つ
1
条
院
に
帰
る
と

こ
ろ
O
肌
は
､
匂
宮
が
浮
舟
の
た
め
に
用
意
し
た
櫛
｡
そ
れ
ら
の
品
々
は
'
今
は
侍
従
へ
の
引
出
物
と
し
て
賜
る
と
い
う
と
こ
ろ
.
胴
は
'

浮
舟
出
家
の
折
､
髪
の
毛
を
入
れ
る
器
と
し
て
自
身
が
差
し
出
し
た
も
の
.
脚
を
除
-
十
三
例
は
'
い
ず
れ
も
離
別
や
出
離
'
祝
い
事
に
関

わ
る
贈
り
物
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
｡
そ
れ
は
､
｢櫛
｣
の
二
つ
の
伝
承
､
古
代
信
仰
に
深
-
関
わ
る
も
の
で
あ
り
'
そ
の
用
語
意
識
に

は
､
そ
う
し
た
意
味
で
か
な
り
強
い
片
寄
り
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
｡

｢御
琉
櫛
｣
は

｢も
の
｣
で
は
な
-

｢
こ
と
｣
で
あ
る
｡
こ
の
語
は
'

川､
内
裏
の
宿
直
所
に
お
は
し
ま
す
に
'
大
輔
命
婦
参
れ
り
｡
御
琉
櫛
な
ど
に
は
､
懸
想
だ
っ
た
筋
な
-
'
心
や
す
き
も
の
の
'
さ
す
が

に
の
た
ま
ひ
戯
れ
な
ど
し
て
'
使
ひ
馴
ら
し
た
ま
へ
れ
ば
､
召
し
な
き
時
も
､
聞
こ
ゆ
べ
き
こ
と
あ
る
を
り
は
参
う
上
り
け
り
｡

(末

摘
花

2-1
貢
)

物'
上
の
御
琉
櫛
に
さ
ぶ
ら
ひ
け
る
を
､
は
て
に
け
れ
ば
'
上
は
御
柱
の
人
召
し
て
'
出
で
さ
せ
た
ま
ひ
ぬ
る
ほ
ど
､
ま
た
人
も
な
-
て
､

こ
の
内
侍
常
よ
り
も
き
よ
げ
に
'
様
体
頭
つ
き
な
ま
め
き
て
､
装
束
あ
り
さ
ま
､
い
と
は
な
や
か
に
好
ま
し
げ
に
見
ゆ
る
を
､
さ
も
旧

り
が
た
う
も
と
'
心
づ
き
な
-
見
た
ま
ふ
も
の
か
ら
'
い
か
が
恩
ふ
ら
ん
と
'
さ
す
が
に
過
し
が
た
-
て
'
裳
の
裾
を
引
き
お
ど
ろ
か

し
た
ま
へ
れ
ば
,
(紅
葉
賀

409
頁
)

と
い
う
よ
う
に
'
物
語
中
わ
ず
か
二
例
の
用
例
で
あ
る
が
'
非
常
に
近
い
所
に
接
近
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
｡
こ
の
こ
と
は
､
や
は
り
そ
れ

な
り
の
用
語
意
識
が
存
在
し
て
い
た
か
ら
だ
と
思
わ
れ
る
｡
川
は
､
｢か
ら
こ
ろ
も
君
が
心
の
つ
ら
け
れ
ば
｣
の
歌
を
添
え
て
末
摘
花
が
､

源
氏
の
元
旦
の
装
束
を
肥
る
烏
薪
物
語
の
序
曲
を
構
成
す
る
.

脚は
'
源
内
侍
の

｢君
し
釆
ば
｣
の
歌
で
展
開
し
て
い
-
烏
薪
物
語
の
'
や

は
り
序
曲
の
部
分
に
相
当
す
る
｡
物
語
を
重
ね
合
わ
せ
'
変
相

'変
容
し
て
い
く
作
者
の
絶
妙
な
物
語
の
方
法
を
'
そ
こ
に
垣
間
見
る
こ
と

が
で
き
る
｡
更
に
末
摘
花
の

｢か
ら
こ
ろ
も
｣
の
歌
は
'

わ
り
な
う
古
め
き
た
る
鏡
台
の
'
唐
櫛
笥
､
か
か
げ
の
箱
な
ど
取
り
出
で
た
り
｡
さ
す
が
に
'
男
の
衛
兵
さ
へ
ほ
の
ぼ
の
あ
る
を
､
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ざ
れ
て
を
か
し
と
見
た
ま
ふ
｡
女
の
御
装
束
'
今
日
は
世
づ
き
た
り
と
見
ゆ
る
は
'
あ
り
し
箱
の
心
ば
へ
を
さ
な
が
ら
な
り
け
り
｡

(末
摘
花

378
頁
)

と
､
｢唐
櫛
笥
｣'
｢ざ
れ
て
を
か
し
と
｣'
｢あ
り
し
箱
の
心
ば
へ
を
さ
な
が
ら
｣
と
手
厳
し
-
'
容
赦
な
い
烏
新
化
の
な
か
で
詠
ま
れ

て
い
く
｡
確
か
に
'
源
氏
物
語
は
､
こ
う
い
う
意
味
で
し
た
た
か
な
用
語
意
識
に
貫
か
れ
た
作
品
で
あ
る
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

よ
う
に
思
う
｡

『
日
本
国
語
大
辞
典
』

(小
学
館
)
は
､
｢か
ん
ざ
し

〔替

･
髪
挿
〕｣
を
見
出
し
語
と
す
る
｡
こ
の
語
に
つ
い
て
の
小
学
館

『全
集
山

本
の
校
訂
は
､
漢
籍
か
ら
の
引
用
を
考
慮
し
た
と
し
て
も
'
担
当
者
に
よ
っ
て
窓
意
的
に
な
さ
れ
て
い
て
､
強
い
て
統

一
が
な
さ
れ
て

は
い
な
い
よ
う
に
見
え
る
O

『大
辞
典
』
は
'

｢か
ん
ざ
し
｣
を

｢女
性
の
頭
髪
に
さ
す
装
飾
品
O
種
類
が
多
い
｡
｣
と
L
t
絵
合
の
巻

の
語
例
を
引
い
て
'
｢櫛
｣
を
指
す
場
合
も
あ
る
と
す
る
｡
源
氏
物
語
で
は
'
既
に
指
摘
し
た
よ
う
に
そ
の
用
例
は
次
の
五
例
で
あ
る
｡

川
t
か
の
贈
り
物
御
覧
ぜ
さ
す
｡
亡
き
人
の
住
み
か
尋
ね
出
で
た
り
け
ん
､
し
る
し
の
奴
な
ら
ま
し
か
ば
t
と
思
は
す
も
､
い
と
か
ひ
な

し
｡帝

た
づ
ね
ゆ
く
ま
ぼ
ろ
L
も
が
な
つ
て
に
て
も
魂
の
あ
り
か
を
そ
こ
と
知
る
べ
く

絵
に
措
け
る
楊
気
妃
の
容
貌
は
'
い
み
じ
き
絵
師
と
い
ヘ
ビ
も
t
等
限
り
あ
り
け
れ
ば
'
い
と
に
は
ひ
す
く
な
し
｡

(桐
壷

･

m
m

貢
)

脚､
院
の
殿
上
に
さ
ぶ
ら
ふ
左
近
中
将
を
御
使
に
て
あ
り
｡
か
の
大
極
殿
の
御
輿
寄
せ
た
る
所
の
､
神
々
し
さ
に
'

院

身
こ
そ
か
く
し
め
の
は
か
な
れ
そ
の
か
み
の
心
の
う
ち
を
忘
れ
L
も
せ
ず

と
の
み
あ
り
'
聞
こ
え
た
ま
は
ざ
ら
む
も
い
と
か
た
じ
け
れ
ば
､
苦
し
う
思
し
な
が
ら
､
昔
の
御
髪
ざ
し
の
端
を
い
さ
さ
か
折
り
て
'

梅
壷

し
め
の
う
ち
は
昔
に
あ
ら
ぬ
心
地
し
て
神
代
の
こ
と
も
今
ぞ
恋
し
き



と
て
､
標
の
唐
の
紙
に
つ
つ
み
て
参
ら
せ
た
ま
ふ
｡
御
使
の
禄
な
ど
い
と
な
ま
め
か
し
｡

(絵
合

374
頁
)

榔
'
中
宮
よ
り
も
､
御
装
束
櫛
の
箱
心
こ
と
に
調
ぜ
さ
せ
た
ま
ひ
て
､
か
の
昔
の
御
髪
上
の
具
､
ゆ
ゑ
あ
る
さ
ま
に
改
め
加
へ
て
'
さ
す

が
に
も
と
の
心
ば
へ
も
失
は
ず
､
そ
れ
と
見
せ
て
､
そ
の
日
の
夕
つ
方
奉
れ
さ
せ
た
ま
ふ
｡
宮
の
権
亮
､
院
の
殿
上
に
も
さ
ぶ
ら
ふ
を

御
使
に
て
'
姫
宮
の
御
方
に
参
ら
す
べ
く
た
ま
は
せ
つ
れ
ど
'
か
か
る
言
ぞ
中
に
あ
り
け
る
｡

秋
好
中
宮

さ
し
な
が
ら
む
か
し
を
今
に
つ
た
ふ
れ
ば
玉
の
小
櫛
ぞ
神
さ
び
に
け
る

院
御
覧
じ
っ
け
て
'
あ
は
れ
に
思
し
出
で
ら
る
る
こ
と
も
あ
り
｡
あ
え
も
の
け
し
う
は
あ
ら
じ
と
譲
り
き
こ
え
た
ま
へ
る
ほ
ど
､
げ
に

面
だ
た
し
き
奴
な
れ
ば
'
御
返
り
も
'
昔
の
あ
は
れ
を
ば
さ
し
お
き
て
'

朱
雀
院

さ
し
つ
ぎ
に
見
る
も
の
に
も
が
万
代
を
つ
げ
の
小
櫛
の
神
さ
ぶ
る
ま
で

と
ぞ
祝
ひ
き
こ
え
た
ま
へ
る
｡

(若
菜
上

37
頁
)

仙'
げ
に
さ
も
思
し
ぬ
べ
き
こ
と
､
と
あ
は
れ
に
見
た
て
ま
つ
り
た
ま
う
て
､
源
氏

｢
そ
の
炎
な
む
'
誰
も
の
が
る
ま
じ
き
こ
と
と
知
り

な
が
ら
'
朝
露
の
か
か
る
ほ
ど
は
思
ひ
棄
て
は
べ
ら
ぬ
に
な
む
｡
日
蓮
が
､
仏
に
近
さ
聖
の
身
に
て
た
ち
ま
ち
に
救
ひ
け
む
例
に
も
'
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え
継
が
せ
た
ま
は
ざ
ら
む
も
の
か
ら
'
玉
の
替
棄
て
さ
せ
た
ま
は
ん
も
'
こ
の
世
に
は
恨
み
残
る
や
う
な
る
わ
ざ
な
り
｡
や
う
や
う
さ

る
御
心
ざ
L
を
し
め
ま
ひ
て
t
か
の
御
煙
は
る
-
べ
き
事
を
さ
せ
た
ま
へ
｡
し
か
恩
ひ
た
ま
ふ
る
こ
と
は
べ
り
な
が
ら
'
も
の
騒
が
し

き
ゃ
う
に
､
静
か
な
る
本
意
も
な
き
や
う
な
る
あ
り
さ
ま
に
､
明
け
暮
ら
し
は
べ
り
つ
つ
'
み
ず
か
ら
の
勤
め
に
そ
へ
て
'
い
ま
静
か

に
と
思
ひ
た
ま
ふ
る
も
､
げ
に
こ
そ
心
幼
き
こ
と
な
れ
｣
な
ど
'
世
の
中
な
べ
て
は
か
な
く
厭
ひ
棄
て
ま
は
し
き
こ
と
を
聞
こ
え
か
は

し
た
ま
へ
ど
'
な
は
や
つ
し
に
-
き
御
身
の
あ
り
さ
ま
ど
も
な
り
｡

(鈴
虫

378
頁
)

愉
'
た
て
ま
つ
ら
ざ
り
け
れ
ど
'
ま
こ
と
に
故
宮
の
御
子
に
こ
そ
は
あ
り
け
れ
t
と
見
な
し
た
ま
ひ
て
は
'
限
り
な
く
あ
は
れ
に
う
れ
し

く
お
ぼ
え
た
ま
ふ
｡
た
だ
今
も
t
は
ひ
寄
り
て
'
世
の
中
に
お
は
し
け
る
も
の
を
t
と
言
ひ
慰
め
ま
ほ
し
｡
蓬
莱
ま
で
尋
ね
て
'
奴
の



か
ぎ
り
を
伝
へ
て
見
た
ま
ひ
け
ん
帝
は
な
は
い
ぶ
せ
か
り
け
ん
｡
こ
れ
は
別
人
な
れ
ど
'
慰
め
ど
こ
ろ
あ
り
ぬ
べ
き
さ
ま
な
り
､
と
お
ぼ
ゆ

る
は
'
こ
の
人
に
契
り
の
お
は
し
け
る
に
や
あ
ら
む
｡
尼
君
は
'
物
語
す
こ
し
し
て
と
く
入
り
ぬ
｡
人
の
答
め
つ
る
か
を
り
を
､
近
く
の
ぞ

き
た
ま
ふ
な
め
り
､
と
心
得
て
け
れ
ば
,
う
ち
と
け
ご
と
も
語
ら
は
ず
な
り
ぬ
る
な
る
べ
し
｡

(宿
木

484
頁
)

山は
'
『奥
入
』
以
来

｢長
恨
歌
｣
を
引
-
｡

『嶋
江
入
楚
』

(中
田
武
司
編

･
桜
楓
社
)
は

『河
海
抄
』
の
そ
れ
を
引
-
｡

『松
永
本

花
鳥
余
情
』

(伊
井
春
樹
編

･
桜
楓
社
)
も
そ
の
類
で
､
そ
の
後
に
'

ゆ
け
ひ
の
命
婦
は
御
門
の
御
使
に
て
更
衣
の
母
の
も
と
へ
む
か
ひ
し
時
か
の
か
た
み
に
御
-
し
あ
け
の
調
度
め
-
物
を
た
て
ま
つ
り
給
ふ

か
ん
さ
し
は
さ
み
な
と
て
う
と
の
具
な
れ
と
玄
宗
の
使
は
ま
さ
し
く
楊
貴
妃
に
あ
へ
り
命
婦
は
さ
も
な
き
に
よ
り
て
な
き
人
の
す
み
か
た

つ
ね
い
て
た
り
け
ん
し
る
し
の
か
ん
さ
し
な
ら
ま
し
か
は
と
お
は
す
と
は
か
け
る
な
り

(15
頁
)

と
､
注
記
す
る
.
脚
は
'
や
は
り

『花
鳥
余
情
』
に
'

楊
貴
妃
か
の
か
ん
さ
し
を
半
お
り
て
方
士
に
さ
つ
け
て
為
我
謝
太
上
皇
と
い
ひ
て
旧
好
を
尋
ね
し
事
を
恩
よ
せ
侍
り
朱
雀
院
も
い
ま
太
上

皇
に
て
ま
し
ま
す
故
な
り

(122
頁
)

と
あ
る
｡

『眠
江
入
楚
』
は
'
『弄
花
抄
』

『花
鳥
余
情
』

『河
海
抄
』
を
引
き
'

私
楊
貴
妃
の
沙
汰
さ
の
み
無
用
に
や
只
わ
か
れ
の
-
し
の
時
の
事
を
お
は
し
い
て
～

の
事
歎

(284
貢
)

と
､
注
記
す
る
.
し
か
し
'

物の
後
に
は
､
次
の
文
が
続
く
.
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院
の
帝
御
覧
ず
る
に
､
限
り
な
く
あ
は
れ
と
思
す
に
ぞ
､
あ
り
し
世
を
と
り
返
さ
ま
ほ
し
-
恩
は
し
け
る
｡
大
臣
を
も
つ
ら
し
と
恩
ひ
き

こ
え
さ
せ
た
ま
ひ
け
ん
か
し
｡
過
ぎ
に
し
方
の
御
報
い
に
や
あ
り
け
む
｡

(絵
合

375
貢
)

こ
の
傍
線
部
の
畳
み
込
む
よ
う
な
激
し
い
言
い
方
は
'
源
氏
を
須
磨
流
請
へ
と
追
い
や
っ
た
朱
雀
院
方
の
十
謀
略
｣
に
対
す
る
応
報
を
前

提
と
す
る
｡
後
半
の
二
つ
の
傍
線
部
は
'
い
ず
れ
も
草
子
地
で
あ
り
'
漸
層
的
に
応
報
の
意
味
を
強
調
し
て
い
る
｡
そ
し
て
､
源
氏
の
須
磨



の
日
記
絵

一
巻
が
､
秋
好
中
宮
方
を
絵
合
の
勝
利
へ
と
導
い
て
い
-
｡
だ
が
､
こ
の
部
分
の
読
み
は
'
も
う
少
し
丁
寧
に
読
ん
で
い
く
必
要

が
あ
り
は
し
な
い
か
｡
さ
り
げ
な
く
書
か
れ
て
い
る
静
謹
な
物
語
的
世
界
の
背
後
に
､
激
し
-
構
え
ら
れ
た
逆
説
の
手
法
が
'
還
流
す
る
潮

騒
の
よ
う
に
､
見
事
に
描
き
出
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
｡

｢昔
の
御
髪
ざ
し
の
端
を
い
さ
さ
か
折
り
て
｣
に
､
｢
長
恨
歌
｣
と
古
事
記

｢
黄
泉
の
国
｣
の
段
を
重
ね
て
い
-
と
､
さ
り
げ
な
い
静
詮
な
物
語
的
世
界
が
､
そ
の
背
景
に
'
激
し
い
批
評
の
精
神
に
貫
か
れ
'
冴
え
渡

る
逆
説
と
ア
イ
ロ
ニ
ー
の
世
界
が
く
り
展
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
か
ず
に
は
い
ら
れ
な
-
な
っ
て
-
る
｡

『眠
江
入
楚
』
の

｢私
｣
以

下
の
注
記
を
'
結
果
的
に
は
継
承
し
て
き
た
従
来
の
物
語
読
み
は
､
実
は
最
も
大
切
な
も
の
を
見
失
い
'
誤
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
｡若

菜
上
の
巻
の
樹
は
､
絵
合
脚
の
再
現
で
あ
り
'
物
語
の
変
相
'
変
容
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
.

｢面
だ
た
し
き
欽
｣
に
つ
い
て
､

『眠
江
入
楚
』
は
､
｢秋
好
の
ゆ
つ
り
給
へ
る
か
ん
さ
し
さ
い
は
ゐ
の
は
と
を
は
め
て
い
へ
り
｣

(368
頁
)
と
注
記
す
る
｡
語
注
'
｢
名
誉
の

櫛
｣
の
意
に
解
す
る
｡
源
氏
物
語
を
そ
の
表
現
さ
れ
た
こ
と
ば
の
世
界
､
措
か
れ
て
い
る
世
界
だ
け
を
通
し
て
読
ん
で
い
-
､
そ
う
い
う
物

語
読
み
も
'
確
か
に
'

1
つ
の
大
切
な
源
氏
読
み
と
し
て
存
在
す
る
｡
だ
が
'
『紫
式
部
集
』
や
説
話
の
記
述
を
ふ
ま
え
な
が
ら
'
そ
の
享

受
と
の
関
わ
り
の
な
か
で
'
こ
の
物
語
を
読
ん
で
い
-
営
み
は
'
既
に

『源
氏
物
語
の
本
文
と
享
受
』

(和
泉
書
院
)
で
試
み
た
L
t
｢
面

影
｣

と
い
う
語
を
通
し
て
も
考
え
て
き
た
が
'
そ
う
い
う
源
氏
読
み
も
存
在
し
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
｡
物
語
の
真
実
に
迫
り
得
る

一
つ

の
方
法
で
も
あ
る
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
｡
表
現
さ
れ
た
世
界
や
描
か
れ
た
世
界
､
さ
ら
に
登
場
人
物
の
心
理
や
考
え
な
ど
を
越
え
て
､

｢書
か
れ
ざ
る
｣
世
界
に
'
作
者
の
語
ろ
う
と
し
た
物
語
的
世
界
を
垣
間
見
る
た
の
し
さ
は
､
物
語
の
作
者
と
読
者
と
が
同
じ

一
つ
の

｢場
｣

に
存
在
し
た
り
'
そ
れ
を
意
識
し
て
物
語
を
享
受
し
た
と
い
う
'
後
宮
の
サ
ロ
ン
的
な
文
学
と
し
て
の
1
面
を
持
っ
て
い
た
た
め
に
存
在
し

得
る

｢方
法
｣
に
関
わ
る
も
の
で
も
あ
っ
た
｡
源
氏
物
語
は
'
そ
う
い
う
作
者
の
意
図
を
ど
の
段
階
で
読
者
が
知
る
の
か
､
読
者
も
何
と
か

し
て
そ
れ
を
早
い
段
階
で
知
り
た
い
o
そ
う
し
た
た
の
し
み
を
享
受
し
合
う
'
あ
る
意
味
で
は
1
つ
の

｢座
｣
の
文
学
と
も
い
う
べ
き
も
の
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に
近
い
一
面
を
持
っ
て
い
る
作
品
で
も
あ
っ
た
よ
う
に
思
う
.
枕
草
子
に
､
何
と
か
し
て
人
よ
り
も
早
-
時
鳥
の
鳴
-
音
を
聞
い
た
と
語
り

た
い
と
い
う
段
が
あ
る
｡
そ
れ
は
も
ち
ろ
ん
､
季
節
感
を
い
ち
早
-
捉
え
る
'
感
覚
的
に
と
ぎ
す
ま
さ
れ
た
美
意
識
を
持
ち
た
い
と
い
う
願

い
で
は
あ
る
が
､
や
は
り
そ
こ
に
は
'
物
語
享
受
に
お
け
る
サ
ロ
ン
的
な

｢立
場
｣
'
｢座
｣
と
も
い
う
べ
き
も
の
の
存
在
が
大
き
な
前
提

と
な
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡
そ
し
て
､
源
氏
物
語
の
作
者
は
､
同
じ
よ
う
な
場
面
'
類
型
的
な
表
現
を
-
り
返
し
た
り
､
積
み
あ
げ

た
り
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
'
提
示
し
た
謎
を
説
き
あ
か
そ
う
と
し
て
い
る
'
そ
う
い
う
物
語
的
手
法
や

｢方
法
｣
に
慣
れ
t
か
つ
巧
妙
な
作

家
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡

若
菜
上
の
巻
の

｢あ
え
も
の
は
け
し
う
は
あ
ら
じ
と
譲
り
｣､
｢げ
に
面
だ
た
し
き
奴
Lt
｢祝
ひ
き
こ
え
｣
と
い
う
表
現
の
レ
ベ
ル
で
は
､

さ
り
げ
な
い
明
る
い
世
界
の
な
か
に
'
実
は
'
錯
誤
を
犯
し
合
い
'
そ
れ
に
気
付
か
ぬ
人
々
の
業
や
女
三
宮
の

｢暗
い
｣
将
来
を
暗
示
す
る
｡

宿
業
を
背
負
い
な
が
ら
'
そ
れ
が
'
や
は
り
生
き
続
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
人
生
の
姿
や
幻
影
を
'
逆
説
的
に
､
ア
イ
ロ
ニ
カ
ル
に
見
据
え

て
い
る
｡
そ
こ
に
は
'
自
か
ら
も
怖
れ
の
心
を
抱
き
続
け
な
が
ら
さ
す
ら
う
､
人
間
の
孤
独
と
苦
悩
の
姿
が
'
逆
説
的
に
'
ア
イ
ロ
ニ
カ
ル

に
措
か
れ
て
い
る
よ
う
に
思
う
.
そ
し
て
'
秋
好
中
宮
に
関
わ
る

｢奴
｣
の
語
を
'
こ
の
よ
う
に
読
ん
で
-
る
と
'
鈴
虫
の
巻
の

｢玉
の
暫

棄
て
さ
せ
た
ま
は
ん
｣
も
'
｢落
飾
し
て
后
の
位
を
捨
て
て
も
｣

(小
学
館

『全
集
』
)
と
か
'
｢中
宮
に
対
し
て
ふ
さ
わ
し
い
言
糞
通
い
｣

(講
談
社

｢集
成
』
)
と
か
言
う
よ
う
な
通
説
と
は
､
か
な
り
違
っ
た
読
み
方
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
-
な
る
よ
う
に
思
う
｡
こ
の
部
分
に

も
'
傍
線
を
施
し
た

｢世
の
中
な
べ
て
は
か
な
く
厭
ひ
棄
て
ま
は
し
き
こ
と
を
聞
こ
え
か
は
し
た
ま
へ
ど
'
な
は
や
つ
し
に
く
き
御
身
の
あ

り
さ
ま
ど
も
な
り
｣
と
い
う
'
光
源
氏
と
秋
好
中
宮
に
対
す
る
物
語
作
者
の
容
赦
な
い
'
厳
し
い
批
評
を
浴
び
せ
か
け
た
'
比
較
的
長
い
草

子
地
が
あ
る
｡
草
子
地
の
意
味
は
'
従
来
考
え
ら
れ
て
き
た
よ
り
も
'
も
う
少
し
丁
寧
に
読
ん
で
い
く
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
｡
そ
し

て
へ
こ
の
辛
妹
な
草
子
地
は
'
や
は
り
絵
合
の
巻
三
七
五
貢
の
草
子
地
と
照
応
L
t
微
妙
に
連
動
す
る
意
味
の
世
界
を
持
っ
て
い
る
｡
秋
好

中
宮
に
関
わ
る
絵
合
'
若
菜
上
の
巻
々
に
用
い
ら
れ
て
い
る

｢奴
｣
は
､
い
ず
れ
も
斎
宮
と
し
て
伊
勢
下
向
の
折
､
朱
雀
院
か
ら
賜
っ
た
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｢別
れ
の
御
櫛
｣
で
あ
っ
た
｡
鈴
虫
の
巻
の
こ
の
語
例
も
､
や
は
り
'
そ
れ
ら
の
用
語
と
'
無
関
係
に
使
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
は
考
え
ら

れ
な
い
｡
従
来
の
通
説
は
'
こ
う
し
た
用
語
意
識
を
'
明
確
に
読
み
と
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
と
こ
ろ
か
ら
'
物
の
一
面
を
欠
落
し
て
し

ま
っ
た
誤
謬
が
あ
っ
た
t
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
.

｢智
｣
の
語
に
よ
っ
て
､
｢静
か
な
る
本
意
も
な
き
や
う
な
る
あ
り
さ
ま
に
､
明

け
暮
ら
し
は
べ
り
つ
つ
'｣
あ
る
源
氏
の
姿
に
､
秋
好
中
宮
へ
の
愛
執
に
悩
む
朱
雀
院
を
そ
っ
と
重
ね
て
-
る
｡
そ
れ
は

｢物
語
取
り
｣
の

よ
う
な
効
果
が
あ
る
｡
傍
線
部

｢
や
う
な
る
あ
り
さ
ま
｣
と
い
う
表
現
は
､
朱
雀
院
の
幻
影
を
そ
っ
と
重
ね
て
く
る
の
に
適
切
な

｢
こ
と
ば

あ
そ
び
｣
の
空
間
を
持
っ
た
表
現
で
あ
る
｡
そ
し
て
そ
れ
は
､
｢恨
み
残
る
よ
う
な
る
わ
ざ
な
り
｣
と
対
応
す
る
｡
六
条
御
息
所
の
愛
執
､

業
苦
の
世
界
は
'
そ
の
ま
ま
朱
雀
院
の
秋
好
中
宮
に
対
す
る
愛
執
と
重
ね
ら
れ
､
｢斎
宮
の

｢別
れ
の
御
櫛
｣
を
棄
て
な
さ
っ
た
と
し
て
も
｣､

｢落
飾
し
て
后
の
位
を
捨
て
な
さ
っ
た
と
し
て
も
｣
と
い
う
よ
う
に
'
懸
詞
的
な
二
重
の
意
味
を
表
現
す
る
｡
さ
ら
に
そ
れ
は
'
源
氏
の
朱

雀
院
に
対
す
る
無
意
識
の
偽
善
を
'
物
語
作
者
の
側
か
ら
､
逆
説
的
に
'
ア
イ
ロ
ニ
カ
ル
に
捉
え
る
こ
と
で
あ
り
､
秋
好
中
宮
に
対
す
る
源

氏
の
あ
る
屈
折
し
た
思
い
を
表
現
す
る
こ
と
で
も
あ
っ
た
｡
源
氏
物
語
の
作
者
は
､
登
場
人
物
さ
え
関
知
し
な
い
､
表
現
の
レ
ベ
ル
を
越
え

た
次
元
の
な
か
で
'
謎
の
よ
う
に
置
か
れ
た

｢語
｣
を
通
し
て
'
秘
め
ら
れ
た
物
語
の
世
界
の
奥
義
や
謎
を
描
い
て
い
る
｡
そ
し
て
'
そ
の

謎
を
い
ち
早
-
解
い
て
い
く
読
者
の
喜
び
を
､
計
算
に
入
れ
尽
し
て
書
い
て
い
る
よ
う
に
思
う
｡
そ
れ
は
'
額
を
寄
せ
合
っ
て
､
ひ
そ
ひ
そ

と
語
る
物
語
の

｢場
｣､
音
読
と
い
う
物
語
享
受
の
伝
統
と
深
く
関
わ
る
新
し
い
物
語
の
方
法
と
し
て
案
出
さ
れ
た
手
法
'
｢方
法
｣
で
あ
っ

た
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
｡
書
物
を
手
に
と
っ
て
､
時
空
を
遠
-
離
れ
た
作
者
と
対
座
し
て
読
む
と
い
う
習
慣
に
慣
れ
て
い
る
現
代
か
ら
は
､

想
像
も
つ
か
な
い
物
語
の

｢方
法
｣､
手
法
な
の
で
あ
る
｡

宿
木
の
巻
の
用
例
は
'
桐
壷
の
巻
の
語
例
と
同
質
で
あ
る
が
'
浮
舟
を
大
君
の
形
代
と
し
て
捉
え
'
｢長
恨
歌
｣
の
世
界
を
比
喰
的
に
表

現
す
る
｡
そ
こ
に
は
､
や
は
り
浮
舟
の
悲
劇
､
さ
す
ら
い
の
人
生
が
暗
示
さ
れ
て
い
る
｡
絵
合
'
若
菜
上
､
鈴
虫
の
巻
々
で
､
秋
好
中
宮
に

関
わ
る
斎
宮
の

｢別
れ
の
衛
櫛
｣
を

｢櫛
｣
の
伝
承
､
発
想
を
ふ
ま
え
な
が
ら
'
｢奴
｣
と
言
い
換
え
た
の
に
は
､
そ
れ
だ
け
の
表
現
上
の
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必
要
性
'
必
然
性
､
-

一
つ
の
用
語
意
識
が
働
い
て
い
た
か
ら
だ
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
桐
壷
の
巻
々
の
用
例
で
さ
え
'
非
業
の

死
'
｢枝
ざ
ま
｣
な
る
よ
う
な
死
を
遂
げ
た
亡
き
更
衣
の
鎮
魂
'
挽
歌
の
物
語
の
な
か
に
あ
ら
わ
れ
る
｡

｢奴
｣
と
言
う
語
の
源
氏
物
語
の

全
用
例
は
'
｢長
恨
歌
｣
の
世
界
と
何
ら
か
の
意
味
で
関
わ
り
を
持
っ
て
い
る
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
そ
の
用
語
意
識
の
基
底
に
は
､

長
生
殿
の
古
き
例
は
ゆ
ゆ
し
-
て
'
翼
を
か
は
さ
む
と
は
ひ
き
か
へ
て
'
弥
勤
の
世
を
か
ね
た
ま
ふ
｡

(夕
顔

232貢
)

と
い
う
'
｢
ゆ
ゆ
し
｣
の
意
識
が
存
在
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
｡
そ
し
て
'
そ
の
よ
う
な
用
語
意
識
に
よ
っ
て
用
い
ら
れ
て
い
る
絵
合
の

巻
の
語
例
を
t

f
般
的
な
語
嚢
と
し
て
語
例
に
組
み
こ
ん
で
'
そ
の
意
味
を
確
定
し
て
い
-

『
日
本
国
語
大
辞
典
』
の
方
法
に
は
､

1
つ
の

疑
問
が
残
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
｡

既
に
'
民
俗
学
的
立
場
か
ら
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
'
夕
顔
も
玉
宴
も
蔓
草
で
あ
る
｡

『
日
本
書
紀
』

1
書
第
三
に
は
'
青
草
を
結
っ

て
笠
と
蓑
と
を
作
っ
て
か
ぶ
り
'
た
ば
ね
た
草
を
背
負
う
よ
う
に
し
て
'
高
天
原
を
追
放
さ
れ
た
素
糞
鴫
等
の
姿
が
語
ら
れ
る
｡
そ
う
し
た

な
か
に
'
蔓
草
を
身
に
絡
う
異
郷
の
遠
来
神
､
漂
泊
'
さ
す
ら
い
の
神
の
姿
を
見
る
と
す
れ
ば
'
夕
顔
､
玉
里
の
物
語
の
原
像
'
発
想
の
根

源
に
は
､
や
は
り
､
漂
泊
の
神
の
伝
承
が
存
在
し
て
い
た
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
玉
宴
の
不
具
を
三
年
を
経
て
も
歩
-
こ
と
の
で
き

な
か
っ
た

『記
』

｢蛭
子
｣
に
擬
す
る
､こ
の
巻
の
方
法
は
'
そ
う
し
た
発
想
と
通
ず
る
も
の
だ
っ
た
｡
玉
墨
を
'
｢さ
す
ら
い
｣
､
流
離
譜

と
し
て
捉
え
る
見
方
は
'
民
俗
学
的
研
究
の
立
場
か
ら
､
多
く
の
貴
重
な
業
績
が
あ
げ
ら
れ
て
き
た
｡
最
近
で
は
､
長
谷
川
政
春
､
小
林
茂

美
氏
ら
の
業
績
を
中
心
に
'
藤
井
貞
和
氏
ら
の
発
言
に
も
､
傾
聴
す
べ
き
も
の
が
多
い
｡
源
氏
物
語
の
作
者
は
､
そ
う
い
う
神
話
的
伝
承
の

話
型
を
ふ
ま
え
な
が
ら
'
八
幡
信
仰
'
長
谷
観
音
の
霊
験
諸
を
お
り
ま
ぜ
'
聞
書
集
､
説
話
集
の
世
界
を
も
引
き
こ
ん
で
'
玉
豊
の
物
語
を

つ
む
ぎ
出
す
｡
そ
し
て
'
近
江
の
君
の
物
語
と
対
偶
的
に
物
語
を
構
成
し
よ
う
と
す
る
｡
そ
の
構
成
の
核
に
は
'
『紫
式
部
集
』
に
見
ら
れ

る
よ
う
な
､
西
の
国
に
下
向
し
た
友
か
ら
の
消
息
や
聞
書
き
を
利
用
し
た
か
と
思
わ
れ
る
注
記
や
こ
と
わ
り
書
き
か
と
思
わ
れ
る
も
の
さ
,㍗

見
え
る
｡
そ
れ
が
'
文
体
の
な
か
に
残
存
し
て
い
る
よ
う
な

｢け
り
｣
の
用
例
な
ど
も
指
摘
で
き
る
｡
物
語
の
作
者
は
､
更
に
浮
舟
物
語
を
､
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同
じ
話
型
の
な
か
に
創
造
し
て
い
く
｡
そ
う
い
う
営
み
の
な
か
に
､
如
何
な
る
世
界
'
如
何
な
る
人
間
の
生
き
方
を
探
り
出
し
､
求
め
よ
う

と
し
た
の
か
｡
そ
の
よ
う
な
問
題
を
問
い
つ
め
､
掘
り
起
こ
し
て
い
-
な
か
で
､
源
氏
物
語
は
'
常
に
新
た
な
意
味
を
も
っ
て
蘇
る
七
､
語

り
か
け
て
も
く
る
｡

(付
記
-
第
Ⅳ
項
は
'
昭
和
63
年
10
月
23
日
'
山
形
県

･
米
子
女
子
短
期
大
学
に
お
け
る
中
古
文
学
会
で
研
究
発
表
し
た
も
の
を
も
と

に
補
訂
し
た
｡)



三
㌧
『源
氏
物
語
の
本
文
と
享
受
』

(和
泉
書
院
)
要
旨

･
享
受
を
め
ぐ
る
問
題

章

･
節
を
追
っ
て
要
旨
を
ま
と
め
'
｢
｢本
文
と
享
受
｣
の
方
法
｣
を
め
ぐ
り
'
検
討

･
補
訂
を
加
え
る
こ
と
に
す
る
｡

一
､
夕
顔
の
巻
疎
注

1

夕
顔
の
巻
は
'
帯
木
の
巻
の

｢常
夏
の
女
｣
の
物
語
を
承
け
る
｡
常
夏
'
撫
子
の
花
が
'
ど
う
し
て
夕
顔
の
花
と
な
っ
て
蘇
え
る
の
か
｡

夏
の
季
節
の
花
に
は
遵
い
な
い
が
'
花
の
イ
メ
ー
ジ
は
'
か
な
り
違
っ
て
い
る
｡
従
来
'
こ
う
い
う
点
に
つ
い
て
は
'
あ
ま
り
注
意
さ
れ
て

こ
な
か
っ
た
｡

｢白
き
扇
｣
は
'
黒
須
重
彦
氏
が
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
'
班
妊
婦
の
故
事
を
ふ
ま
え
た
も
の
で
'
東
屋
の
巻
の
浮
舟
の
白
い

扇
も
同
じ
故
事
に
よ
る
.
そ
れ
は
'
高
貴
な
男
の
寵
愛
を
失
っ
た
女
性
を
意
味
す
る
｡

｢白
は
夏
の
扇
の
色
｣
(r全
集
｣
頭
注
)
と
い
う
よ

33

う
な
解
釈
に
は
従
い
が
た
い
｡
枕
草
子

(新
潮

r集
成
｣
)

二
六
七
段
に

｢色
は
､
赤
き
､
紫
､
緑
｡｣
と
あ
る
｡
さ
ら
に
､
｢
た
だ
赤
き

紙
を
､
お
し
な
べ
て
う
ち
つ
か
ひ
持
た
ま
へ
る
は
'
嬰
麦
の
い
み
じ
う
咲
き
た
る
に
ぞ
い
と
よ
く
似
た
る
｣

(三
二
段
)
と
あ
る
枕
草
子
の



二
つ
の
章
段
を
重
ね
'
班
妊
婦
の
故
事
を
ふ
ま
え
'
｢白
き
花
ぞ
､
お
の
れ
ひ
と
り
､
ゑ
み
の
眉
開
け
た
る
｣

｢花
の
名
は
人
め
き
て
｣
と

い
う
花
の
幻
想
に
'
丸
い
明
月
に
た
と
え
ら
れ
た
中
国
風
の

｢う
ち
わ
｣
を
連
想
し
て
い
-
と
､
夕
顔
の
巻
々
頭
の
物
語
が
構
成
さ
れ
る
｡

そ
こ
に
は
､
F文
選
』
の

｢怨
歌
行
｣
と
枕
草
子
二
六
七
段
､
三
二
段
と
が
重
ね
ら
れ
'
撫
子
が
扇
へ
､
さ
ら
に
夕
顔
へ
と
'
神
話
的
伝
承
'

説
話
を
も
そ
の
な
か
に
引
き
こ
ん
で
く
る
｡
そ
し
て
'
そ
れ
ら
を
見
事
に
変
相
し
裏
返
し
､
ず
ら
し
て
見
せ
た
作
者
の
し
た
た
か
な
発
想
､

構
成
､
筆
づ
か
い
は
'
驚
く
ば
か
り
で
も
あ
る
L
t
眼
を
見
は
る
ば
か
り
で
も
あ
る
｡
そ
れ
は
'
既
に
､
高
い
物
語
的
世
界
の
達
成
を
も
意

味
し
て
い
る
こ
と
を
論
述
す
る
｡

2

心
あ
て
に
そ
れ
か
と
ぞ
見
る
白
露
の
光
そ
へ
た
る
夕
政
の
花
-

夕
顔
の
巻
の
こ
の
歌
は
､
｢夕
顔
の
花
｣
を
源
氏
に
よ
そ
え
て
解
す
る

の
が
定
説
で
あ
っ
た
｡
だ
が
'
贈
答
歌
の
機
能
を
考
え
る
と
'
｢夕
顔
の
花
｣
に
対
す
る
詠
嘆
で
は
な
く
､
｢夕
顔
の
花
に
光
彩
を
添
え
美
し

-
さ
せ
た
'
そ
の
光
に
対
す
る
詠
嘆
的
な
表
現
｣

(拙
著

『源
氏
物
語
と
そ
の
周
辺
』
伊
那
毎
日
新
聞
社
)
と
見
る
べ
き
で
'
夕
顔
は
､

｢家
の
花
｣
と
し
て
'
女
主
人
を
形
象
す
る
も
の
だ
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
い
｡
こ
の
旧
稿
の
骨
子
は
､
千
余
頁
に
及
ぶ
卒
業
論
文

(昭

･

三
十
年
提
出
)
の
一
部
を
成
す
も
の
で
'
折
口
学
の
発
想
を
挺
子
に
発
掘
し
た
も
の
で
あ
る
｡
昭
和
四
十
年
代
後
半
に
は
'
こ
の
歌
の
解
釈

を
め
ぐ
っ
て
一
つ
の
論
争
が
な
さ
れ
て
い
た
｡
定
説
化
へ
の
過
程
を
､
注
釈
史
を
通
し
て
辿
り
'
現
代
の
源
氏
学
の
確
立
と
そ
の
方
法
に
つ

い
て
批
判
､
検
討
を
加
え
た
｡
源
氏
物
語
の
形
成
と
享
受
を
'

一
つ
の
動
態
と
し
て
捉
え
よ
う
と
す
る
物
語
の

｢方
法
｣
に
つ
い
て
は
'
既

に
前
章
で
も
述
べ
た
｡

『紫
式
部
集
』
の
方
違
え
の
男
と
の
贈
答
歌
に
つ
い
て
の
諸
説
を
整
理
し
な
が
ら
'
そ
う
し
た

｢方
法
｣
か
ら
､
そ

の
歌
に
､
空
蝉
､
夕
顔
物
語
を
重
ね
て
読
む
こ
と
が
で
き
る
こ
と
､
｢心
あ
て
に
｣
の
歌
と
発
想
の
上
で
類
似
が
あ
る
こ
と
t
を
指
摘
し
た
.
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そ
し
て
'
夕
顔
の
巻
の
一
つ
の
面
白
さ
は
､
｢心
あ
て
に
｣
の
歌
が
､
誰
の
歌
か
の
謎
を
説
き
明
か
し
て
い
-
と
こ
ろ
に
あ

っ
た
こ
と
を
論

述
す
る
｡
更
に
'
帯
木
の
巻
で
'
そ
れ
ぞ
れ
が
歌
物
語
的
に
構
成
さ
れ
て
い
る

｢指
喰
い
の
女
｣'
｢木
枯
の
女
｣'
｢蒜
の
女
｣
の
三
編
の
物

語
が
'
い
ず
れ
も
男
'
女
と
い
う
順
で
二
首
仕
立
て
の
物
語
に
な
っ
て
い
る
の
に
､
｢常
夏
の
女
｣
の
物
語
だ
け
が
'
女
'
男
'
女
の
順
で
'

三
首
仕
立
て
の
物
語
と
な
っ
て
い
る
問
題
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
る
｡
伊
勢
物
語
へ
平
仲
物
語
'
大
和
物
語
前
半
の
三
首
構
成
の
物
語
に
は
'

一
つ
の
型
と
も
い
う
べ
き
も
の
を
想
定
で
き
る
こ
と
､
｢女
'
男
､
女
｣
と
い
う
三
首
構
成
の
章
段
は
'
女
性
の
側
が
積
極
的
に
物
語
を
領

導
し
て
い
く
と
い
う
特
殊
な
性
質
が
あ
る
こ
と
､
な
ど
を
指
摘
し
た
｡
更
に
'
伊
勢
物
語
六
九
段
と
の
関
わ
り
を
も
想
定
L
t
夕
顔
の
巻
で

女
の
側
か
ら
歌
を
詠
み
か
け
て
き
た
意
味
を
'
｢常
夏
の
女
｣
の
物
語
の
構
成
と
密
接
に
関
係
す
る
も
の
と
し
て
捉
え
る
｡
あ
る

一
つ
の
謎

解
き
の
手
法
､
方
法
と
考
え
る
こ
の
よ
う
な
物
語
享
受
論
は
'
従
来
の
見
方
や
解
釈
を
根
本
的
に
変
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
意
味
す

る
｡
そ
の
よ
う
な
'
伝
統
的
な
歌
物
語
構
成
の
手
法
を
ふ
ま
え
な
が
ら
､
夕
顔
と
い
う
女
性
を
､
逆
に
き
わ
め
て
控
え
め
な
'
あ
え
か
な
女

性
と
し
て
'
裏
返
し
に
し
て
造
形
し
て
見
せ
た
と
こ
ろ
に
'
読
者
に
一
つ
の
謎
解
き
を
書
ば
せ
る
'
物
語
作
者
の
並
々
な
ら
ぬ
意
図
が
あ
っ

た
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡
夕
顔
の
巻
で
'
女
の
側
か
ら
歌
を
詠
み
か
け
て
い
-
の
は
'
帯
木
の
巻
の

｢常
夏
の
女
｣
の
三
首
構
成
の
物
語
的
世

界
の
構
想
か
ら
形
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
'

1
つ
の
型
-

そ
の
形
式
を
ふ
ま
え
な
が
ら
'
そ
の
内
容
を
裏
返
し
て
造
形
し
て
見
せ
た
意
図

的
な
物
語
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
｡
そ
し
て
そ
れ
は
'
こ
う
し
た
謎
を
､
読
み
解
か
せ
よ
う
と
す
る
物
語
享
受
の

｢方
法
｣
と
深
-
関

わ
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
論
証
す
る
｡

3

｢心
あ
て
に
｣
の
歌
に
'
源
氏
は
'
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寄
り
て
こ
そ
そ
れ
か
と
も
見
め
た
そ
が
れ
に
ほ
の
ぼ
の
見
つ
る
花
の
夕
顔

と
返
歌
し
て
､
惟
光
に
様
子
を
探
ら
せ
る
｡
こ
の
歌
は
'

一
群
の
贈
答
歌
と
し
て
'
歌
の
意
味
を
考
え
て
い
-
必
要
が
あ
る
｡

『眠
江
入
楚
』

(桜
楓
社

舌
注
集
成
)
は
'
｢心
あ
て
に
｣
の
歌
の
注
記
で

｢重
義
日
｣
と
し
て
代
作
歌
の
可
能
性
を
示
し
'
｢所
詮
作
者
を
つ
け
ず
し
て

見
る
義
可
然
也
｣

(250
頁
)
と
す
る
｡

源
氏
物
語
の
微
妙
な
､
心
憎
い
ほ
ど
の
徹
底
し
た
対
偶
的
構
成
に
注
意
し
て
い
-
と
'
夕
顔
の
巻
冒
頭
の
贈
答
歌
に
関
わ
る
､
｢
一
房
折

り
て
ま
ゐ
れ
｣､
｢童
の
を
か
し
げ
な
る
､｣
と
い
う
表
現
は
､
六
条
御
息
所
の
も
と
で
一
夜
を
過
し
た
源
氏
が
､
中
将
の
君
と
別
れ
の
贈
答

の
歌
を
交
す
部
分
に
あ
る

｢朝
顔
折
り
て
参
る
｣

｢を
か
し
げ
な
る
侍
童
｣
と
い
う
表
現
に
対
応
す
る
｡
二
つ
の
贈
答
歌
の
世
界
は
'
完
全

に
対
偶
的
に
構
成
さ
れ
て
い
る
｡
侍
女
の
中
将
の
手
を
と
ら
え
て

｢折
ら
で
過
ぎ
う
き
｣
･と
詠
み
か
け
る
源
氏
に
､
｢花
に
心
を
と
め
ぬ
と

ぞ
見
る
｣
と
返
す
中
将
の
歌
は
､
自
分
に
対
す
る
源
氏
の
い
ど
み
を
､
女
主
人
の
御
息
所
に
対
す
る
歌
に
す
り
か
え
て
言
い
の
が
れ
た
､
機

知
に
と
ん
だ
即
興
の
答
歌
で
あ
る
｡
代
作
歌
に
準
ず
べ
き
侍
女
の
歌
で
は
あ
る
が
､
や
は
り
'
代
作
歌
そ
の
も
の
で
は
な
い
よ
う
に
書
い
て

い
る
｡

｢心
あ
て
に
｣
の
歌
が
も
っ
て
い
る

一
つ
の
混
沌
は
'
源
氏
と
中
将
の
贈
答
歌
の
あ
り
よ
う
に
よ
っ
て
謎
解
か
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
｡
だ
が
､
そ
の
影
響
を
う
け
て
書
か
れ
た
次
表
物
語
の
蓬
門
女
が
､
｢知
ら
ぬ
ま
の
｣

(岩
波

『大
系
』
39
頁
)
と
詠
み
か
け
て
い
る
の

は
､
や
は
り
夕
顔
の

｢心
あ
て
に
｣
の
歌
を
､
代
作
歌
と
見
て
の
作
意
と
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
｡
更
に
狭
衣
物
語
に
は
'
｢
畳
紙
に
'
片
仮

名
に
｣
と
あ
る
｡

｢心
あ
て
に
｣
の
歌
を
'
｢
そ
こ
は
か
と
な
-
書
き
ま
ざ
ら
は
し
た
る
｣
と
い
う
本
文
の
解
釈
を
め
ぐ
っ
て
は
､
諸
説
が

あ
り
'
諸
注
や
用
例
を
調
査
'
検
討
す
る
と
'
書
法
'
筆
蹟
'
文
字
な
ど
の
意
に
解
す
べ
き
も
の
の
よ
う
で
あ
る
｡
物
語
の
読
者
も
､
こ
の

語
を
通
し
て
'
こ
の
歌
が
代
作
歌
で
あ
る
こ
と
を

一
方
で
は
読
ん
で
い
た
の
で
は
な
い
か
｡
部
分
部
分
を
繋
げ
て
い
-
と
'
そ
う
い
う
読
み

方
が
で
き
る
よ
う
に
も
書
か
れ
て
い
る
｡
そ
れ
は
､
ど
う
繋
げ
て
読
ん
で
い
く
の
が
本
道
か
t
と
い
う
問
題
と
は
ま
た
別
の
問
題
で
あ
る
｡

登
場
人
物
が
わ
か
ら
な
い
こ
と
を
読
者
の
側
が
わ
か
っ
て
い
る
よ
う
に
書
く
の
も
､
読
者
が
わ
か
っ
て
い
な
い
こ
と
を
登
場
人
物
が
わ
か
っ
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て
い
る
よ
う
に
､
作
者
の
側
か
ら
書
い
て
い
-
の
も
'
第

｢
二
｣
章

｢
Ⅳ
｣
で
述
べ
た
よ
う
に
'
読
者
は
も
と
よ
り
登
場
人
物
さ
え
関
知
し

な
い
'
表
現
の
レ
ベ
ル
を
越
え
た
次
元
の
な
か
で
'
謎
の
よ
う
に
置
か
れ
た

｢語
｣
を
通
し
て
'
秘
め
ら
れ
た
物
語
の
世
界
の
奥
義
や
謎
を

措
い
て
い
-
物
語
の
方
法
も
'
読
者
へ
の
サ
ー
ビ
ス
と
い
う
点
か
ら
見
れ
ば
同
じ
こ
と
で
あ
る
｡
だ
が
そ
れ
は
'
当
時
の
物
語
享
受
の
｢相
｣

や

｢場
｣'
い
わ
ば

｢座
｣
と
も
い
う
べ
き
も
の
を
離
れ
て
は
存
在
し
得
な
い

｢方
法
｣
で
も
あ
っ
た
｡

F全
集
』
頭
注
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
'
｢
｢
こ
そ
｣
-
-
め
｣
が
'
｢贈
答
歌
や
手
紙
や
会
話
な
ど
の
場
合
勧
誘
の
意
を
表
わ
す
｣
と
い
う

の
は
､
｢純
粋
拝
情
｣
性
と
と
も
に
'
和
歌
の
も
っ
て
い
た

｢
日
常
会
話
｣
性
と
い
う
時
枝
誠
記
博
士
の
視
座
か
ら
と
ら
え
る
と
､
妥
当
な

見
解
の
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
が
'
や
は
り
従
い
難
い
こ
と
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡

『
日
本
文
法
大
辞
典
』

(明
治
書
院
)
で
'
吉
田
金
彦
氏

が
説
か
れ
て
い
る
よ
う
に
､
｢平
安
時
代
に
お
け
る

｢
こ
そ
-
-
め
｣
の
用
法
で
注
意
さ
れ
る
の
は
､
会
話
文
で
は
こ
れ
が
勧
誘
の
意
味
に

用
い
ら
れ
た
も
の
が
多
く

和
歌
に
お
い
て
は
推
苧

意
志
の
意
味
に
用
い
ら
れ
た
も
の
が
多
い
こ
と
で
あ
る
｡｣

(824
頁
)
と
い
う
の
に

従
う
べ
き
だ
｡

『国
歌
大
観
L
本
で
は
'
｢
こ
そ
｣
の
用
い
ら
れ
て
い
る
歌
は
全
物
語
の
歌
七
九
三
首
中
五
六
首
'
｢
こ
そ
-
-
め
｣
の
形
を

と
る
歌
は
'
七
八
七

二

〇
二
八

二

〇
六
三

･
一
〇
九
七

･
1
二
二
四
･
二
二
三
三
歌
の
六
首
で
､
意
志
二
例
､
意
志
で
願
望
的
な
意
味

を
伴
う
も
の
二
例
'
推
量
二
例
と
す
べ
き
で
'
勧
誘
の
意
に
解
す
べ
き
も
の
は
な
い
｡
こ
の
歌
は
'
｢近
寄
っ
て
み
て
そ
れ
が
誰
か
と
見
定

め
た
い
も
の
｡
夕
暮
れ
時
に
'
ほ
の
か
に
見
た
美
し
い
あ
な
た
を
｡｣
と
解
す
べ
き
こ
と
を
論
証
し
た
｡
漢
詩
文
集
､
注
釈
史
､
享
受
史
'

和
歌
本
文
の
流
伝
を
辿
り
な
が
ら
'
本
文
と
享
受
の
問
題
､
実
態
と
の
関
わ
り
の
な
か
で
論
述
す
る
｡

4

『源
氏
物
語
と
そ
の
周
辺
』

(伊
那
毎
日
新
聞
社
)
に
対
す
る
小
山
利
彦
氏

(
｢国
学
院
雑
誌
｣
昭

･
55
年
6
月
号
)
の

｢書
評
｣
に
答
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え
て
論
述
し
た
O
氏
は
'
｢推
論
過
程
で
夕
顔
を

｢
口
惜
し
の
花
の
契
り
｣
と
表
現
す
る
意
識
と
枕
草
子

(大
系
106
貢
)
の
夕
顔
に
対
す
る

意
識
と
の
共
通
性
を
指
摘
し
て
い
る
が
､
枕
の
方
は

｢花
の
か
た
ち
も
朝
顔
に
似
て
｣
と
か
'
花
で
は
な
く

｢実
の
あ
り
さ
ま
こ
そ
､
い
と

-
ち
を
し
け
れ
｣
と
表
現
し
て
い
る
は
ず
で
あ
る
｡｣
と
指
摘
さ
れ
た
｡
三
巻

本
に
依
拠
す
る
限
り
､
氏
の
指
摘
は
適
切
で
あ
る
｡
だ
が
'

前
田
本
や
堺
本
の
本
文
を
意
識
に
置
い
て
能
因
本
の
本
文
を
解
す
る
と
､
｢夕
顔
は
朝
顔
の
花
に
似
て
い
る
の
で
'
朝
顔
と
並
べ
て
言
い
続

け
る
時
は
'
<
言
い
続
け
る
と
>
確
か
に
趣
の
あ
り
そ
う
な
花
の
姿
で
あ
る
が
､｣
と
､
夕
顔
の
花
の
姿
に
､
趣
を
認
め
な
い
立
場
に
立

つ

べ
き
で
あ
る
｡
諸
本
に
よ
る
本
文
の
異
同
を
対
校
す
る
と
､
三
巻
本
は
花
の
姿
に
趣
が
あ
る
と
す
る
の
に
対
し
て
､
能
困
本
'
前
田
本
は
そ

の
趣
を
認
め
な
い
｡
堺
本
は

｢花
の
姿
｣
が
'
｢葉
の
す
が
た
｣
と
独
自
異
文
に
な
っ
て
い
る
が
'
趣
を
認
め
な
い
点
に
つ
い
て
は
共
通
す

る
｡
三
巻
本
善
本
説
や
そ
の
原
形
的
性
質
を
主
張
す
る
立
場
に
対
し
て
､
能
困
本
の
伝
来
を
重
視
す
る
立
場
'
い
ず
れ
が
原
形
か
と
い
う
次

元
の
問
題
で
は
な
い
と
す
る
見
か
た
な
ど
'
本
文
系
統
論
に
つ
い
て
現
在
的
立
場
か
ら
諸
説
を
整
理
し
検
討
す
る
｡
さ
ら
に

｢さ
れ
ど
な
は
｣

38

の
用
例
を
'
枕
草
子
､
源
氏
物
語
に
つ
い
て
調
査
し
'
そ
れ
が
､
屈
折
L
t
強
調
さ
れ
た
意
識
に
よ
る
逆
接
で
あ
る
こ
と
を
考
え
'
逆
に
'

三
巻
本
の
本
文
に
､
後
代
の
美
意
識
､
文
芸
意
識
に
よ
る

1
つ
の
合
理
化
'
文
芸
化
を
読
み
と
ろ
う
と
す
る
.
そ
し
て
'
そ
う
し
た
傾
向
は
'

源
氏
物
語
背
表
紙
本
の
本
文
的
性
格
に
近
似
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
Q

枕
草
子
を
三
巻
本
に
と
ら
わ
れ
る
こ
と
な
く
解
し
て
-
る
と
'
夕
顔
を

｢
口
惜
し
の
花
の
契
り
｣
と
表
現
す
る
意
識
と
､
枕
草
子
の
夕
顔

の
花
に
対
す
る
意
識
と
の
間
に
は
'
共
通
す
る
意
識
が
あ
る
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
｡
源
氏
物
語
の
作
者
は
'
そ
れ
を
物

語
と
し
て
展
開
さ
せ
て
み
た
と
こ
ろ
に
､

一
つ
の
面
白
さ
を
つ
-
り
出
し
て
い
っ
た
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
｡
枕
草
子
の
本
文
研
究
は
'
林
和

比
古
博
士
編
著
の
近
業
'
『堺
本
枕
草
子
本
文
集
成
』

(日
本
書
房
)
の
刊
行
に
よ
り
'
池
田
亀
鑑
'
田
中
重
太
郎
博
士
ら
の
研
究
か
ら
'

新
た
な
段
階
へ
と
そ
の
展
開
が
期
待
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
｡



5

『紫
式
部
集
』
の
基
本
的
構
造
が
'
和
歌
の
年
代
順
排
列
に
あ
る
こ
と
を
指
摘
さ
れ
'
精
練
な
紫
式
部
伝
を
構
築
さ
れ
た
の
は
岡

一
男
博

士
で
あ
る
｡
だ
が
清
水
好
子

(
『紫
式
部
』

岩
波
書
店
)'
今
井
源
衛
氏

(
『王
朝
文
学
の
研
究
』

角
川
書
店
)
ら
に
よ
っ
て
批
判
的

見
解
が
提
出
さ
れ
た
｡
今
井
氏
は
､

も
と
も
と
こ
の
家
集
全
体
を
律
す
る
年
代
排
列
の
原
則
は
､
必
ず
し
も
強
力
な
も
の
で
は
な
-
､
こ
れ
に
背
反
す
る
例
は
至
る
所
に
見

出
さ
れ
た
L
t
ま
た
類
衆
的
部
分
に
お
い
て
は
'
反
年
代
性
の
確
証
は
な
-
と
も
'
そ
の
可
能
性
の
強
い
事
が
想
像
さ
れ
る
の
で
あ
る
O

(
308
頁
)

と
さ
れ
る
｡

F家
集
』
に
つ
い
て
の
氏
の
論
は
'
従
来
の
定
説
を
批
判
さ
れ
'
そ
の
根
幹
と
な
る
部
分
を
も
否
定
さ
れ
て
い
る
が
､
従
う
べ

き
も
の
だ
と
考
え
る
｡

『家
集
』
の
歌
と
源
氏
物
語
の
創
作
と
の
関
わ
り
は
'
従
来
考
え
ら
れ
て
き
た
と
こ
ろ
よ
り
も
っ
と
深
い
と
こ
ろ
で

関
わ
り
合
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
｡

『家
集
』

一
の
歌

｢め
ぐ
り
あ
ひ
て
｣
の
歌
を
'
山
本
利
達
氏

(
『紫
式
部
日
記

紫
式
部
集
』
新

潮

『集
成
』
)
は

｢自
ら
の
成
人
を
自
覚
｣
し
た
も
の
と
さ
れ
､
そ
こ
に

『家
集
』
の
原
点
を
見
ら
れ
る
｡
だ
が
､
｢
鳴
き
よ
わ
る
｣
の
第

二
歌
に
続
-
意
味
を
重
視
す
べ
き
で
あ
る
｡
邸
へ
の
離
別
を
い
と
お
し
み
詠
嘆
L
t
鳴
き
弱
る
ま
が
さ
の
虫
の
音
に
､
離
別
を
惜
し
み
悲
し

み
泣
く
わ
が
姿
を
暗
示
す
る
｡
こ
の
歌
は
､
少
女
の
感
傷
､
惜
別
へ
の
ロ
マ
ン
を
詠
い
あ
げ
た
も
の
で
は
な
い
｡
深
く
沈
ん
だ
円
熟
さ
が
見

ら
れ
る
｡

『家
集
』
六
番
歌
か
ら
十
番
'
十
五
番
歌
か
ら
十
九
番
歌
､
二
十
番
歌
か
ら
二
十
七
番
歌
ま
で
の
歌
群
と
の
関
わ
り
を
考
え
る
と
'

受
領
階
級
の
宿
命
的
な
も
の
へ
の
自
覚
が
そ
の
奥
に
深
く
秘
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡
宿
業
へ
の
自
覚
と
い
う
､
あ
る

一
つ
の
円

熟
'
沈
潜
し
た
心
情
や
思
想
が
そ
の
根
底
に
存
在
す
る
よ
う
に
見
え
る
｡
南
波
浩
氏

(
『紫
式
部
集
全
評
釈
』
笠
間
書
院
)
は
､
孤
愁
感

･
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憂
き
世
感

･
無
常
感
を

F家
集
』
の
う
ち
に
漂
い
流
れ
る
心
情
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
｡
そ
し
て
'
｢人
間
ら
し
-
生
き
た
い
と
願
う
､

そ
の
志
向
を
は
ば
む
歴
史
社
会
的
矛
盾
か
ら
受
け
る
孤
独
感
､
憂
き
世
感
を
'
た
だ
個
別
化
し
､
主
観
化
し
て
そ
れ
に
埋
没
し
て
し
ま
う
の

で
は
な
く
'
そ
れ
ら
を
歴
史
社
会
の
事
実
と
し
て
､
対
象
化
し
'
そ
の
中
に
お
か
れ
'
そ
の
中
に
生
き
て
い
る
自
己
を
'
第
二
の
自
己
の
眼

に
よ
っ
て
客
観
化
し
､
凝
視
し
､
個
別
と
普
遍
と
の
相
関
性
の
中
で
､
自
分
の
存
在
性
を
検
証
し
よ
う
と
'
宮
為
し
よ
う
と
し
て
い
る
｡
｣

(719
貢
)
と
指
摘
さ
れ
る
が
'
源
氏
物
語
の
主
題
と
方
法
を
考
え
て
い
-
上
で
示
唆
す
る
と
こ
ろ
が
多
い
｡

『家
集
』
四
㌧
五
番
歌

｢方
た
が
へ
に
わ
た
り
た
る
人
｣
を
め
ぐ
っ
て
は
'
｢
2
｣
節
で
論
述
し
た
が
､
木
船
重
昭
氏
が
指
摘
さ
れ
る
よ

う
に

｢人
｣
は
表
記
の
上
か
ら
見
て
'
通
説
の
ご
と
-
宣
孝
で
は
な
い
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
｡
宣
孝
だ
と
す
れ
ば
､
虚
構
の
な
か
に
は
ぐ

ら
か
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
｡
男
の
歌
は
'
女
の
詠
み
か
け
を
は
ぐ
ら
か
し
'
ち
ょ
っ
と
空
と
ぼ
け
て
み
せ
た
歌
｡
男
は
､
そ
れ
が
誰
か
ら
の

歌
か
わ
か
っ
て
い
た
の
で
あ
る
｡
や
は
り
､
真
正
面
か
ら
'
こ
と
ば
通
り
に
解
釈
し
な
い
方
が
よ
さ
そ
う
な
歌
で
あ
る
｡
女
の
歌
は
短
く
切

れ
､
た
た
み
か
け
る
よ
う
な
口
調
で
'
｢
a
｣
音
を
重
ね
て
リ
ズ
-
カ
ル
で
明
る
い
｡
い
か
に
も
才
知
に
あ
ふ
れ
た
い
ど
み
歌
で
'
陰
湿
さ

が
な
い
｡
さ
ら
に
'
木
船
氏
は
､
『古
今
六
帖
』
巻
六
の

｢お
ぼ
つ
か
な
た
れ
と
か
知
ら
む
秋
霧
の
絶
え
ま
に
見
ゆ
る
朝
顔
の
花
｣
を

｢
換

骨
奪
胎
､
利
用
作
詠
し
た
｣
歌
と
さ
れ
'
花
宴
の
巻
の
歌

｢
い
づ
れ
ぞ
と
露
の
宿
り
を
分
か
む
ま
に
小
笹
が
原
に
風
も
こ
そ
吹
け
｣
と
深
く

関
わ
る
と
す
る
見
方
を
肯
定
さ
れ
る
｡
こ
れ
ら
に
関
わ
る
諸
注
を
検
討
し
､
｢
い
づ
れ
｣
の
語
を
'
『新
釈
源
氏
物
語
』'
『国
歌
大
観
』
正

･

続
索
引
に
よ
っ
て
調
査
し
t
F
日
本
国
語
大
辞
典
J)
(小
学
館
)
な
ど
の
意
味
分
頬
に
よ
っ
て
比
較
､
整
理
し
た
.
ま
た
'
｢
い
づ
れ
か
｣

｢
い
づ
れ
ぞ
と
｣
の
語
を
句
頭
に
も
つ
歌
を

r国
歌
大
観
』
か
ら
検
索
し
た
｡
花
宴
の
巻
の
歌

｢
い
づ
れ
ぞ
と
｣
は
諸
注
の
ご
と
-

｢
ど
こ

の
女
人
｣
と
い
う
よ
う
な
漠
然
と
し
た
不
定
称
代
名
詞
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
｡
こ
う
し
た
語
意
の
扱
い
の
不
適
切
さ
が
誤

腰
を
重
ね
あ
ら
ぬ
虚
像
を
つ
-
り
出
し
て
い
-
こ
と
に
な
る
.
花
宴
の
巻
の

｢
い
づ
れ
｣
の
語
の
全
用
例

(三
例
)
は
'
す
べ
て
弘
徽
殿
女

御
の
妹
君
達
の
う
ち
'
誰
で
あ
る
か
の
意
に
用
い
ら
れ
て
い
る
｡
こ
の
よ
う
に
､
漠
然
と
し
た
不
定
称
代
名
詞
と
解
す
る
こ
と
は
誤
り
で
あ
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り
､
そ
こ
か
ら
'
『家
集
』
の

｢
い
づ
れ
ぞ
と
｣
の
歌
意
を
演
得
的
に
考
え
る
こ
と
も
誤
り
で
あ
る
こ
と
を
論
証
す
る
｡

6

更
級
日
記
の
源
氏
物
語
享
受
に
つ
い
て
問
題
点
を
要
約
し
て
い
-
な
か
で
'
そ
の
享
受
が
'
い
ろ
い
ろ
な
意
味
で
示
唆
に
と
む
も
の
で
あ

る
こ
と
を
指
摘
す
る
｡
夕
顔
と
浮
舟
へ
の
ひ
た
む
き
な
憧
保
の
な
か
に
'
実
は
'
物
語
の
作
者
が
企
画
し
た
源
氏
物
語
の
構
想
を
'
既
に
読

み
と
っ
て
い
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
｡
夕
顔
の
後
日
雷
と
し
て
の
玉
宴
物
語
に
と
ら
わ
れ
る
こ
と
な
く
'
夕
顔
と
浮
舟
と
い
う
､
二
つ
の
物

語
の
構
成
的
な
位
相
を
､
意
味
深
く
比
較
検
討
し
な
が
ら
読
む
こ
と
に
よ
っ
て
､
物
語
構
成
上
の
意
味
を
探
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
う

か
ら
で
あ
る
｡
夕
顔
'
浮
舟
物
語
が
､
班
娃
好
の
故
事
を
ふ
ま
え
な
が
ら
､
新
し
い
物
語
を
つ
-
り
出
し
て
い
っ
た
こ
と
は
､
二
つ
の
物
語

が
'
対
偶
的
な
意
識
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
た
物
語
と
し
て
の
一
面
を
も
っ
て
い
た
こ
と
を
示
す
｡
こ
の
二
つ
の
物
語
が
､
｢
白
き
扇
｣
と
い

う
語
に
よ
っ
て
'
班
妊
婦
の
故
事
を
ふ
ま
え
､
準
え
て
い
る
こ
と
を
知
る
読
者
は
'
物
語
の
主
人
公
や
女
主
人
公
よ
り
も
早
-
'
そ
の
人
が

誰
で
あ
る
と
か
'
高
貴
な
男
の
愛
を
失
っ
て
'
零
落
し
て
い
-
宿
世
を
負
う
女
性
で
あ
る
と
か
'
そ
う
い
う
こ
と
を
既
に
読
み
と
っ
た
し
ま

～

う
｡
だ
が
'
班
妊
婦
の
故
事
か
ら
'
源
氏
物
語
を
涜
梓
的
に
読
み
と
ろ
う
と
す
る
こ
と
は
'
作
者
の
意
図
と
は
相
反
す
る
逆
な
読
み
方
だ
と

い
わ
な
け
れ
ば
お
ら
な
い
.

夕
顔
を
と
り
殺
し
た

｢物
の
怪
｣
の
正
体
に
つ
い
て
'
篠
原
昭
二
氏

(
｢廃
院
の
怪
｣

r講
座

源
氏
物
語
の
世
界
』
第

1
集

有

毒

は
､
｢古
来
論
議
が
あ
る
が
'
そ
の
お
お
よ
そ
は

『無
名
草
子
Jl
F源
氏
こ
こ
ろ
-
ら
ベ
,I
等
の

｢
こ
だ
ま
｣
説
'
｢
1
粂
兼
良

詔
化
鳥
余
情
』

三
条
西
実
隆

｢細
流
抄
』
等
の
六
条
御
息
所
の
霊
説
､
そ
し
て
t
r源
氏
物
語
評
釈
』
に
お
け
る
萩
原
広
道
に
よ
る
以
上
二
説
の
折
衷
説
｣

(247
頁
)
と
,
三
種
に
区
別
さ
れ
て
い
る
｡
そ
れ
ら
の
諸
説
を
詳
細
に
か
つ
徹
底
し
て
検
討
す
る
｡
源
氏
は
､
夕
顔
が
奪
わ
れ
た
の
は
､
｢荒
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れ
た
り
し
所
に
棲
み
け
ん
物
の
我
に
見
入
れ
け
ん
た
よ
り
｣
と
考
え
て
い
る
｡

｢け
ん
｣
の
連
休
形
の
重
複
は
意
識
的
で
､
｢棲
み
け
ん
｣

は
過
去
の
伝
聞
を
表
わ
す
｡
廃
院
の
怪
を
､
怪
異
な
昔
物
語
に
重
ね
て
見
て
い
る
の
だ
｡
そ
の
高
貴
な
美
し
さ
に
魅
入
っ
て
'
源
氏
を
取
り

殺
そ
う
と
し
た
が
､
宿
世
が
強
く
て
で
き
な
か
っ
た
'
そ
の
つ
い
で
に
傍
の
夕
顔
を
取
り
殺
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
0
夕
顔
の
側
に
'
物
怪

に
退
き
入
れ
ら
れ
る
弱
さ
'
隙
が
あ
っ
た
し
､
源
氏
の
失
言
も

｢妖
怪
を
呼
出
し
'
そ
の
出
現
の
き
っ
か
け
｣
を
作
っ
て
し
ま
っ
た
.
手
習

の
巻
で
は
'
｢昔
は
'
行
ひ
せ
し
法
師
｣
が
､
些
細
な
恨
み
を
現
世
に
遺
し
て
成
仏
で
き
ず
に
ま
よ
っ
て
い
る
う
ち
に
'
美
し
い
女
人
が
大

勢
住
ん
で
い
る
宇
治
の
八
宮
邸
に
住
み
つ
い
て
､
大
君
を
取
り
殺
し
'
浮
舟
を
さ
ら
っ
て
い
っ
た
と
す
る
｡
八
宮
邸
に
住
む
怨
霊
の
な
か
に

′.

は
､
宮
に
直
接
恨
を
持
つ
の
で
は
な
い
､
こ
う
い
う
霊
も
い
た
の
で
あ
る
｡
手
習
の
巻
に
照
応
'
対
偶

す

る
夕
顔
の
巻
の
霊
も
'
や
は
り
こ

う
し
た
頬
の
女
の
怨
霊
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
唆
す
る
0
夕
顔
を
取
り
殺
す

｢
い
と
を
か
し
げ
な
る
女
｣､
荒
廃
し
た
院
に
棲
む
霊
物
と
､
夢

の
中
の
御
息
所
の
姿
形
と
が
二
重
写
し
に
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
､
物
怪
の
言
葉
の
陰
皆
で
威
嚇
的
､
凶
悪
な
気
配
､
｢
め
ざ
ま
し
｣
は
卑
者

を
見
下
す
階
級
意
識
を
潜
め
る
場
合
が
多
い
､
と
い
う

『全
集
』
の
頭
注
を
追
っ
て
い
-
と
'
物
語
は
､
果
し
て
そ
ん
な
風
に
読
ま
れ
る
よ

う
に
'
書
か
れ
て
い
る
の
か
t
と
疑
問
が
残
ら
な
い
で
も
な
い
｡
物
怪
の
女
の
詞

｢お
の
｣
は
､
｢僧

･
男
子

･
老
人
な
ど
の
自
称
で
'

若

い
女
は
用
い
な
い
｣
'
｢女
性
が
使
う
に
し
て
は
少
し
変
な
言
葉
で
あ
る
｡
源
氏
物
語
で
も
殆
ん
ど
男
性
が
使

っ
た
例
｣
と
い
わ
れ
る
｡

『新
釈
』
本
の
索
引
に
よ
れ
ば
､
｢お
の
｣
の
用
例
は
'
三
十
例
を
数
え
る
｡
女
性
に
対
し
て
用
い
ら
れ
た
も
の
は
十
五
例
､
男
性
に
対
し
て

用
い
ら
れ
た
も
の
十
三
例
'
男
女
両
方
に
用
い
ら
れ
て
い
る
も
の
二
例
で
あ
る
｡
う
ち
､
若
い
女
性
に
対
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
も
の
は
七

例
で
あ
る
｡
七
例
に
は
自
称
の
言
い
方
こ
そ
見
ら
れ
な
い
が
,
英
の
巻
の

｢
い
で
や
,
お
の
が
ど
ち
引
き
忍
び
て
｣

(
『新
釈
』
327
頁
)
竹

河
の
巻
の

｢大
空
の
風
に
散
れ
ど
も

桜
花
お
の
が
も
の
と
ぞ
か
き
つ
め
て
見
る
｣
(
403
頁
)
の
二
例
は
'
会
話
文
や
和
歌
に
用
い
ら
れ
た

も
の
で
'
自
称
表
現
に
準
ず
る
べ
き
も
の
と
考
え
れ
ば
'
従
来
の
諸
説
に
は
や
は
り
従
い
難
い
｡
ま
た
'
｢
い
と
を
か
し
げ
な
る
女
｣
も
､

従
来

｢実
に
き
れ
い
な
女
』

(玉
上

『評
釈
』
)､
｢
た
い
へ
ん
美
し
い
様
子
の
女
｣

(
『全
集
』
)､
｢
ひ
ど
-
美
し
げ
な
女
｣

(岩
波

『大
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系
J)
)
な
ど
と
訳
さ
れ
て
き
た
｡
こ
の
語
の
形
容
動
詞
と
し
て
の
扱
い
方
や
意
味
を
､
七
種
幾
ほ
ど
の

｢辞
書
｣
に
当
っ
て
比
較
'
検
討
す

る
.
大
野
晋
博
士
の
形
容
詞
の
語
源
説
を
辿
り
な
が
ら
'
形
容
動
詞
に
転
成
す
る
場
合
'
形
容
詞
の
意
味
の
一
部
分
が
用
い
ら
れ
て
い
-
類

の
語
で
は
な
か
っ
た
か
と
推
定
す
る
｡

『新
釈
』
本
索
引
に
よ
っ
て
検
索
し
得
た
百
七
例
に
つ
い
て
調
査
の
結
果
を
分
校
す
る
.

｢誰
｣
･

｢何
｣
に
対
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
か
を
個
々
に
つ
い
て
分
析
し
'
｢第

1
頬
､
女
性
の
登
場
人
物
に
対
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
も
の
｣
か
ら
'

｢第
四
頬
､
物
に
つ
い
て
用
い
ら
れ
て
い
る
も
の
｣
ま
で
を

1
覧
に
ま
と
め
た
.
こ
の
調
査
を
通
し
て
明
確
に
い
え
る
こ
と
は
'
｢を
か
し
げ

な
り
｣
と
い
う
語
が
'
従
来
､
単
に

｢か
わ
い
ら
し
い
｣

｢
い
か
に
も
趣
が
あ
る
｣

｢魅
力
的
だ
｣
な
ど
の
意
味
を
表
わ
す
も
の
と
見
ら
れ
､

物
語
の
な
か
で
'
そ
れ
ほ
ど
注
意
さ
れ
て
読
ま
れ
て
こ
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
､
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡

｢第
二
類
｣
の
'
こ
の
語
が
用

い
ら
れ
て
い
る
男
性
の
登
場
人
物
は
､
源
氏
､
夕
霧
'
匂
宮
､
薫
の
四
人
に
限
ら
れ
て
い
る
.

｢第

1
類
｣
の
､
女
性
の
登
場
人
物
も
'
浮

舟
'
中
君
､
紫
上
'
臆
月
夜
､
玉
萎
､
雲
井
雁
'
女
三
宮
､
英
上
な
ど
'
ご
-
限
ら
れ
た
主
要
な
人
々
に
つ
い
て
の
み
用
い
ら
れ
て
い
る
｡

や
は
り
'
作
者
の
､
し
た
た
か
な
用
語
意
識
に
よ
っ
て
操
ら
れ
た
語
で
あ
っ
た
こ
と
は
'
既
に
指
摘
し
た
こ
と
で
は
あ
る
が
'
夕
顔
の
巻
の

｢童
の
を
か
し
げ
な
る
｣

(
書

集
』
211
吾

'
｢を
か
し
げ
な
る
侍
童
｣
と
い
う
'
意
図
的
に
'
対
偶
的
に
構
成
さ
れ
た
二
つ
の
物
語
の
場

面
に
'
意
識
的
に
用
い
ら
れ
て
い
る
語
で
あ
る
こ
と
か
ら
も
明
か
で
あ
る
｡
そ
れ
ら
の
語
例
を
検
討
し
な
が
ら
'
こ
の
語
が
､
六
条
御
息
所

に
対
し
て
は
用
い
ら
れ
な
い
用
語
で
あ
っ
た
こ
と
を
論
証
す
る
｡

｢を
か
し
げ
な
り
｣
が
'
登
場
人
物
に
対
し
て
用
い
ら
れ
る
場
合
'
魅
惑

的
､
魅
力
的
な
妖
艶
さ
や
､
い
か
に
も
趣
が
あ
る
様
子
な
ど
の
意
に
用
い
ら
れ
て
い
る
と
見
ら
れ
る
も
の
も
確
か
に
若
干
は
存
在
す
る
が
'

1
万
㌧
ど
う
し
て
も
そ
の
よ
う
に
解
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
用
例
は
､
き
わ
め
て
少
な
い
｡
物
に
つ
い
て
用
い
ら
れ
て
い
る
第
四
校
の
用
例

八
例
も
'
｢葵
S
Jt
｢菜
下
3
｣
な
ど
の
l
南

は
'
や
は
り

｢か
わ
い
ら
し
い
｣
と
い
う
意
味
を
も
ち
､
形
容
動
詞
化
し
て
い
-
過
程
で
は
､

形
容
詞

｢を
か
し
｣
の
語
意
の
'
こ
う
し
た
意
味
が

｢根
本
｣
と
な
っ
て
転
成
し
て
い
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
｡

こ
の
よ
う
に
考
え
て
く
る
と
'
｢お
の
｣

｢
い
と
を
か
し
げ
な
る
女
｣
に
は
'
若
い
女
性
や
､
幼
い
､
愛
ら
し
げ
な
女
の
妖
怪
､
物
怪
を
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想
定
す
べ
き
も
の
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡
最
後
に
残
さ
れ
た
問
題
は
'
｢め
ざ
ま
し
｣
に
'

｢卑
者
を
見
下
す
階
級
的
意
識
を
潜
め
る
場
合

が
多
い
｣
と
い
う
指
摘
と
､
夕
顔
の
巻
に
六
条
御
息
所
の
物
語
が
､
対
偶
的
に
語
ら
れ
て
い
る
意
味
を
ど
の
よ
う
に
考
え
る
べ
き
か
と
い
う

こ
と
で
あ
る
.

『新
釈
Jl
本
の
索
引
に
よ
っ
て
検
索
し
得
た

｢め
ざ
ま
し
｣
の
語
例
六
十
八
例
に
つ
い
て
'
｢第

l
類
､
心
外
だ
｡
気
に
-

わ
な
い
｡
あ
き
れ
た
の
意
に
用
い
ら
れ
て
い
る
も
の
｣'
｢第
二
頬
､
目
が
さ
め
る
ほ
ど
す
ぼ
ら
し
い
o
り
っ
ば
だ
の
意
に
用
い
ら
れ
て
い
る

も
の
｣
に
分
類
し
､
そ
の
用
語
例
を
､
誰
か
ら
誰
に
対
す
る
思
い
で
あ
る
か
を

一
覧
に
ま
と
め
た
｡
形
容
詞

｢め
ざ
ま
し
｣
は

一
般
に
辞
書

類
で
は
'
第

1
類
'
第
二
類
で
分
現
し
た
意
味
に
従
っ
て
説
明
さ
れ
て
い
る
0
と
こ
ろ
が
､
三
省
堂

『新
明
解
』'
小
学
館

『古
典
辞
典
』

な
ど
は
'
『全

集
』
頭
注
の

｢卑
者
を
見
下
す
階
級
的
意
識
｣
の
意
味
を
注
記
す
る
｡
源
氏
物
語
の
全
用
例
を
通
じ
て
'
こ
の
注
記
に
は
み

出
す
か
と
見
ら
れ
る
も
の
は
'
第

一
類
へ
第
二
類
を
通
じ
て
､
ほ
ぼ

一
〇
%
弱
で
'
そ
の
他
は
い
ず
れ
も
こ
う
し
た
語
意
を
伴
う
よ
う
に
見

え
る
｡
但
し
'
第
二
校
の

｢目
が
さ
め
る
ほ
ど
す
ぼ
ら
し
い
｡
り
っ
ば
だ
｣
の
意
味
に
用
い
ら
れ
て
い
る
の
は
六
例
中
､
三
例
ま
で
が
注
記

に
は
み
出
す
か
と
見
ら
れ
､
五
〇
%
に
達
す
る
｡
褒
る
場
合
に
は
'
比
較
的
身
分
や
年
令
な
ど
に
関
わ
り
な
か
っ
た
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
｡

注
記
に
は
み
出
す
か
と
恩
れ
る
六
例
に
つ
い
て
'
検
討
を
加
え
な
が
ら
問
題
点
を
要
約
し
て
い
く
な
か
で
､
物
怪
の
詞
に
'
何
か
笠
に
着
た

権
高
な
言
い
方
を
感
じ
と
る
の
は
､
き
わ
め
て
自
然
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
｡
怨
霊
説
に
よ
れ
ば
'
六
条
御
息
所
そ
の
人
で
あ
る
こ
と
に

な
る
が
'
ま
た
別
の
考
え
方
も
で
き
る
｡
さ
ら
に
'
物
怪
の
詞
､
｢
い
と
め
で
た
し
と
見
た
て
ま
つ
る
を
ば
｣
の
解
釈
に
つ
い
て
､
『花
鳥
余

情
J
以
来
の
諸
注
､
現
代
の
注
釈
書
を
比
較
､
検
討
し
､
｢を
ば
｣
を
格
助
詞

｢を
｣
の
強
調
的
表
現
と
L
t
｢め
で
た
し
｣
の
対
象
を
六
条

御
息
所
と
解
す
べ
き
こ
と
を
論
証
す
る
｡
源
氏
は
'
そ
の
良
心
に
六
条
御
息
所
に
恨
ま
れ
る
の
も
道
理
だ
と
心
の
負
い
目
を
感
じ
て
は
い
る

が
'
夕
顔
を
取
り
殺
す
物
怪
に
'
六
条
御
息
所
の
イ
メ
ー
ジ
を
重
ね
て
は
い
な
い
｡
物
怪
の
正
体
を
廃
院
に
と
ど
ま
る
可
憐
な
若
い
女
の
怨

霊
と
し
て
と
ら
え
て
い
る
と
こ
ろ
に
'
夕
顔
の
巻
の
世
界
が
あ
る
の
だ
と
考
え
る
｡
物
怪
の
詞
は
'
確
か
に
六
条
御
息
所
に
か
れ
が
れ
な
源

氏
の
軽
率
を
い
ま
し
め
て
い
る
｡
植
苗
に
六
条
御
息
所
を
笠
に
着
て
源
氏
を
さ
と
す
｡
だ
が
､
物
怪
そ
の
も
の
'
そ
の
正
体
は
決
し
て
六
条
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御
息
所
で
は
な
い
の
だ
｡
夕
顔
物
語
は
'
も
っ
と
昔
物
語
の
世
界
に
身
を
寄
せ
て
い
る
L
t
物
語
の
主
調
音
は
､
や
は
り
夕
顔
そ
の
人
の
性

に
か
か
わ
る
も
の
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡
六
条
御
息
所
の
怨
霊
の
回
路
は
､
そ
う
し
た
次
元
と
は
異
な
る
世
界
に
あ
る
｡

｢光
源
氏
は

自
己
の

｢心
の
鬼
｣
に
気
付
か
ず
'
そ
の
無
自
覚
性
が
､
光
源
氏
に
､
な
に
が
し
院
の
霊
物
と
い
う
転
稼
を
創
出
さ
せ
た
｣
と
解
す
る
こ
と

は
､
確
か
に
魅
力
あ
る
新
し
い
見
方
で
､

一
見
合
理
的
の
よ
う
に
見
え
る
｡
物
怪
の
詞
に
'
自
己
の
良
心
を
重
ね
て
聴
く
と
い
う
立
場
も
'

き
わ
め
て
新
し
い
､
合
理
的
で
批
判
的
な
解
釈
で
あ
る
｡
そ
れ
ら
に
つ
い
て
は
'
第

｢
二
｣
章
'
｢
2
｣
節
で
さ
ら
に
再
論
す
る
｡

旧
著
で
は
'
｢廃
院
に
棲
む
若
い
女
の
妖
怪
｣
と
考
え
て
き
た
の
で
あ
る
が
'
夕
顔
の
巻
で
の
源
氏
の
言
動
が
､
物
怪
を
よ
び
込
む
よ
う

に
く
り
返
さ
れ
'
そ
の
詞
が
､
六
条
御
息
所
を
笠
に
着
て
､
権
高
に
源
氏
を
さ
と
し
て
い
る
こ
と
を
考
え
る
と
､
六
条
御
息
所
邸
に
と
ど
ま

り
棲
む
若
い
女
の
妖
怪
､
怨
霊
が
､
源
氏
の
心
の
鬼
に
よ
っ
て
た
ぐ
り
寄
せ
ら
れ
て
い
っ
た
と
考
え
る
べ
き
で
は
な
い
か
t
と
い
う
論
に
傾

き
つ
つ
あ
る
｡
補
迫
'
訂
正
す
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
と
考
え
て
い
る
｡
源
氏
物
語
は
､
骨
格
と
な
る
物
語
を
書
き
変
え
'
変
容
､
変
相
の
手

を
加
え
な
が
ら
'
謎
解
き
の
た
の
し
さ
を
味
わ
い
'
享
受
さ
れ
て
き
た
作
品
で
あ
っ
た
｡

『紫
式
部
集
』
の
歌
を
通
し
て
源
氏
物
語
を
享
受

で
き
る
読
者
達
は
'
四
十
四
㌧
四
十
五
番
歌
､
｢亡
き
人
に
か
ご
と
を
か
け
て
｣'
｢
こ
と
わ
り
や
君
が
心
の
｣
の
歌
を
通
し
て
､
既
に
光
源

氏
の

｢良
心
｣
を
'
そ
の
物
語
の
対
偶
的
構
成
を
超
え
'
表
現
の
レ
ベ
ル
で
語
ら
れ
る
世
界
を
も
超
え
て
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
た
は
ず
で

あ
る
｡
物
語
の
作
者
は
､
読
者
達
に
'
主
人
公
も
知
り
得
な
い
高
い
物
語
的
世
界
の
達
成
を
知
る
よ
ろ
こ
び
を
用
意
し
て
い
た
よ
う
に
思
わ

れ
る
｡
そ
し
て
､
そ
う
い
う
読
者
達
の
理
解
を
通
し
て
､
よ
り
深
い
意
味
で
の
変
相
､
変
容
を
､
次
の
類
型
的
物
語
で
手
が
け
､
典
型
を
作

り
あ
げ
て
い
く
｡
源
氏
物
語
は
'
そ
の
よ
う
な
語
り
方
や
享
受
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
作
品
で
も
あ
っ
た
こ
と
を
論
証
す
る
｡

二
㌧
夕
顔
の
巻
の
本
文
と
享
受
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1

平
安
時
代
に
お
け
る
源
氏
物
語
の
本
文
の
流
伝
と
そ
の
系
統
論
へ
の
試
み
は
'
既
に
発
表
し
た
い
-
つ
か
の
論
稿
で
論
述
し
て
き
た
｡
校

訂
が
く
り
返
さ
れ
'
本
文
の
混
成
､
混
態
を
生
じ
て
い
る
源
氏
物
語
の
本
文
研
究
は
'
総
論
的
に
は
と
も
か
く
'
各
論
'
系
統
論
的
に
は
'

ほ
と
ん
ど
手
の
つ
け
よ
う
が
な
い
と
こ
ろ
ま
で
き
て
い
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
｡
だ
が
'
こ
れ
ま
で
の
研
究
を
要
約
し
､
新
た
な
資
料
の
処

理
に
よ
っ
て
'

一
つ
の
結
論
を
見
出
す
こ
と
は
可
能
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡
源
氏
物
語
絵
詞
を
中
心
と
す
る
平
安
時
代
に
お
け
る
源
氏
物
語

の
本
文
資
料
に
つ
い
て
'
こ
れ
ま
で
に
指
摘
し
て
き
た
主
な
点
を
t
r
か
ら
糾
項
ま
で
に
要
約
L
t
論
証
す
る
｡
そ
れ
ら
の
研
究
は
'
別

本
を
重
視
し
て
の
本
文
研
究
で
あ
り
'
物
語
の
享
受
と
の
関
わ
り
の
な
か
で
源
氏
物
語
の
作
品
の
内
奥
に
迫
ろ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
｡

文
献
学
､
民
俗
学
'
国
語
学
の
方
法
を
取
り
入
れ
､
集
成
し
な
が
ら
'

一
つ
の
文
献
学
的
方
法
を
確
立
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
､
そ
れ
な
り

の
業
績
と
し
て
評
価
さ
れ
て
も
い
る
｡

陽
明
叢
書
国
書
篇

『渡
氏
物
語

一
』
の
阿
部
秋
生
博
士
の
論
は
､
高
橋
貞

一
博
士

(
｢陽
明
文
庫
蔵
源
氏
物
語
に
つ
い
て
｣

『山
岸
徳

平
先
生
頒
寿

中
古
文
学
論
考
』
有
精
堂
)
の
説
に
依
拠
さ
れ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡
安
易
で
悪
意
的
と
も
思
わ
れ
る
説

が
'
十
数
年
の
歳
月
を
経
た
現
在
'
そ
の
間
の
研
究
史
を
無
視
し
て
'

一
見
､
実
証
的
に
分
析
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
の
も
如
何
な
も

の
で
あ
ろ
う
｡
阿
部
博
士
は
t
r源
氏
物
語

こ

(陽
明
叢
書
)
の
解
説
で
､
桐
壷
か
ら
夕
顔
の
巻
に
つ
い
て
､
｢
こ
の
四
帖
の
本
文
は
別

本
と
さ
れ
て
い
る
が
'
青
表
紙
本
と
河
内
本
と
の
本
文
の
混
清
に
よ
っ
て
生
じ
た
別
本
で
は
な
い
｡
背
表
紙
本

･
河
内
本
と
は
無
関
係
に
成

立
し
て
い
る
別
本
で
あ
る
｣
(
lo

o
克

)
と
説
か
れ
'
夕
顔
の
巻
に
つ
い
て
'
｢本
文
は
背
表
紙
本

･
河
内
本
の
い
ず
れ
と
も
違
い
'
三
本
相

互
に
等
距
離
ぐ
ら
い
に
あ
る
｡
別
本
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
｣

(113
頁
)
と
指
摘
さ
れ
る
が
'
に
わ
か
に
従
え
な
い
｡
さ
ら
に
'
陽
明
文
庫
本
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に
つ
い
て
'
｢
一
字

一
句
を
精
確
に
書
写
し
て

｢証
本
｣
を
作
る
こ
と
を
考
え
て
い
た
の
で
は
な
-
｣

｢代
々
の
書
写
者
が
'
か
な
り
自
由

に
'
気
軽
な
態
度
で
自
分
の
た
め
の
物
語
を
作
っ
て
い
た
｣
と
想
定
さ
れ
'
｢背
表
紙
本
と
河
内
本
の
本
文
を
ど
の
よ
う
に
と
り
あ
わ
せ
て

も
｣
陽
明
文
庫
本
の
本
文
は
出
て
こ
な
い
こ
と
'
｢河
内
本
は
'
こ
の
陽
明
文
庫
本
'
あ
る
い
は
そ
れ
に
近
似
し
た
本
文
を
み
て
い
た

の
で

は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
と
こ
ろ
｣
が
あ
る
こ
と
か
ら
'
｢陽
明
文
庫
本
の
本
文
は
､
河
内
本
成
立
以
後
の
本
文
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
｣

と
指
摘
さ
れ
て
い
る
｡
だ
が
'
こ
う
し
た
安
易
で
慈
恵
的
な
考
え
方
に
は
'
と
う
て
い
従
う
こ
と
は
で
き
な
い
｡
源
氏
物
語
の
本
文
は
､
そ

う
し
た
単

一
な
過
程
を
経
て
伝
来
し
て
き
た
も
の
で
は
な
-
､
そ
の
混
成
'
混
態
は
も
っ
と
複
雑
で
あ
り
､
現
存
諸
本
の
異
文
の
操
作
'
処

理
に
よ
っ
て
'
原
形
を
想
定
し
得
る
よ
う
な
状
態
で
は
あ
り
得
な
い
こ
と
を
認
識
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
こ
の
認
識
を
前
提
と
し
な
い
本

文
研
究
'
系
統
論
は
､
｢文
献
学
｣
と
し
て
も
'
学
問
と
し
て
も
成
立
し
得
な
い
｡
秋
山
度
氏
も
'
(
『源
氏
物
語

十
六
』

陽
明
叢
書
)

｢各
帖
の
調
査
に
よ
っ
て
'
若
干
の
巻
は
と
も
か
-
と
し
て
'
い
か
に
も
阿
部
氏
の
見
解
は
裏
づ
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
よ
う
で
あ
る
｣

(98
貢
)
と
指
摘
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
'
如
何
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
｡

背
表
紙
本
系
統
の
大
島
本
に
対
し
て
'
尾
州
家
河
内
本
と
別
本
系
統
の
陽
明
文
庫
本
の
本
文
は
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
の
か
'
夕
顔
の

巻
に
つ
い
て
調
査
'
検
討
す
る
.
異
文
を
四
校
に
分
現
し
て
示
す
と
次
の
よ
う
に
な
る
.
第
三
㌧
四
類
の
異
文
百
分
率
の
上
段
は
別
本
'
(防

明
文
庫
本
)
下
段
は
河
内
本

(尾
州
家
本
)
の
百
分
率
を
表
わ
す
｡
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こ
の
統
計
を
も
と
に
､
青
表
紙
本
､
河
内
本
'
別
本
の
本
文
系
統
関
係
を
計
数
的
に
考
え
t
H
か
ら
白
項
に
要
約
す
る
.
そ
し
て
'
こ

れ
ら
の
要
約
が
､
阿
部
秋
生
博
士
の
指
摘
さ
れ
る
と
こ
ろ
と
､
あ
い
入
れ
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
を
論
証
す
る
｡
さ
ら
に
､
阿
部
博
士
の
一

見
､
実
証
的
に
見
え
る
立
論
が
,
部
分
的
な
調
査
に
も
と
づ
か
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
'
筆
者
の
手
沢
本
の
貢
ご
と
に
'
第

-
類

か
ら
第
四
校
ま
で
の
異
文
数
と
系
統
別
異
文
数
の
百
分
率
と
を
示
し
,
第
三
'
四
頬
を
集
計
し
て
そ
の
異
文
数
の
百
分
率
を
も
示
し
た
O
こ

れ
に
よ
れ
ば
,
別
本
､
河
内
本
の
頁
ご
と
の
独
自
異
文
は
と
も
に
一
〇
〇
%
か
ら
〇
%
'
共
通
異
文
と
ほ
ぼ
共
通
す
る
異
文
と
を
合
計
し
た

も
の
は
,
別
本
で
は
八
八

二

元

か
ら
〇
%
,
河
内
本
で
は
一
〇
〇
%
か
ら
〇
%
の
間
に
分
布
し
て
い
る
｡
そ
れ
ら
を
九
%
以
下
か
ら

1
0

0
%
ま
で
､
集
計
,
図
示
す
る
｡
こ
れ
ら
の
資
料
に
よ
れ
ば
､
部
分
的
調
査
が
､
全
体
の
本
文
形
態
を
表
わ
す
も
の
で
な
い
こ
と
は
明
確
で

あ
る
｡
部
分
か
ら
全
体
を
想
定
す
る
こ
と
は
無
謀
で
あ
り
,
そ
の
結
論
は
､
き
わ
め
て
窒

息
的
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
譲
は
ま
ぬ
が
れ
難
い
｡

そ
れ
に
加
担
す
る
が
ご
と
き
は
､
如
何
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
｡

次
に
,
独
自
異
文
と
共
通
異
文
の
分
布
が
'
夕
顔
の
竺

帖
の
な
か
で
､
ど
の
よ
う
な
位
相
を
示
し
て
い
る
か
を
検
討
し
'
六
群
に
分
類

す
る
｡

表

的
に
は
､
冒
頭
の
部
分
に
独
自
異
文
が
多
く

末
尾
の
部
分
に
は
共
通
異
文
が
多
い
｡
そ
し
て
､
中
間
で
大
部
分
を
し
め
る
部

分
は
,
そ
の
重
な
り
の
部
分
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
｡
異
文
は
,
不
注
意
や
無
意
識
に
よ
っ
て
も
生
じ
る
が
'
書
写
や
校
訂
に
当
た
る
人
々

の
趣
向
や
時
代
の
好
み
,
さ
ら
に
は
そ
れ
を
流
伝
し
て
来
た
人
々
の
考
え
方
や
時
代
の
風
潮
な
ど
'
複
雑
な
要
素
を
か
ら
ま
せ
な
が
ら
'
物

語
の
本
質
的
な
理
解
に
関
わ
る
問
題
に
も
つ
な
が
っ
て
い
-
異
文
も
存
在
す
る
｡
こ
れ
ら
の
検
討
を
通
し
て
､
源
氏
物
語
の
本
文
と
享
受
の
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あ
り
よ
う
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
し
､
本
文
の
系
統
的
な
関
わ
り
あ
い
を
'
具
体
的
に
知
る
こ
と
も
で
き
る
｡
夕
顔
の
巻
で
は
､

別
本
と
河
内
本
と
が
共
通
す
る
異
文
は
五
二
六
例
'
ほ
ぼ
共
通
す
る
異
文
は

一
五

一
例
に
達
し
､
そ
れ
ぞ
れ
の
系
統
の
異
文
数
に
対
す
る
共

通
異
文
数
の
百
分
率
は
'
別
本
で
は
五
三

･
五
%
'
河
内
本
で
は
六
〇
･
五
%
に
達
す
る
｡
青
表
紙
本
'
河
内
本
'
別
本
の
位
置
が
相
互
に

等
距
離
に
存
在
す
る
と
考
え
ら
れ
る
阿
部
博
士
ら
の
考
え
は
誤
り
で
あ
る
｡
河
内
本
､
別
本
の
本
文
は
'
基
本
的
に
は
一
つ
の
原
形
を
基
幹

と
し
て
生
じ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
｡

若
紫
の
巻
の
陽
明
文
庫
本
の
本
文
に
つ
い
て
､
阿
部
博
士
は
､
｢か
な
り
河
内
本
に
近
い
が
'
時
に
河
内
本
と
は
違
う
と
こ
ろ
も
あ
り
'

そ
こ
を
重
く
み
て
別
本
と
認
め
る
べ
き
で
あ
ろ
う
｣

(91
頁
)
と
'
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
､
従
い
難
い
｡

『大
成
』
校
異
篇
で
'
池
田
亀
鑑

博
士
が
別
本
と
し
て
校
異
に
採
択
さ
れ
な
か
っ
た
の
は
妥
当
で
あ
る
｡
校
異

一
覧
に
示
し
検
討
し
た
よ
う
に
､
陽
明
文
庫
本
は
'
河
内
本
に

一
部
の
誤
写
､
背
表
紙
本
と
の
間
に
混
態
を
生
じ
て
い
る
本
文
と
見
る
べ
き
で
'
別
本
と
は
な
し
得
な
い
こ
と
を
論
証
す
る
｡

桐
壷
､
帯
木
'
空
蝉
の
三
帖
は
､
阿
部
博
士
の
調
査
に
従
え
ば
'
い
ず
れ
も
陽
明
文
庫
本
の
基
幹
部
分
を
な
す
別
本
二
十
八
帖
に
属
す
る

巻
々
で
'
数
次
に
百
盲
諸
本
の
集
成
過
程
で
ハ
最
も
古
い
原
態
を
と
ど
め
て
い
る
巻
々
で
あ
る
｡
書
誌
学
的
に
は
､
同
列
に
匿
か
る
べ
き
こ

れ
ら
三
帖
の
本
文
は
'
如
何
な
る
性
質
を
も
つ
も
の
で
あ
ろ
う
か
o

『大
成
』
の
底
本
と
な
っ
た
背
表
紙
本
は
'
桐
壷
の
巻
は
池
田
本
'
苗

木
'
空
蝉
の
巻
は
大
島
本
で
あ
る
が
'
そ
れ
に
対
す
る
陽
明
文
庫
本
､
尾
州
家
河
内
本
の
異
文
を
四
頬
に
分
類
し
て
集
計
す
る
｡
分
頬
の
基

準
図
示
の
方
法
は
'
夕
顔
の
巻
で
示
し
た
も
の
と
同
じ
で
あ
る
｡
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罪 琴 翠

四類 頑 痩

54 167 141

8.5 26.3 39
14.9 46.1

39 144 268

6.0 2芦.3 59.4
8.7 31.9

19 141 41

8.1 60.0 20.4

さ
ら
に
､
各
巻
々
の
異
文
総
数
､
第
三
､
四
類
を
合
計
L
t
そ
れ
ぞ
れ
本
文
系
統
別
に
異
文
百
分
率
を
図
示
す
る
｡
そ
れ
ら
の
資
料
に
よ

り
､
三
帖
の
本
文
の
性
質
を
二
項
に
要
約
す
る
｡
青
表
紙
本
に
対
す
る
両
本
の
親
近
性
､
相
互
の
距
離
は
'
三
帖
の
間
や
夕
顔
の
巻
の
間
で

も
相
当
に
異
り
'
系
統
論
的
に
は
異
質
の
要
素
を
も
つ
も
の
と
な
っ
て
い
る
｡
し
か
も
'
異
文
の
系
統
的
親
近
度
は
'
各
巻
々
の
部
分
に
よ
っ

て
も
か
な
り
の
相
違
が
あ
る
｡
手
沢
本
の
貢
数
に
よ
っ
て
'
三
帖
の
調
査
を
夕
顔
の
巻
と
同
じ
よ
う
に
試
み
'

一
覧
に
示
す
｡
そ
れ
に
よ
れ

ば
､
頁
ご
と
の
陽
明
文
庫
本
､
河
内
本
の
独
自
異
文
は
'
桐
壷
の
巻
で
は
九
五

二
二
%
か
ら
〇
%
'
帯
木
の
巻
'
空
蝉
の
巻
で
は
一
〇
〇
%

か
ら
〇
%
,
第
三
,
四
類
を
合
計
し
た
写

し
と
の
共
通
異
文
は
'
陽
明
文
庫
本
で
は
桐
壷
の
巻
六
〇
%
か
ら
五

･
六
%
､
帯
木
の
巻
七
五
%

か
ら
〇
%
,
空
蝉
の
巻
九
〇
･
九
%
か
ら
〇
%
'
河
内
本
で
は
桐
壷
の
巻
'
帯
木
の
巻
'
空
蝉
の
巻
と
も
に
1
0
0
%
か
ら
〇
%
の
間
に
分

布
す
る
｡
そ
れ
ら
を
九
%
以
下
か
ら
一
〇
〇
%
ま
で
､
十

一
段
階
に
集
計
'
図
示
す
る
｡
零

し
と
に
､
こ
れ
だ
け
の
大
差
を
有
す
る
本
文
か

ら
,
そ
の
一
部
を
抜
き
出
し
て
､
全
体
を
想
定
す
る
資
料
と
し
て
用
い
る
こ
と
は
'
既
に
指
摘
し
た
よ
う
に
無
謀
で
あ
り
､
そ
の
結
論
は
き

わ
め
て
窓
意
的
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
諸
を
ま
ぬ
が
れ
な
い
｡
こ
う
し
た
両
系
の
本
文
の
性
格
的
な
片
寄
り
は
'
夕
顔
の
巻
で
は
'
物
語
群

と
の
関
わ
り
の
な
か
で
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
た
｡
こ
の
こ
と
は
'
源
氏
物
語
の
本
文
と
享
受
と
の
関
係
を
明
ら
か
に
し
て
い
-
上
で
'
か

な
り
重
要
な
､
示
唆
に
と
む
問
題
を
な
げ
か
け
て
い
る
｡
だ
が
'
桐
壷
以
下
三
帖
の
巻
々
に
お
い
て
は
'
そ
う
し
た
傾
向
を
明
確
に
指
摘
す

る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
｡
こ
の
よ
う
に
､
陽
明
文
庫
本
の
基
幹
的
な
巻
々
に
お
い
て
も
､
そ
の
本
文
的
性
格
に
は
顕
著
な
不
整
と
異
質
性
と
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を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
論
証
す
る
｡

2

源
氏
物
語
に
出
て
-
る

｢物
怪
｣
の
全
用
例
を
'
吉
沢
義
則
博
士
の

『新
釈
3
本
で
検
索
す
る
と
'
｢物
怪
｣
二
十
九
例
､
｢御
物
怪
｣
二

十
二
例
'
｢物
怪
だ
つ
｣

｢御
物
怪
め
く
｣
各

一
例
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
｡
全
用
例
を
調
査
'
分
析
し
'
分
類
し
な
が
ら
'
説
話
集

な
ど
に
語
ら
れ
て
い
る
物
怪
と
の
関
係
､
夕
顔
の
巻
の
物
語
と
の
関
わ
り
を
考
え
'
そ
れ
が
'
ど
の
よ
う
な
発
想
を
基
盤
と
し
て
形
成
さ
れ
'

展
開
し
て
き
た
か
を
明
ら
か
に
す
る
｡
そ
し
て
'
そ
れ
が
､
物
語
の
根
幹
､
基
層
と
ど
の
よ
う
に
関
わ
る
も
の
か
'
最
近
の
研
究
を
ふ
ま
え

な
が
ら
再
論
す
る
｡

｢資
料

-
｣
に
､
五
十
三
例
を
､
巻
の
順
序
に
従
っ
て
整
理
し
'

1
覧
に
示
す
o
次
に
こ
れ
･tb
の
語
が
'
誰
に
対
し

て
ど
の
巻
に
用
い
ら
れ
て
い
る
か
を
集
計
L
t
用
例
数
の
多
い
方
か
ら
分
類
し
て

｢資
料

2
｣
と
し
て
示
す
｡

｢資
料

-
｣
に
よ
れ
ば
､

こ
れ
ら
の
語
群
を
有
す
る
巻
は
十
八
帖
に
亘
る
｡
若
菜
下
九
例
'
夕
霧
八
例
'
柏
木
五
例
､
こ
の
四
帖
で
全
用
例
の
五
十
五
%
を
占
め
て
い

る
｡
夕
茅
の
巻
の
八
例
は
'
落
葉
宮
の
母

一
条
御
息
所
に
用
い
ら
れ
て
い
る
も
の
で
'
こ
の
女
性
の
特
異
な
人
物
造
型
を
示
し
て
い
る
｡
そ

の
他
の
三
帖
は
､
い
ず
れ
も
六
条
御
息
所
の
怨
霊
と
直
接
の
関
わ
り
を
示
す
英
上

･
紫
上
の
死
'
女
三
宮
の
物
語
に
見
え
る
｡
次
に
手
習
の

巻
四
例
､
真
木
柱
'
浮
舟
の
巻
各
三
例
で
'
こ
の
七
帖
で
全
用
例
の
七
十
四
%
に
達
す
る
｡
こ
う
し
た
事
実
は
､
こ
の
物
語
の
用
語
意
識
が

意
図
的
で
あ
り
'
強
烈
な
意
識
に
さ
さ
え
ら
れ
た
物
語
の
創
造
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
.
こ
の
こ
と
は

｢資
料

2
｣
か
ら
も
指
摘
で
き
る
｡

紫
上
十

一
例
､

一
条
御
息
所
八
例
'
葵
上
七
例
'
浮
舟
五
例
'
真
木
柱
母
君

･
女
三
宮
各
三
例
で
'
こ
の
六
人
の
登
場
人
物
で
全
用
例
の
七

〇
%
に
達
す
る
｡
こ
れ
ら
の
語
群
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
世
界
が
'
限
定
さ
れ
た
一
群
の
物
語
的
世
界
と
深
-
関
わ
る
こ
と
の
意
味
は
注
意

さ
れ
る
必
要
が
あ
る
｡
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『今
昔
物
語
集
』
巻
第
二
十
七
は
､
｢本
朝
付
霊
鬼
｣
の
部
で
四
十
五
の
話
が
集
め
ら
れ
て
い
る
｡
そ
れ
ら
の
中
に
は
'
｢霊
｣
､
｢
鬼
｣
'

｢孤
｣､
｢野
猪
｣､
｢山
の
神
｣'
｢樹
神
｣'
｢物
の
精
｣
な
ど
が

｢霊
鬼
｣
の
頬
と
し
て
集
め
ら
れ
て
い
る
0
物
語
の
編
集
方
法
は
'
雑
然
と

集
録
さ
れ
た
も
の
で
な
く
､
類
型
と
照
応
と
に
よ
る
編
集
意
識
が
か
な
り
明
確
に
示
さ
れ
て
い
る
｡
巻
第
二
十
七
の
片
々
た
る
記
録
に
､
平

安
時
代
の
霊
鬼
の
す
べ
て
の
諸
相
が
尽
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
､
問
題
に
関
わ
る
と
考
え
ら
れ
る
部
分
に
つ
い
て
具
体
的
に
検
討
す

る

｡
『今
昔
物
語
集
』
に
は
'
霊
鬼
､
物
怪
の
災
難
を
逃
れ
'
克
服
す
る
新
し
い
価
値
観
､
人
間
観
が
既
に
表
現
さ
れ
て
い
る
｡
こ
う
し
た

説
話
集
か
ら
､
物
怪
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
も
必
要
で
あ
る
｡

『紫
式
部
集
』
四
十
四
㌧
四
十
五
番
歌
の

｢物
怪
｣
を
､
英
巻
の
生
霊
事

件
の
物
語
構
造
と
い
う
面
だ
け
か
ら
考
え
て
い
-
の
は
'
源
氏
物
語
の
達
成
と
享
受
の
な
か
に
'
｢変
相
｣
と

｢変
容
｣
と
い
う

｢
方
法
｣

を
考
え
て
き
た
筆
者
の
考
え
方
か
ら
す
れ
ば
'
片
手
落
ち
の
よ
う
に
思
わ
れ
も
す
る
｡

『今
昔
物
語
集
』
巻
第
二
十
七

｢近
江
国
の
生
霊
'

京
に
来
て
人
を
殺
し
～
語
第
二
十
｣
の
物
語
は
'
源
氏
物
語
の
注
釈
書
に
も
触
れ
る
と
こ
ろ
が
な
か
っ
た
が
､
｢心
の
鬼
｣

｢心
の
闇
｣
と

し
て
の

｢物
怪
｣
を
考
え
て
い
く
場
合
'

き
わ
め
て
重
大
な
問
題
を
示
唆
す
る
｡
南
汝
浩
氏

(
『紫
式
部
集
全
評
釈
』

笠
間
書
院
)
の

｢心
の
鬼
｣

(266
頁
)
に
つ
い
て
の
論
'
大
修
館

買

漢
和
辞
典
』
'
角
川
書
店

言

語
大
辞
典
』'
小
学
館

冒

本
国
語
大
辞
典
』
な
ど
の

こ
の
語
の
語
意
の
扱
い
に
注
意
す
る
｡

『大
成
』
索
引
に
よ
り

｢
こ
こ
ろ
の
お
に
｣

｢御
こ
こ
ろ
の
お
に
｣
十
五
例
に
つ
い
て
'
資
料
番
号

を
付
し
'
小
学
館

『
日
本
国
語
大
辞
典
JI
の
分
校
に
よ
っ
て
語
意
を
指
摘
し
'
何
に
対
し
て
そ
う
思
う
の
か
､
誰
か
ら
誰

(何
)
に
対
し
て

か
､
の
三
点
に
つ
い
て
一
覧
に
示
す
｡
南
彼
氏
の

『評
釈
』
'
吉
沢
氏

『新
釈
』
と
相
違
す
る

｢資
料
｣
㈹
'
肌
に
つ
い
て
は
'
別
に
比
較

検
討
し
た
｡
そ
し
て
'
全
用
例
が
'
｢
日
本
国
語
大
辞
典
』

(小
学
館
)
の

｢①
心
を
責
め
さ
い
な
ま
れ
る
こ
と
｡
ふ
と
心
を
よ
ぎ
る
不
安

や
恐
れ

㊥
心
に
か
ね
て
恥
じ
恐
れ
て
い
た
こ
と
に
直
面
し
て
は
っ
と
思
う
こ
と
｡
気
が
答
め
る
こ
と
｡
良
心
の
吋
責
｡｣
と
い
う

｢①
㊥
｣

の
意
味
に
要
約
し
得
る
こ
と
を
論
述
す
る
.
但
し

｢資
料
｣
㈹
は

｢①
⑦
｣

｢①
㊥
｣
と
も
解
し
得
る
｡
物
語
の
作
者
は
'
こ
れ
ら
の
語
群

を
通
し
て
､
微
妙
に
､
奥
深
い
人
間
の
心
情
の
ひ
だ
の
隅
々
を
表
現
し
よ
う
と
し
て
い
る
ば
か
り
で
な
-
'
当
時
の
社
会
的
状
況
'
相
を
超
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え
た
高
い
倫
理
的
感
覚
'
道
義
的
理
想
の
表
現
を
志
向
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
推
定
す
る
｡
こ
れ
ら
の
語
群
を

｢①
㊥
｣
の
語
意
を
主

軸
に
操
る
作
者
の
意
識
の
中
に
は
､
物
語
文
学
と
し
て
の
高
い
次
元
で
の
達
成
が
秘
め
ら
れ
て
い
る
｡

｢近
江
国
の
生
霊
｣
の
話
が
'
英
の

巻
の
六
条
御
息
所
生
霊
譜
と
符
合
す
る
こ
と
は
'
文
末
の
評
語

｢
さ
は
生
霊
と
云
ふ
は
'
た
だ
魂
の
入
り
て
す
る
こ
と
か
と
恩
ひ
つ
る
に
'

早
う
う
つ
つ
に
我
も
恩
ゆ
る
事
に
て
あ
る
｣､
｢民
部
大
夫
が
'
妻
に
し
た
り
け
る
が
､
去
り
に
け
れ
ば
恨
み
を
な
し
て
生
霊
と
な
り
て
殺
し

て
け
る
な
り
｣'
｢
さ
れ
ば
女
の
心
は
お
そ
ろ
し
さ
も
の
な
り
｣t
と
い
う
三
点
か
ら
考
え
て
も
理
解
で
き
る
｡
評
語
の
第

一
点
に
注
意
し
'

確
か
に
'
巻
二
十
七
の
中
に
同
類
の
話
が
な
い
こ
と
を
見
て
も
'
特
殊
な
生
霊
辞
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
.
葵
の
巻
の
六
条
御
息
所
生
霊
辞

は
､
『紫
式
部
集
』
に
見
ら
れ
る
物
怪
に
つ
い
て
の
高
度
な
理
性
的
理
解
'
批
評
の
精
神
と
い
う
よ
う
な

一
面
的
な

｢方
法
｣
だ
け
で
創
り

出
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
｡

｢近
江
国
の
生
霊
｣
讃
の
よ
う
な
も
の
を
原
拠
に
し
て

｢変
相
｣
･
｢変
容
｣
の
手
を
加
え
て
い
っ
た
も
の
だ
､

と
い
う
面
も
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
｡
源
氏
物
語
は
'
深
層
読
み
に
た
え
得
る
作
品
と
し
て
書
か
れ
た
だ
け
で
は
な
い
｡

｢変
相
｣
や

｢変
容
｣
に
よ
る

｢方
法
｣
の
美
事
さ
'
面
白
さ
､
た
の
し
さ
を
味
わ
う
こ
と
､
そ
の
種
明
し
や
､
謎
解
き
を
し
な
が
ら
享
受

し
て
い
く
と
こ
ろ
に
'
物
語
を
読
む
た
の
し
さ
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
｡
葵
'
若
菜
下
'
相
木
の
巻
へ
と
展
開
し
て
い
く
六
条
御
息
所
の
生
霊
'

怨
霊
の
物
語
の
迫
る
よ
う
な
生
々
し
さ
は
'
夕
顔
の
巻
の
物
怪
出
現
の
物
語
に
は
見
ら
れ
な
い
｡
そ
れ
と
は
異
質
の
物
語
的
世
界
を
創
り
出

し
て
い
く
と
こ
ろ
に
､
意
味
が
あ
っ
た
か
ら
だ
と
読
ん
で
い
-
必
要
が
あ
る
｡
夕
顔
の
死
に
'
何
ら
か
の
形
で
六
条
御
息
所
の
関
与
を
認
め

る
の
は
'
定
説
化
さ
れ
つ
つ
あ
る
が
､
そ
う
い
う
面
だ
け
に
と
ら
わ
れ
て
は
い
け
な
い
｡
幻
妖
と
怪
異
と
浪
漫
に
包
ま
れ
た
こ
の
物
語
は
､

光
源
氏
の
心
情
と
夕
顔
を
取
り
殺
し
た
物
怪
が
､
誰
で
あ
る
か
を
重
ね
て
読
ん
で
い
-
こ
と
を
直
接
的
に
は
求
め
て
い
な
い
｡
た
だ
'
『
紫

式
部
集
』
や
説
話
集
､
さ
ら
に
神
話
的
伝
承
と
い
う
よ
う
な
も
の
を
通
し
て
'
表
現
の
レ
ベ
ル
を
超
え
た
世
界
に
'
物
語
享
受
の
視
座
を
設

定
す
る
と
い
う
営
み
が
必
要
で
あ
る
こ
と
は
'
既
に
く
り
返
し
論
述
し
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
｡
そ
し
て
､
そ
れ
を
論
証
し
て
い
こ
う
と
す

る
と
こ
ろ
に
､
ま
た
､
拙
著
の
論
の
骨
子
が
存
在
す
る
｡

(未
完
)
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