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『
病
癖
談
』

を
め
ぐ
っ
て

ー
ー
そ
の
重
層
構
造
を
中
心
に
｜
｜

萎

錫

フE

『
滴
癖
談
』
の
従
来
の
範
時
規
定
は
、
早
く
は
木
村
黙
老
の
『
京
摂
戯
作
者
考
』
「
勇
枝
崎
人
」
の
項
目
に
、
「
近
頃
骨
骨
骨
と
い

ふ
、
骨
骨
恥
を
も
出
せ
り
」
と
あ
り
、
一
一
一
沢
諒
治
郎
氏
も
、
「
上
田
秋
成
の
骨
骨
幹
は
、
こ
れ
を
「
れ
、
小
い
か
、
か
か
わ
」
と
訓
ま
せ
る

一
種
の
ゆ
骨
骨
骨
骨
で
あ
丸
一
一
〉
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
。
ま
た
、
浅
野
コ
平
氏
も
、
『
日
本
古
典
文
学
大
辞
典
』
の
解
説
で
、
「
骨
骨
幹

弘
川
の
二
巻
ニ
冊
。
滑
静
恥
」
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
除
争
（
神
藤
豊
、
「
上
回
一
秋
成
「
摘
癖
談
」
談
義
」
、
『
古
典
研
究
』
、

昭
和
十
六
年
五
月
号
所
収
〉
、
調
刺
小
説
（
浅
野
三
平
、

コ
ニ
つ
の
調
刺
的
作
品
｜
l
書
初
機
嫌
海
・
痛
癖
談
・
万
句
集
｜
l
」
、
『
国
文

学
解
釈
と
鑑
賞
』
、
昭
和
三
十
三
年
六
月
号
所
収
〉
と
い
う
規
定
も
あ
る
。

問
題
点
を
整
理
し
て
み
る
。
浅
野
氏
は
同
一
作
品
に
対
し
て
、

「
滑
稽
本
」
、

「
調
刺
小
説
」
と
い
っ
た
二
種
の
規
定
を
し
て
お
ら

れ
る
。
勿
論
、
滑
稽
の
中
に
は
「
う
が
ち
」
の
性
格
が
あ
り
、
調
刺
小
説
と
規
定
さ
れ
る
場
合
も
あ
ろ
う
が
、
こ
の
よ
う
に
同
一
作
品
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に
対
し
て
二
種
の
規
定
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
ほ
ど
『
痛
癖
談
』
の
性
格
は
、
一
言
で
言
え
な
い
複
雑
な
も
の
が
あ
る
と
い
う

か
ん
べ
き
だ
ん

「
病
癖
談
」
の
ど
ち
ら
に
読
む
か
の
問
題
が
解
決
さ
れ

こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
書
名
に
つ
い
て
も
「
く
せ
も
の
が
た
り
」
か
、

て
い
な
い
。

で
は
、

『
病
癖
談
』
に
は
、
ど
う
し
て
範
時
及
び
書
名
の
揺
れ
が
見
え
る
の
か
。
そ
れ
は
作
者
秋
成
の
秘
め
ら
れ
た
作
意
に
よ
る
結

果
と
考
え
ら
れ
る
。
本
稿
で
は
、
右
の
問
題
を
含
め
て
、
同
書
に
お
け
る
秋
成
の
創
作
態
度
を
明
ら
か
に
し
た
い
と
思
う
。

『
病
癖
談
』
は
、

「
く
せ
も
の
が
た
り
」
と
い
う
書
名
、

「
む
か
し
を
と
こ
あ
り
け
り
」
と
始
ま
る
行
文
及
び
文
辞
、
そ
れ
か
ら

部
の
類
似
し
た
ス
ト
ー
リ
ー
の
段
な
ど
か
ら
『
伊
勢
物
語
』
を
も
じ
っ
た
作
品
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
周
知
の
事
実
で
あ
る
。
本
章
で

は
、
今
ま
で
指
摘
さ
れ
な
か
っ
た
い
く
つ
か
の
段
を
中
心
に
両
作
品
の
関
係
を
再
考
し
た
い
。

先
ず
『
病
癖
談
』
第
十
四
日
九
付
ら
考
え
て
み
る
o

同
段
は
、

「
人
の
お
も
ひ
も
の
な
る
を
ん
な
」
の
話
で
、
彼
女
は
「
た
ち
ぬ
ふ
わ

ざ
よ
り
し
て
、

「
そ
の
た
の
み
つ
る
人
」
は
「
道
々
の
あ
は

れ
を
も
知
ら
ず
、
（
中
略
）
露
も
も
の
の
こ
こ
ろ
な
き
人
」
で
あ
る
の
で
、
女
か
ら
「
よ
ろ
づ
お
と
し
め
ら
れ
」
る
。
女
は
「
わ
か
十

め
し
く
い
ひ
か
た
ら
ふ
べ
く
も
あ
ら
ず
、
い
と
た
の
も
し
げ
な
く
、
年
月
お
も
ひ
く
ら
」
す
。
そ
の
上
、

（
中
略
）
な
に
わ
ざ
に
も
、
な
み
な
み
な
ら
ざ
り
け
」
る
女
で
あ
る
が
、

妻
」
は
、

「
こ
の
あ
る
じ
の
や
ど
の

「
心
さ
が
な
く
て
、
」
女
に
「
つ
ら
さ
の
み
お
も
ひ
し
ら
せ
」
た
の
で
、
女
は
「
つ
ひ
に
髪
を
き
り
て
、
」
貯
b
わ
か
。
こ
れ

か
ら
の
話
は
、
女
は
尼
に
な
っ
た
が
、

「
師
と
た
の
み
た
る
尼
」
の
冷
遇
に
堪
え
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
、

「
此
の
庵
室
」
か
ら
も
逃
れ
、

つ
い
に
尼
出
身
の
遊
女
に
な
り
、
最
後
は
「
何
が
し
の
院
の
、
把
針
者
」
と
な
っ
た
と
い
う
筋
で
あ
る
。



さ
て
、
同
段
の
前
半
部
の
話
、
即
ち
女
が
尼
に
な
る
ま
で
の
話
は
、

『
伊
勢
物
語
』
の
第
四
十
七
段
と
第
六
十
段
と
を
下
敷
き
に
し

て
構
成
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
即
ち
、

『
伊
勢
物
語
』
第
四
十
七
段
に
は
、
「
む
か
し
、
男
、
ね
む
ご
ろ
に
い
か
で
と
思
ふ
女
あ

つ
れ
な
き
の
み
ま
さ
り
つ
つ
」
と
あ
っ
て
、

り
け
り
。
さ
れ
ど
、
こ
の
男
を
あ
だ
な
り
と
聞
き
て
、

『
痛
癖
談
』
の
女
の
男
に
対
す
る

態
度
に
似
て
い
る
し
、
ま
た
『
伊
勢
物
語
』
第
六
十
段
に
は
、
「
む
か
し
、
男
あ
り
け
り
。
宮
仕
へ
い
そ
が
し
く
、
必
レ
・
や
か

b
い
ふ
」

ト
け
る
ほ
ど
の
家
万
自
、
ま
め
に
思
は
む
と
い
ふ
人
に
つ
き
て
、
人
の
国
へ
い
わ
か
わ
。
」

と
あ
っ
て
、
男
と
女
と
の
疎
遠
な
関
係
が

『痛癖談』をめぐって

描
か
れ
て
い
る
ば
か
り
で
な
く
、
女
が
男
の
と
こ
ろ
か
ら
逃
れ
る
場
面
が
あ
り
、
ま
た
同
段
の
最
後
に
、
男
の
歌
を
聞
い
た
女
が
「
思

ひ
出
で
て
、
尼
に
な
り
て
、
山
に
入
り
て
ぞ
あ
り
け
る
。
」

と
あ
っ
て
、
尼
と
な
っ
た
女
の
不
幸
な
人
生
が
描
か
れ
て
い
る
。
従
っ
て

『
摘
癖
談
』
第
十
四
段
は
、

『
伊
勢
物
語
』
第
四
十
七
段
と
第
六
十
段
と
を
ア
レ
ン
ジ
し
て
作
っ
た
も
の
と
見
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

次
は
、
『
摘
癖
談
』
第
十
六
段
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
。
同
段
は
、

み
や
う
が

「
住
よ
し
の
神
に
ま
う
で
て
「
此
の
事
冥
加
あ
ら
せ
た
ま
へ
」
と
い
の
り
も
の
」
し
、

「
歌
よ
く
よ
む
翁
」
が
自
分
の
和
歌
の
撰
集
を
作
ろ
う
と
思
つ

「
卦
か

trん
か
臥

T
U
」
仲
か
「
叫
が
か
か
働

て、声
」
を
聞
い
て
作
っ
た
が
、
神
の
「
な
ん
ぢ
つ
け
明
ら
か
な
り
」
と
い
っ
た
「
御
ン
つ
げ
」
を
「
な
ん
ぢ
、
月
あ
き
ら
か
な
り
」
と
開

き
間
違
っ
て
作
っ
た
の
で
失
敗
し
た
と
い
う
話
で
あ
る
。

さ
て
、
同
段
の
背
景
は
、

『
伊
勢
物
語
』
第
百
十
七
段
、
「
む
か
し
、
帝
、
主
口
に

Z
T給
ひ
け
り
。
〈
歌
、
省
略
）
併
椋
脚
一
肌

し
給
ひ
て
乙
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

『
病
癖
談
』
第
二
十
五
段
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
。
同
段
は
、

、
、
、
、
、
、
、
民
J
h
u

、

「
深
草
の
さ
と
に
、
世
を
倦
じ
て
や
住
家
も
と
め
て
、

力、、

最
後
に
、

く
れ
た
る
人
」
の
話
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
秋
成
自
身
の
心
境
を
吐
露
し
た
段
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。

15 

さ
て
、
同
段
に
つ
い
て
は
『
伊
勢
物
語
』
第
百
二
段
と
第
百
二
十
四
段
と
を
下
敷
き
に
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
即
ち
、
、
『
伊
勢
物
語
』
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第
百
二
段
に
は
、
「
む
か
し
、
男
あ
り
け
り
。
歌
は
よ
ま
ざ
り
け
れ
ど
、
世
の
中
を
思
ひ
知
り
た
り
け
り
。
あ
て
な
る
女
の
尼
に
な
り

て
、
世
の
中
を
思
ひ
捲
ん
じ
て
京
に
も
あ
ら
ず
、
は
る
か
な
る
山
里
に
住
み
け
り
。
」
と
あ
っ
て
、
『
痛
癖
談
』
の
同
段
と
同
じ
設
定

ゃ

を
見
せ
て
い
る
し
、
「
歌
は
よ
ま
ざ
り
け
れ
ど
」
は
、
『
伊
勢
物
語
』
第
百
二
十
四
段
の
歌
「
思
ふ
こ
と
い
は
で
ぞ
た
だ
に
止
み
ぬ
ベ

き
我
と
ひ
と
し
き
人
し
な
け
れ
ば
」
と
共
に
、
『
痛
癖
談
』
の
「
我
を
た
ふ
と
し
と
は
お
も
ひ
あ
が
ら
ね
ど
、
世
の
人
は
み
な
に
ご
れ

、

、

、

お

ご

り

る
も
の
に
す
る
、
こ
こ
ろ
者
の
ひ
と
」
と
い
っ
た
秋
成
の
心
境
の
描
写
に
つ
な
が
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
言
い
替
え
れ
ば
、

「
歌
は
よ

表
現
で
あ
り
、

ま
ざ
り
け
れ
ど
」
と
「
我
を
た
ふ
と
し
と
は
お
も
ひ
あ
が
ら
ね
ど
」
と
は
、
と
も
に
主
人
公
の
こ
と
を
わ
ざ
と
反
対
に
述
べ
た
逆
説
的

おごり

「
我
と
ひ
と
し
き
人
し
な
け
れ
ば
」
と
「
世
の
人
は
み
な
に
ご
れ
る
も
の
に
す
る
、
こ
こ
ろ
奪
の
ひ
と
」
と
は
、
と
も

に
主
人
公
の
実
際
の
高
慢
な
心
境
を
述
べ
た
表
現
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、

「
深
草
の
さ
と
」
と
い
っ
た
地
理
的
背
景
は
、
秋
成
の
隠

棲
（
『
病
癖
談
』
は
彼
の
隠
棲
中
著
わ
さ
れ
た
）
の
地
が
大
阪
近
郊
の
淡
路
庄
村
で
あ
っ
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
こ
れ
も
『
伊
勢
物
語
』

「
深
草
に
住
み
け
る
女
」
「
い
と
ど
深
草
野
と
ゃ
な
り
な
む
」
な
ど
を
用
い
た
も
の

と第
考百
え ー

ら十
れ四
る（段
。乙の

前
の
段

百

十

段

の

一
方
、
こ
こ
で
注
目
し
た
い
こ
と
は
、

『
伊
勢
物
語
』
第
百
二
十
四
段
に
対
す
る
秋
成
の
態
度
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
『
よ
し
ゃ
あ
し

や
』
に
よ
く
現
わ
れ
て
い
る
。
同
書
は
、
秋
成
が
、
賀
茂
真
淵
の
『
伊
勢
物
語
』
注
釈
書
で
あ
る
『
伊
勢
物
語
古
意
』

の
校
訂
刊
行

（
寛
政
五
年
）
の
際
、
そ
れ
に
付
刻
し
た
自
分
の
『
伊
勢
物
語
』
注
釈
書
で
あ
る
が
、
秋
成
は
そ
こ
で
、
今
ま
で
の
契
沖
及
び
真
淵
の

説
に
対
す
る
肯
定
的
態
度
を
変
え
て
、
次
の
よ
う
に
よ
り
積
極
的
に
解
釈
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

（
前
略
〉
此
比
見
し
或
人
の
説
に
、
作
者
此
僚
に
い
た
り
て
、
己
が
下
情
を
見
せ
た
る
よ
と
い
へ
る
ぞ
、

か
ね
て
お
も
ひ
し
に
か



い
ま
は
、
、
、

な
へ
る
も
の
故
、
猶
云
は
ん
、
此
僚
を
し
も
終
駕
の
僚
の
前
に
出
せ
し
は
、
買
に
記
者
の
意
を
あ
ら
は
せ
る
な
る
べ

L
、

即
ち
、
秋
成
は
『
伊
勢
物
語
』
第
百
二
十
四
段
が
、

「
終
荒
の
候
の
前
」
＼
に
出
た
の
は
「
記
者
（
作
者
）
の
意
」
を
現
わ
し
た
も
の
で

あ
る
と
評
価
し
て
い
る
し
、
そ
の
よ
う
な
考
え
は
「
か
ね
て
」
か
ら
の
も
の
と
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
こ
れ
は
第
二
十
五

段
を
『
病
癖
談
』
の
最
終
段
に
し
た
趣
向
と
一
致
す
る
も
の
と
考
え
て
よ
い
。

こ
こ
で
従
来
の
研
究
成
果
を
も
踏
ま
え
て
両
作
品
の
関
係
を
一
覧
表
に
し
て
お
く
（
枚
数
の
加
減
で
段
数
の
対
応
だ
け
に
と
ど
め

『病癖談』をめぐって

た）。
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こ
れ
を
見
る
と
、

『
痛
癖
談
』
は
『
伊
勢
物
語
』
の
行
文
・
文
辞
・
ス
ト
l
ヮ
ー
ば
か
り
で
な
く
、
構
成
（
段
の
順
序
）
に
お
い
て

も

一
部
の
段
が
前
後
し
て
現
わ
れ
て
は
い
る
も
の
の
、
殆
ど
一
致
し
て
い
る
こ
と
を
知
る
。

『
病
癖
談
』
の
正
式
の
書
名
は
何
で
あ
ろ
う
か
。

い
ま
ま
で
述
べ
た
と
こ
ろ
か
ら
見
る
か
ぎ
り
、
そ
れ
は
「
く
せ
も
の
が
た
り
」
と

見
て
よ
い
。
ま
た
、
版
本
（
文
政
五
壬
午
歳
七
月
刊
）
の
題
祭
に
も
、
上
下
と
も
「
く
せ
も
の
が
た
り
」
と
あ
り
、
版
本
に
付
刻
し
て

17 

い
る
竹
窓
の
書
簡
に
も
、

一
応
は
こ
う
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
題
祭
と
は
別
に
内

「
御
う
は
さ
の
く
せ
も
の
が
た
り
」
と
あ
っ
て
、
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題
に
は
、

「
病
癖
談
上
」

「
病
癖
談
下
」
、
上
巻
末
に
「
病
癖
談
上
畢
」
と
あ
り
、
下
巻
末
に
は
な
い
。

こ
こ
に
書
名
の
揺
れ
が
起
因
し
、
現
在
に
至
る
ま
で
、
書
名
を
め
ぐ
っ
て
の
様
々
な
論
議
が
行
な
わ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
三
沢
喜

治
郎
氏
は
、
同
書
の
書
名
に
つ
い
て
、

＼
（
イ
）
「
く
せ
も
の
」
が
た
り
。
（
変
人
の
世
評
談
）

「
く
せ
も
の
が
た
り
」
ハ

／
（
ロ
）
「
く
せ
」
も
の
が
た
り
。
（
珍
癖
を
あ
つ
め
た
説
話
集
〉

と
い
う
構
造
を
考
え
ら
れ
、

ハ
6
〉

「
（
イ
）
と
（
ロ
）
と
を
懸
け
て
「
く
せ
も
の
が
た
り
」
と
命
名
し
た
と
こ
ろ
に
作
者
の
趣
向
が
あ
る
」

と
述
べ
て
お
ら
れ
る
。

一「

病
癖
談
Lー

と

う
の
が一
正方
し、

い〈浅
己乙野

平
氏
t工

「
板
本
の
内
題
に
、

「
病
癖
談
」
と
あ
る
以
上
、
書
誌
的
に
は
、
こ
の
草
紙
の
名
は

と
述
べ
て
お
ら
れ
る
。

こ
の
間
題
は
、
同
書
の
刊
行
が
作
者
秋
成
の
死
後
十
三
年
後
行
な
わ
れ
た
と
こ
ろ
に
、
解
決
の
難
し
さ
が
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
秋
成

（

8
）
 

は
「
か
の
く
せ
物
語
、
橋
本
よ
り
御
と
り
ょ
せ
密
々
御
校
訂
た
の
み
入
、
」

と
、
同
書
の
書
名
に
つ
い
て
「
く
せ
物
語
」
と
述
べ
た
こ

と
が
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
に
つ
い
て
も
、
前
述
の
竹
窓
の
書
簡
か
ら
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
当
時
の
同
書
に
対
す
る
「
う
は
さ
」
の
書

名
を
、
秋
成
も
そ
の
ま
ま
使
っ
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
勿
論
、
こ
こ
の
「
う
は
さ
」
と
は
「
世
評
の
高
い
」
と
い
う
意
味
で
あ
る

が
、
そ
の
「
く
せ
も
の
が
た
り
」
が
そ
の
ま
ま
正
式
の
書
名
と
は
言
い
が
た
い
し
、
竹
窓
も
秋
成
も
「
世
間
で
呼
ば
れ
て
い
る
」

は
さ
」
の
書
名
、
言
い
替
え
れ
ば
、
別
の
書
名
（
「
別
の
書
名
」
と
い
う
表
現
は
、
後
で
引
用
す
る
『
よ
し
ゃ
あ
し
や
』
の
「
別
抗
」
と

か
ん
ベ
き

「
痛
癖

ー「

う

い
う
言
葉
に
対
応
さ
せ
る
た
め
で
あ
る
）
を
使
っ
た
可
能
性
も
排
除
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
や
は
り
こ
の
間
題
は
、
秋
成
が
、



だ

ん

〈

せ

談
を
、
癖
も
の
が
た
り
と
も
、

よ
め
ば
よ
め
か
し
」
（
第
一
段
）
、

「
か
ん
べ
き
談
と
も
、
く
せ
も
の
が
た
り
と
も
、
何
と
も
か
と
も
、

あ
ら
う
つ
つ
な
の
世
が
た
り
や
」

（
第
二
十
五
段
）
と
、
自
ら
書
名
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
版
本
の
文
辞
を
中
心
に
再
考
す
べ
き
で
は

な
第い
ーだ
段ろ
のう
「か
摘2
癖2
号也記

＂＂＇ん

を

癖4
も
の
ヵ：
た
り
と
も

よ
め
ば
よ
め
か
し
」
に
つ
い
て
、

「
摘
癖
談
の
一
一
一
字
「
く
せ
も
の
が
た
り
」
と
訓

ぜ
し
む
」

（
『
上
田
秋
成
全
集
』
第
一
の
「
緒
言
」
）
、

「
痛
癖
談
と
書
い
て
「
く
せ
も
の
が
た
り
」
と
讃
ま
せ
る
」
（
丸
山
季
夫
、
「
「
く

せ
も
の
が
た
り
」

（
痛
癖
談
〉
に
つ
い
て
」

『
古
典
文
庫
』
第
四
十
八
冊
所
収
〉
な
ど
と
、
解
釈
す
る
見
方
も
あ
る
。
し
か
し
、
第
二

『病癖談』をめぐって

十
五
段
の
叙
述
内
容
と
見
較
べ
た
時
、
そ
う
見
る
の
は
一
面
的
で
あ
ろ
う
。
秋
成
は
、

「
く
せ
も
の
が
た
り
」
と
、

「
か
ん
べ
き
談
」

複
数
の
書
名
を
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。
言
い
替
え
れ
ば
、
両
者
は
異
な
る
書
名
で
あ
っ
て
、
書
名
の
二
重
構
造
を
も
と
も
と
目
指
し

て
い
る
よ
う
だ
。

で
は
、
秋
成
は
ど
う
し
て
書
名
に
二
重
性
を
持
た
せ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
秋
成
は
『
よ
し
ゃ
あ
し
や
』
で
『
伊
勢
物
語
』
の
書
名
に

つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

此
物
語
の
齢
、
故
は
在
手
中
野
骨
骨
と
い
ひ
け
ん
が
、

伊
勢
物
語
と
は
し
ば
ら
く
後
な
る
人
の
、

別
競
に
や
稽
出
つ
ら
ん
と
お
ぼ

ゆ
る
な
り
、

（
中
略
）
伊
勢
の
園
へ
狩
の
使
に
い
き
け
る
に
、
斉
官
な
り
け
る
人
と
密
事
有
し
物
語
を
、
い
と
も
は
か
な
げ
に
作

り
な
せ
し
が
お
も
し
ろ
し
と
て
、
臥
「
勢
恥
w
z
F
h」し
V

い
小
ゆ
ゃ
い
つ
ら
ん
を
、
後
に
は
在
五
物
が
た
り
で
ふ
名
は
忘
れ
に
て
、
い
ふ

人
も
な
く
な
ん
成
に
た
る
を
憶
ふ
に
、

19 

即
ち
、

「
伊
勢
の
国
へ
狩
の
使
」
の
段
の
面
白
さ
ゆ
え
に
「
伊
勢
物

『
伊
勢
物
語
』
の
本
来
の
題
は
「
在
五
中
将
物
語
」
で
あ
る
が
、



20 

語
」
と
い
う
「
別
強
」
に
な
っ
た
と
見
て
い
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、

「
伊
勢
物
語
』
の
書
名
に
つ
い
て
は
、
既
に
中
世
か
ら
様
々
な
説
が
あ
り
、
契
沖
の
『
勢
語
臆
断
』
や
賀
茂
真
淵
の
『
伊

勢
物
語
古
意
』
に
も
取
り
上
げ
ら
れ
た
問
題
で
あ
っ
て
、
決
し
て
秋
成
固
有
の
も
の
で
は
な
い
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
が
、
秋
成

は
『
伊
勢
物
語
』
の
書
名
に
つ
い
て
、
格
別
な
見
解
を
見
せ
て
い
る
。

そ
れ
は
、
前
で
も
述
べ
た
こ
と
で
あ
る
が
、

『
伊
勢
物
語
』
第
百
二
十
四
段
に
対
す
る
秋
成
の
態
度
で
あ
る
。
秋
成
は
『
よ
し
ゃ
あ

し
ゃ
』
で
、
前
に
引
用
し
た
部
分
に
続
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

凡
物
皐
び
て
わ
か
か
ん
の
骨
わ
か
ゆ
ゅ
は
、
我
有
二
賓
鯨
一
と
い
ひ
、
（
中
略
）
或
は
吾
川
町
出
伊
h
b
わ
か
と
も
云
、
（
中
略
〉
そ

れ
作
り
出
る
人
の
心
は
、
身
幸
九
い
わ
ト
ト
｝
払
引
い
U
ト
、
世
を
い
い
ト
ふ
か
わ
か
川
町
、
昔
を
揺
し
の
び
、
（
中
略
）
た
H

？
令
か
掛
か

間附か
b
b
h
か
わ
て
、
か
が
い
ハ
ト
？
砂
わ
い
一
F
に
、
何
の
罪
な
げ
な
る
物
が
た
り
し
て
書
つ
ど
く
る
な
ん
、
か
t

ふ
る
ふ
み
の
心

し
ら
ひ
な
り
け
る
、
こ
の
ふ
み
も
や
忌
中
時
加
わ
い
ル
辛
子
か
げ
仰
ん
に
し
γ
し
て
、
そ
れ
に
が
ひ
一
f
p
つ
L
、
世
の
さ
ま
の
あ
ま
り
に
た

与

一

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

は
け
た
る
を
い
ひ
赫
し
れ
る
に
も
、
猶
お
の
が
思
ふ
か
た
は
し
だ
に
お
そ
り
て
、
打
い
づ
べ
か
ら
ぬ
に
は
、
ふ
み
の
終
に
、
我
に

お
の
が
心
を
も
な
ぐ
さ
め
、
か
つ
は
命
ゃ
し
な
ふ
ざ
え
人
の
し
わ
ざ
な

等
し
き
人
な
き
て
ふ
打
ほ
こ
り
た
る
な
げ
き
せ
し
こ
そ
、

れ
と
お
ぼ
ゆ

即
ち
、

『
伊
勢
物
語
』
は
、
才
学
の
あ
る
人
が
時
に
会
わ
な
か
っ
た
と
こ
ろ
で
、

「
身
幸
ひ
な
き
ゃ
｝
歎
く
よ
り
、
世
を
も
い
き
ど
ほ
り

て
しー

「
今
の
世
の
聞
え
を
は
ど
か
り
で
、
む
か
し
／
t
、
の
跡
な
し
言
に
、

（
中
略
〉
か
こ
つ
け
て
」
書
い
た
「
在
五
中
将
な
ら
ぬ
在
五

物
が
た
り
」
だ
と
見
て
い
る
の
で
あ
る
。



次
は
、
同
じ
脈
絡
か
ら
『
栄
花
物
語
』
に
対
す
る
秋
成
の
態
度
を
見
る
こ
と
に
す
る
。

『
伊
勢
物
語
』
同
様
、

『
栄
花
物
語
』
の
書

名
に
つ
い
て
も
秋
成
以
前
か
ら
様
々
な
説
が
あ
っ
た
こ
と
は
周
知
の
事
実
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
賀
茂
真
淵
の
説
と
対
比
し
て

考
え
て
み
る
。

栄
花
物
語
は
時
の
あ
り
さ
ま
を
見
き
L
識
は
焼
却
げ
一
日
記
な
ど
を
も
書
入
た
れ
ば
ま
主
主
い
め
い
J

い
か
卦
と
は
な
づ
け
た

〈

9
〉

（
『
伊
勢
物
語
古
意
』
）

ほ
か

る
な
り
け
り
か
t

ふ
れ
ば
是
を
お
き
て
儀
は
そ
ら
ご
と
物
が
た
り
也

ひ
と
り
柴
花
物
語
こ
そ
日
記
の
体
な
る
を
、

『病癖談」をめぐって

し
か
名
づ
け
し
事
の
い
ぶ
か
し
さ
よ
、
思
ふ
に
是
は
お
の
が
上
に
は
あ
ら
ね
ど
、
買

に
世
に
有
し
事
ど
も
を
書
あ
ら
は
し
た
る
が
、
止
叩
わ
ゆ
N
h
h
h
h
心
事
小
野
ゆ
が
わ
、
わ
か
手
か
わ
か
い
わ
か
か
ル
わ
し
？
と
は
か
い

つ
け
し
に
や
あ
ら
ん
、

（
『
よ
し
ゃ
あ
し
や
』
）

以
上
の
比
較
か
ら
も
分
る
よ
う
に
、
秋
成
は
真
淵
よ
り
積
極
的
な
態
度
で
『
栄
花
物
語
』
の
性
格
を
述
べ
て
い
る
。
即
ち
、
真
淵
は
、

『
栄
花
物
語
』
は
「
実
の
事
な
る
を
し
ば
ら
く
物
語
と
は
な
づ
け
た
」
と
見
て
い
る
が
、
秋
成
は
、

「
時
を
は
ど
か
り
で
書
の
題
ば
か

り
、
そ
ら
言
の
た
め
し
な
る
物
が
た
り
」
と
轄
晦
の
姿
勢
と
見
て
い
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
二
点
を
ま
と
め
て
み
る
と
、

①
『
伊
勢
物
語
』
：
：
：
「
今
の
世
の
聞
え
を
は
い
ふ
か
り
て
、
む
か
し
／
＼
の
跡
な
し
言
に
、
」

か
こ
つ
け
て
書
い
た
も
の
：
：
：
本
来

の
書
名
は
『
在
五
中
将
物
語
』

②
『
栄
花
物
語
』
：
：
：
「
時
を
は
立
か
り
て
書
の
題
ば
か
り
、
そ
ら
言
の
た
め
し
な
る
物
が
た
り
」
：
：
：
本
来
の
書
名
は
『
栄
花
日

21 

言己
色＝
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と
い
う
図
式
が
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
を
見
る
と
、
両
作
品
と
も
に
世
を
樺
っ
て
作
品
の
趣
向
を
変
え
た
こ
と
が
一
致
し
て
い
る
。
そ
し

て
両
作
品
と
も
に
書
名
に
二
重
構
造
を
持
っ
て
い
る
の
が
分
り
、
特
に
『
栄
花
物
語
』
の
書
名
に
対
す
る
秋
成
の
見
解
は
注
目
す
べ
き

だ
ろ
う
。

今
、
以
上
の
秋
成
の
『
伊
勢
物
語
』
及
び
『
栄
花
物
語
』
観
と
、
秋
成
が
当
作
品
を
構
成
的
に
も
『
伊
勢
物
語
』
を
模
倣
し
た
こ
と

を
併
せ
考
え
て
み
る
と
、
秋
成
も
、
世
に
障
る
こ
と
が
あ
っ
て
、
書
名
の
二
重
構
造
を
用
い
た
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ

版
本
に
付
刻
し
て
い
る
竹
窓
の
書
簡
に
、

『
摘
癖
談
』
の
著
述
に
お
い
て
、
秋
成
が
樺
っ
た
こ
と
と
は
何
だ
ろ
う
か
。

ぷ

っ

さ

ん

る

い

づ

く

〈

っ

か

う

し

よ

か

そ

「
京
設
や
の
法
師
が
く
す
し
の
条
、
物
産
老
人
の
類
尽
し
、
屈
江
書
家
の
く
だ
り
、
其
の

れ
で
は
、

入
手
を
見
る
や
う
に
て
、
あ
か
ず
く
り
か
へ
し
見
申
候
。
」

と
あ
る
。
こ
こ
か
ら
も
推
察
で
き
る
よ
う
に
、

『
欄
癖
談
』
に
は
、
実
在

の
人
物
を
取
り
扱
っ
た
と
い
う
、
所
謂
「
モ
デ
ル
」
の
問
題
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
上
、
こ
こ
に
登
場
す
る
多
く
の
人
は
、
当
時

し
ゃ
れ
な
か
ま

の
著
名
の
土
で
あ
っ
て
、
竹
窓
の
よ
う
な
秋
成
の
「
酒
落
社
中
」
に
は
、

「
あ
か
ず
く
り
か
へ
し
見
」
た
面
白
い
作
品
で
あ
っ
た
か
も

知
れ
な
い
が
、
当
事
者
に
は
容
認
で
き
な
い
作
品
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

秋
成
の
作
品
に
お
け
る
モ
デ
ル
の
問
題
は
『
摘
癖
談
』
に
限
る
も
の
で
は
な
く
、
彼
の
処
女
作
で
あ
る
浮
世
草
子
『
諸
道
聴
耳
世
間

獲
6 

（
明
和
三
年
刊
）
か
ら
、
晩
年
の
『
胆
大
小
心
録
』
に
至
る
ま
で
の
問
題
で
あ
り
、
こ
の
モ
デ
ル
の
追
求
に
つ
い
て
は
、
中
村
幸

cmv 

彦
氏
の
詳
し
い
論
証
も
あ
る
。
特
に
『
諸
道
聴
耳
世
間
猿
』
に
お
け
る
モ
デ
ル
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
同
書
の
刊
行
か
ら
三
十
六
年
後

の
享
和
二
年
、
社
会
問
題
に
な
っ
た
こ
と
も
あ
る
の
で
あ
る
。

一方、

モ
デ
ル
の
問
題
と
関
連
し
て
、
刊
行
の
遅
延
し
た
原
因
に
つ
い
て
も
考
え
て
み
る
必
要
が
あ
る
。
一
一
一
沢
誇
治
郎
氏
は
、

当

時
社
会
的
な
地
位
名
望
の
あ
る
人
物
に
つ
い
て
余
り
は
っ
き
り
描
き
過
ぎ
て
差
し
さ
わ
り
に
な
る
所
が
あ
っ
た
た
め
に
ハ
そ
の
事
は
竹



窓
の
書
簡
に
も
明
言
し
て
い
る
。
〉

Q
M
V
 

な
か
な
か
本
屋
が
引
き
う
け
て
呉
れ
な
か
っ
た
と
解
す
る
の
が
常
識
的
で
あ
ろ
う
。
」

「
中
は
ら
大
兄
」
あ
て
の
書
簡
で
秋
成
は
、

ー「

貧
tま
う
隠
者
の
紙
墨
料
よ
ろ
し
くと
あ、述
き、ベ
な、て

お
ら
れ
る
が
、
賛
同
す
べ
き
説
だ
と
思
う
。

ひ
た
ま
は
れ
か
し
」
と
述
べ
て
お
り
、
従
っ
て
刊
行
の
遅
延
は
、
秋
成
の
意
で
な
か
っ
た
こ
と
が
分
る
。

『
病
癖
談
』
の
脱
稿
を
前
に

し
て
、
時
事
調
刺
の
黄
表
紙
絶
版
を
命
ぜ
ら
れ
た
も
の
が
多
く
（
寛
政
元
年
）
、

図
書
出
版
の
検
閲
を
厳
に
し
、
酒
落
本
の
版
行
の
禁

止
（
同
二
年
）
、

酒
落
本
の
出
版
に
よ
り
京
伝
の
筆
禍
〈
同
三
年
）
等
、
当
時
の
出
版
界
の
厳
し
い
事
情
を
勘
案
す
れ
ば
、
や
は
り
同

書
の
刊
行
の
遅
延
は
、

モ
デ
ル
の
問
題
に
そ
の
原
因
が
あ
っ
た
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

『病癖談』をめぐって

『
摘
癖
談
』
は
、
以
上
の
よ
う
な
「
今
の
世
の
聞
え
を
は
X
か」

っ
た
事
情
が
あ
っ
て
、
書
名
に
二
重
性
を
持
た
せ
た
こ
と
で
あ
る

L
、
ま
た
そ
れ
は
、
秋
成
が
考
え
た
『
伊
勢
物
語
』
の
作
品
的
性
格
と
趣
向
を
同
じ
く
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
秋
成
は
書
名

か
ん
ベ
き
世
ん

の
二
重
構
造
に
よ
っ
て
、
自
分
の
癖
で
あ
る
「
摘
癖
」
を
表
わ
す
場
、
即
ち
『
病
癖
談
』
を
用
意
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
こ

L
ん
じ

「
今
の
世
の
人
は
、
心
辞
の
く
せ
の
外
に
も
、
」

滴2う
症与い
とうう
の秋
が成
るの
る意
を図
己は

云
々
と
、
人
の
癖
に
つ
い
て
述
べ
た
後
、

か
ん
べ
き
だ
ん

（
第
一
段
〉
云
々
と
、
自
分
の
癖
を
登
場
さ
せ
、
初
め
か
ら
『
病
癖
談
』
の
出
現
を
予
告
し
て
い
た
と
こ
ろ

「
み
づ
か
ら
は

か
ら
も
分
る
。

以
上
に
よ
っ
て
『
病
癖
談
』
は
、

う
「
別
競
」
と
し
て
読
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
と
同
じ
く
、

が
た
り
』
と
い
う
別
の
書
名
と
し
て
読
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
し
て
そ
れ
は
秋
成
の
構
想
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
て
よ
い

『
在
五
中
将
物
語
』
が
、

「
伊
勢
の
国
へ
狩
の
使
」
の
段
の
面
白
さ
ゆ
え
に
『
伊
勢
物
語
』
と
い

「
今
の
世
の
人
」
の
癖
を
面
白
く
描
い
た
と
こ
ろ
か
ら
『
く
せ
も
の

だ
ろ
う
。

23 
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四

で
は
、
秋
成
が
「
伊
勢
」
を
も
じ
っ
て
「
く
せ
」
に
し
、
書
名
の
二
重
構
造
と
い
う
彼
の
『
伊
勢
物
語
』
観
に
照
応
し
て
『
痛
癖
談
』

に
し
た
と
、

一
応
考
え
ら
れ
る
と
し
て
、

「
く
せ
」
の
中
か
ら
特
に
「
滴
癖
」
を
取
り
上
げ
よ
う
と
し
た
、
そ
の
発
想
は
、
ど
こ
か
ら

生
じ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
問
題
は
秋
成
個
人
の
性
格
、

「
滴
癖
」
と
結
び
つ
く
で
あ
ろ
う
。
そ
の
点
を
本
作
の
作
者
名
の
問
題
か

ら
考
え
て
み
た
い
。

『
廟
癖
談
』

（
版
本
）
に
は
作
者
名
が
記
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
れ
は
、

「
作
者
は
た
れ
と
も
し
る
さ
ざ
れ
ど
、

っ
た
へ
て
い
ふ
は
、

在
郷
の
中
将
と
か
や
。
」
（
序
）
と
、
作
者
自
身
が
初
め
か
ら
断
わ
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
版
本
に
竹
窓
の
書
簡
を
付
刻
し
た
理
由
も
、

「
上
田
翁
の
御
も
と
へ
申
参
る
」
と
い
っ
た
竹
窓
の
文
を
通
し
て
、
間
接
的
方
法
で
は
あ
る
が
、
同
室
田
が
秋
成
の
著
で
あ
る
こ
と
を
知

ら
せ
る
意
図
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

作
者
名
が
記
さ
れ
な
い
の
は
、
近
世
の
戯
作
に
お
け
る
一
つ
の
特
徴
と
も
言
え
る
。
が
、
秋
成
の
場
合
は
違
っ
て
い
た
。

『
諸
道
聴

耳
世
間
猿
』

（
和
訳
太
郎
）
、
『
世
間
妾
形
気
』

〈
和
氏
訳
太
郎
〉
、

『
雨
月
物
語
』
（
勇
枝
晴
人
〉
、
『
室
蘭
初
機
嫌
海
』

（
洛
外
半
狂
人
〉

な
ど
、

『
病
癖
談
』
以
前
の
作
品
に
は
、

い
ず
れ
も
秋
成
の
戯
名
が
記
さ
れ
て
い
る
。

で
は
、
秋
成
は
ど
う
し
て
『
滴
癖
談
』
に
作
者
名
を
記
さ
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
が
、
秋
成
は
作
者
名
を
述
べ
な
か
っ
た
訳
で

も
な
い
。
前
述
し
た
寸
在
郷
の
中
将
と
か
や
」
と
述
べ
た
の
が
、
そ
れ
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
作
者
名
を
ぼ
か
し
、

「
在
郷
の
中
将
」

と
い
う
人
物
を
前
面
に
立
て
た
た
め
、

『
摘
癖
談
』
に
は
初
め
か
ら
自
分
の
名
前
を
記
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
し
、

ま
た
記
す
必
要

も
な
か
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。



で
は
、
秋
成
は
ど
う
し
て
在
郷
の
中
将
を
作
者
に
立
て
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
在
郷
の
中
将
は
、
在
原
業
平
の
別
称
、
在
五
中
将
の
も

じ
り
だ
と
い
う
こ
と
は
、
言
う
ま
で
も
な
い
。
そ
し
て
、
業
平
は
『
伊
勢
物
語
』
の
作
者
と
し
て
、
平
安
末
期
か
ら
信
じ
ら
れ
て
き
た

人
で
あ
る
。
従
つ
で
、

『
伊
勢
物
短
巴
を
も
じ
っ
た
百
澗
癖
談
』
で
あ
る
か
ら
、
作
者
名
も
同
じ
趣
向
を
取
っ
た
と
言
っ
て
不
思
議
で

F
K

、。

チ
九

I
Vが

、
こ
こ
で
重
要
な
こ
と
は
、
表
面
的
な
在
郷
の
中
将
と
言
っ
た
作
者
名
の
も
じ
り
の
問
題
で
は
な
く
、
そ
の
裏
に
秘
め
ら
れ
る
作

者
秋
成
の
構
想
で
あ
る
。
周
知
の
如
く
、

『
伊
勢
物
語
』
に
お
け
る
業
平
著
作
説
は
、
中
世
に
お
い
て
も
一
般
的
な
見
解
で
あ
っ
た
。

「1商癖談』をめぐって

そ
れ
が
、
片
相
洋
一
氏
も
述
べ
ら
れ
た
よ
う
に
、

「
江
戸
時
代
も
中
期
に
近
づ
く
と
契
沖
（
『
勢
語
臆
断
』
）
・
荷
田
春
満
（
『
伊
勢
物
語

童
子
間
』
）
・
賀
茂
真
淵
（
『
伊
勢
物
語
古
意
ち
な
ど
は
烈
し
い
口
調
で
こ
れ
を
否
定
し
、
結
局
作
者
不
明
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま

っ
た
の
で
あ
る
。
」

秋
成
の
『
伊
勢
物
語
』
観
も
こ
の
よ
う
な
流
れ
に
あ
り
、
特
に
真
淵
の
『
伊
勢
物
語
古
意
』
は
、
彼
の
『
よ
し
ゃ

あ
し
や
』
の
源
流
と
い
っ
て
も
よ
い
も
の
で
あ
っ
た
。

秋
成
は
『
よ
し
ゃ
あ
し
や
』
で
業
平
に
つ
い
て
述
べ
て
は
い
る
が
、
業
平
が
『
伊
勢
物
語
』
の
作
者
と
は
言
っ
て
い
な
い
。
別
に
、

『
伊
勢
物
語
古
意
』
の
「
物
語
の
そ
ら
言
は
骨
骨
の
文
の
妙
を
こ
そ
め
づ
れ
」
と

「
記
者
」
と
い
う
名
称
を
使
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、

一
一
脈
相
通
ず
る
も
の
で
あ
る
0
5

こ
こ
に
前
述
の
、
室
田
名
と
同
様
な
作
者
名
の
二
重
構
造
が
あ
り
、
秋
成
の
作
意
が
存
在
す
る
と
見
る
ベ

き
で
あ
る
。

＠
『
伊
勢
物
語
』

「
記
者
」

＠
『
癒
癖
談
』

ー
記
者
（
秋
成
）

25 

と
い
う
図
式
が
考
え
ら
れ
る
。
即
ち
、

『
摘
癖
談
』
に
作
者
名
が
記
さ
れ
て
い
な
い
の
は
、
こ
の
よ
う
な
『
伊
勢
物
語
』
の
作
品
の
性



を
執
っ
た
「
記
者
」
の
よ
う
な
境
涯
を
追
体
験
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、

ま
た
、
そ
の
二
重
構
造
に
よ
っ
て
、
秋
成
は
「
身
幸
ひ
な
き
を
歎
く
よ
り
、
世
を
も
い
き
ど
ほ
り
て
」
筆

か
ん
べ
き
だ
ん

『
く
せ
も
の
が
た
り
』
と
『
摘
癖
談
』

26 

格
に
追
従
し
た
の
で
あ
り
、

の
二
重
物
語
を
構
築
で
き
た
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
、

『
摘
癖
談
』
の
挿
絵
に
つ
い
て
も
触
れ
て
お
き
た
い
。
同
書
に
は
、
二
十
の
挿
絵
が
あ
る
。
そ
の
内
、
第
十
一
段
と
第
十

三
段
の
挿
絵
は
、
見
た
と
こ
ろ
で
す
ぐ
各
々
『
伊
勢
物
語
』
の
第
六
段
（
芥
河
〉
と
第
二
十
三
段
（
高
安
の
里
）
の
挿
絵
を
滑
稽
化
し

た
も
の
で
あ
る
と
分
る
。
ま
た
、
第
十
六
段
と
第
二
十
二
段
の
は
、
各
々
『
伊
勢
物
語
』
の
第
百
十
七
段
（
住
吉
大
社
）
と
第
六
十
七

段
（
花
の
林
〉
の
挿
絵
を
思
わ
せ
る
も
の
で
あ
る
。

『
痛
癖
談
』
は
挿
絵
に
お
い
て
も
『
伊
勢
物
語
』
を
意
識
し
て
絵
画
化
し
て
い
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
う
な
る
と
、

わ
し
い
九
サ
絵
を
描
き
出
し
た
絵
師
嘉
言
に
つ
い
て
も
一
考
を
要
す
る
。

「
本
文
に
ふ
さ

絵
師
村
田
嘉
言
は
国
学
者
村
田
春
門
の
長
子
で
、
和
歌
や
画
を
能
く
し
た
大
阪
の
人
で
あ
る
。
彼
の
撰
し
た
『
新
紅
蓮
和
寄
集
類

題
!!= 

（
二
冊
、
京
都
大
学
蔵
）
に
は
、
秋
成
の
歌
も
か
な
り
収
め
ら
れ
て
い
る
の
で
、
生
涯
秋
成
と
の
関
係
を
う
か
が
わ
せ
る
。
特
に
、

『
菌
学
人
物
志
』

ハ
安
政
六
年
版
、

『
近
世
人
名
録
集
成
』
所
収
〉
に
は
、

「
摂
津
国
」
の
項
目
に
「
秋
成
大
坂
上
回
東
作
」
と
あ
り
、

同
じ
頁
の
下
段
に
「
嘉
言
生
玉
村
田
七
郎
」
と
並
ん
で
記
さ
れ
て
い
る
の
が
注
目
さ
れ
る
。
ま
た
、
彼
の
傑
作
と
も
言
え
る
『
女
四
書

芸
文
図
会
』

（
四
冊
、
京
都
大
学
蔵
）
に
は
、

『
痛
癖
談
』
の
挿
絵
を
思
わ
せ
る
共
通
し
た
絵
柄
が
数
多
見
ら
れ
る
。



五

『
摘
癖
談
』
に
は
二
つ
の
世
界
が
共
存
し
て
い
る
。

一
つ
は
「
く
せ
も
の
が
た
り
」
の
世
界
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
「
か
ん
べ
き
だ

ん
」
の
世
界
で
あ
る
。
「
く
せ
も
の
が
た
り
」
の
世
界
は
、
『
伊
勢
物
語
』
の
「
み
や
び
」

「
ま
こ
と
」
の
世
界
を
、

ー「

L、

「
ひ
な
び
」

つ
わ
り
」
の
世
界
に
俗
化
し
た
「
供
笑
」
の
世
界
で
あ
り
、
同
書
が
滑
稽
本
と
し
て
も
規
定
さ
れ
る
所
以
も
そ
こ
に
あ
ろ
う
。

「
か
ん

べ
き
だ
ん
」
の
世
界
は
『
在
五
中
将
物
語
』
の
「
記
者
」
の
「
憤
り
」
を
追
体
験
し
た
「
冷
笑
」
の
世
界
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
同

『病癖談』をめぐって

『
摘
癖
談
』
の
面
白
さ
は
、
こ
の
二
つ
の
世
界
が
う
ま
く
入
り
交
じ
り
な
が
ら

書
が
調
刺
小
説
と
し
て
も
規
定
さ
れ
て
い
る
と
思
う
。

笑
い
を
演
出
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
あ
り
、
そ
れ
は
っ
き
え
人
（
秋
成
）
の
し
わ
ざ
（
構
想
）
」

に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
こ
つ
の

世
界
を
描
き
き
る
為
に
、
秋
成
は
、
書
名
と
作
者
名
と
に
、
二
重
構
造
を
用
い
た
の
で
あ
る
。

あ

て

ず

い

し

ゃ

れ

な

か

ま

『
病
癖
談
』
の
序
で
、
秋
成
は
「
当
粋
な
か
し
ら
書
し
て
、
お
の
が
酒
落
社
中
に
ひ
け
ら
か
さ
む
と
す
。
」
と
述
べ
て
い
る
。
そ
の

わ
ざ
と
版
本
で
二
重
の
書

秋
成
の
「
酒
落
社
中
」
が
、
書
名
に
お
け
る
秋
成
の
二
重
構
造
を
理
解
し
、
秋
成
の
作
意
を
活
か
す
た
め
、

名
を
用
意
し
た
し
、
嘉
言
も
そ
の
一
人
と
し
て
、
挿
絵
の
担
当
に
携
わ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

注
（

1
）
 

（

2
）
 

「
病
癖
談
の
成
立
に
つ
い
て
」
『
国
語
と
国
文
学
』
（
昭
和
七
年
七
月
号
）
百
八
頁
。

『
滴
癖
談
』
に
は
段
の
名
称
が
な
い
。
便
宜
的
に
『
日
本
古
典
全
書
上
回
秋
成
集
』
（
重
一
友
毅
、
朝
日
新
聞
社
、
昭
和
三
十
三
年
〉
の

番
号
を
使
う
こ
と
に
す
る
。
な
お
、
本
稿
の
『
痢
癖
談
』
の
引
用
は
、
『
新
潮
日
本
古
典
集
成
雨
月
物
語
痢
癖
談
』
（
浅
野
三
平
、

新
潮
社
、
昭
和
五
十
五
年
）
に
よ
る
。
傍
点
筆
者
。
以
下
同
。
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伊
勢
物
語
』

（
新
潮
社
）
昭
和
五
十
一
年
、
六
十
二
一
良
。
以
下
本
稿
の
『
伊
勢
物
語
』
の
引
用
は
、

（

3
）
 

渡
辺
実
、
『
新
潮
日
本
古
典
集
成

同
室
田
に
よ
る
。

こ
の
地
理
的
背
景
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
森
田
喜
郎
氏
の
御
指
摘
が
あ
る
（
「
『
く
せ
も
の
が
た
り
』
に
つ
い
て
」

昭
和
四
十
五
年
十
月
）
。

『
上
回
秋
成
全
集
』
第
二
（
国
書
刊
行
会
）
昭
和
五
十
八
年
、
四
百
八
頁
。

「
「
く
せ
も
の
が
た
り
」
の
初
稿
本
」
『
甲
南
女
子
短
期
大
学
論
叢
』
第
一
号
（
一
九
五
六
年
〉
四
十
七
頁
。

「
痛
癖
談
の
成
立
」
『
上
回
秋
成
の
研
究
』
（
桜
楓
社
、
昭
和
六
十
年
〉
四
百
十
五
頁
。

「
三
月
廿
三
日
、
中
は
ら
大
兄
」
あ
て
の
秋
成
の
書
簡
で
、
丸
山
季
夫
氏
に
よ
っ
て
紹
介
さ
れ
た
（
「
円
病
癖
談
』
さ
ざ
め
ご
と
」

展
望
』
七
十
八
号
、
昭
和
十
二
年
十
二
月
号
、
六
十
八
頁
〉
。

賀
茂
百
樹
、
『
増
訂
賀
茂
真
淵
全
集
』
第
十
（
古
川
弘
文
館
）
昭
和
五
年
、
四
百
九
十
五
真
。

「
秋
成
に
描
か
れ
た
人
々
」
（
『
中
村
幸
彦
著
述
集
第
六
巻
近
世
作
家
作
品
論
』
、
中
央
公
論
社
、
昭
和
五
十
七
年
所
収
）

こ
の
間
の
事
情
を
伝
え
る
も
の
と
し
て
、
大
田
南
畝
あ
て
の
田
宮
仲
宣
の
書
簡
が
知
ら
れ
て
い
る
。
『
一
話
一
一
言
』
参
照
。

注（
6
）
に
同
じ
。

『
日
本
古
典
文
学
大
辞
典
』
第
一
巻
、
（
岩
波
書
店
）
百
五
十
四
頁
。

中
村
幸
彦
編
、
『
日
本
古
典
鑑
賞
講
座
第
二
十
四
巻
秋
成
』
（
角
川
書
店
〉
百
六
十
四
頁
。

『
書
物

（

4
）
 

『
日
本
文
学
研
究
』
位
、

（

5
）
 

（

6
）
 

（

7
）
 

（

8
）
 

（

9
〉

（
山
山
〉

（日）
（ロ）

（日）

（

H
H
）
 

（
大
学
院
後
期
課
程
学
生
）


