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内
　
　
容

五
、

「大
進
生
昌
」
の
段
に
つ
い
て

六
、
こ
と
′
ヽ
な
る
も
の

七
、
段
相
互
の
関
係

八
、
段
の
分
類
と
そ
の
順
序

九
、
分
類
型
と
雑
纂
型

附
記
　
「
人
、
人
に
も
い
は
れ
て
な
さ
な
ど
す
」
の
傍
証

五
、　
一，大
進
生
昌
」
の
段
に
つ
い
て

「翁
丸
」
の
前
段

「大
進
生
昌
」
の
段
に
つ
い
て
も
筆
者
は
諸
家
と
や
ヽ
異
っ

た
解
釈
を
下
す
の
で
あ
る
。
こ
の
段
で
は
中
宮

。
清
少
。
生
昌
の
三
人
の
主
要

人
物
が
登
場
す
る
。
そ
し
て
読
者
は
次
の
こ
と
を
知
ら
さ
れ
る
。

①
　
清
少
納
言
は
学
才
を
誇
り
勝
気
で
あ
る
。

②
　
中
宮
は
逆
覚
の
中
に
あ
り
な
が
ら
も
春
の
様
な
温
い
思
ひ
や
り
を
も
っ

て
ゐ
ら
れ
る
。

③
　
生
昌
は
頓
馬
な
と
こ
ろ
が
あ
っ
て
、
そ
の
間
の
抜
け
た
言
語
動
作
が
ヘ

林

和

レ
Ｌ

Ｌ
ル

古

の
悪
い
女
房
達
の
嘲
弄
の
的
に
な
っ
て
ゐ
る
。

枕
草
子
の
解
釈
家
は
Ｏ
②
Ｏ
が
よ
く
表
は
さ
れ
て
ゐ
る
と
か
、
０
と
②
が
殊
に

よ
く
描
か
れ
て
ゐ
る
と
か
い
ふ
。
そ
し
て
感
想
に
転
じ
て
、
清
少
の
騎
慢
勝
気

を
悪
評
し
た
り
、
富
廷
の
風
儀
の
素
れ
を
指
弾
し
た
り
す
る
の
が
常
で
あ
る
。

（証

一
、
二
、
三
、
参
照
）

し
か
し
こ
れ
は
単
に
記
録
さ
れ
た
物
の
読
み
方
で

あ
っ
て
、
表
現
さ
れ
た
も
の
ゝ
読
み
方
で
は
な
い
。
前
記
①
②
Ｏ
が
分
っ
た
と

い
ふ
だ
け
で
は
素
材
を
了
解
し
た
と
い
ふ
に
過
ぎ
な
い
。
の
に
よ
っ
て
清
少
を

理
解
し
た
こ
と
は
、
一系
材
と
し
て
記
録
さ
れ
た
清
少
を
理
解
し
た
と
い
ふ
に
す

ぎ
な
い
。
わ
れ
わ
れ
は
素
材
と
し
て
の
清
少
の
上
に
、
作
者
と
し
て
の
、
即
ち

表
現
主
体
と
し
て
の
清
少
納
言
が
存
在
す
る
こ
と
を
知
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。

ヽ
‘ヽ．，
＜ヽ２，
てヽ３，

ヽの
環

ヽな
塚

ヽ材

ヽ的

ヽ知
識
を
駆
使
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
作
者
清
少
が
好

何
な
る
こ
と
を
表
現
し
よ
う
と
し
て
ゐ
る
か
を
知
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
枕

車
子
は
単
な
る
記
録
で
は
な
い
。
作
者
清
少
が
何
か
を
表
現
し
よ
う
と
意
図
し

て
ゐ
る
作
品
で
あ
る
と
私
は
考
へ
る
。
そ
し
て
大
進
生
昌
の
段
も
、
無
意
識
に

そ
の
日
の
出
来
事
を
記
録
し
て
お
い
た
単
な
る
日
記
だ
と
私
は
見
な
い
の
で
あ

Ｚや
。も

し
作
者
の
意
図
す
る
所
が

「０
清
少
納
言
は
学
才
を
誇
り
勝
気
で
あ
る
」

―

―
―

‐ 2-― ‐^^´ ^´ ^´

清

少

納

言

の

精

神

機

構

（
承
前
）

―
―

翁

丸

の
鑑
賞

を

中

心

と

し

て

‐―
‐



こ
と
を
示
す
こ
と
に
お
り
と
解
す
る
な
ら
ば
、
何
の
必
要
が
あ
っ
て
自
己
の
そ

の
様
な
性
格
を
枕
草
子
に
記
録
し
て
お
か
う
と
す
る
の
か
了
解
に
苦
し
ま
ね
ば

な
ら
ぬ
。

つ
ぎ
に
ま
た
、
作
者
の
意
図
は

「
②
中
宮
は
逆
境
の
中
に
あ
り
な
が
ら
も
春

の
様
な
温
い
思
ひ
や
り
を
も
た
れ
て
ゐ
る
」
こ
と
を
示
さ
う
と
し
た
と
と
れ
な

い
こ
と
も
な
い
。
枕
草
子
全
巻
、
中
宮
に
関
し
た
と
こ
ろ
、
す
べ
て
作
者
は
讃

仰
の
気
持
を
に
じ
み
出
し
て
ゐ
る
。
こ
れ
は
作
者
が
全
心
か
ら
定
子
中
宮
を
懐

し
ん
で
ゐ
る
た
め
に
、
自
然
に
出
て
く
る
感
情
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
こ
の

段
に
限

っ
た
こ
と
で
は
な
い
。

こ
の
段
で
作
者
が
特
に
意
図
し
た
こ
と
は

「
生
昌
の
頓
馬
な
挙
措
言
語
」
を

素
材
と
し
な
が
ら
、
何
か
別
の
事
を
表
現
し
よ
う
と
意
図
し
た
と
解
し
た
い
の

で
あ
る
。
即
ち
作
者
清
少
は
自
己
の
餃
点

（騎
慢
勝
気
は
平
安
朝
時
代
で
も
鋏

点
と
し
て
へ
か
ら
損
斥
さ
れ
た
で
あ
ら
う
こ
と
は
紫
式
部
日
記
や
栄
華
物
語
中

の
清
少
納
言
評
に
よ
っ
て
分
る
）
や
皇
后
の
思
ひ
や
り
を
素
材
と
し
て
用
ひ
が

ら
、

「
生
昌
の
愚
鈍
」
の
事
実
を
強
化
し
、
そ
れ
よ
っ
て
他
の
こ
と
を
表
現
し

よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
近
代
文
学
に
於
て
、
作
者
が
、
主
人
公
と
し

て
の
自
己
の
短
所
の
告
白
を
、
一系
材
と
し
て
用
い
な
が
ら
、
あ
る
主
題
の
表
現

を
強
化
す
る
の
と
同
じ
で
あ
る
。

作
品
の
主
題
と
い
ふ
も
の
は
、
必
ず
し
も
作
者
の
意
図
と
一
致
す
る
も
の
で

は
な
い
。
主
題
は
作
者
を
想
定
し
な
い
で
も
、
読
者
が
作
品
か
ら
ぢ
か
に
受
け

る
も
の
で
あ
る
。
さ
う
い
ふ
意
味
か
ら
す
れ
ば
、
本
段
か
ら
読
者
の
う
け
と
る

主
題
は

「皇
后
の
思
ひ
や
り
を
示
す
こ
と
」
と
し
た
方
が
よ
か
ら
う
。
な
せ
な

ら
そ
の
主
題
は
作
者
清
少
の
性
格
と
か
枕
草
子
の
方
法
と
か
を
予
想
し
な
い
で

も
、素
直
な

一
通
ヶ
の
読
解
か
ら
受
け
入
れ
ら
れ
る
主
題
で
あ
る
か
ら
。
「他
の

こ
と
」
の
方
は

「皇
后
の
思
ひ
や
り
」
に
圧
倒
さ
れ
て
し
ま
っ
て
、
清
少
の
性

格

と
が
本
書

の
方
法

と
か

の
特
殊
性
を
考

に
入
れ

た
上

で
な
け
れ

ば
捉

へ
に
く

い
意
味

で
あ

り
、
作
者

の
意
図

と

い
ふ
も

の
を
想

定

し

つ
ヽ
考

へ
な
け
れ
ば
表

れ

て
こ
な

い
意

味

で
あ

る
。
完
全

に
成
功

し
た
作
品

に
あ

っ
て
は
作
者

の
意
図

は
作
品

の
主
題

と
合
致
す

る

の
で
あ

る
が

、
諸
家

に
議
論

が
分

れ

る
所

を
見

る

と
、
本
段

は
充
分
成
功

し
な

い
作
品

で
あ

る
か
、

ま
た

は
非

常

に
隠
微

な
む

つ

か

し

い
作
品

で
あ

る

の
で
あ
ら
う
。

と
に
か
く

私

は
第

一
次

の
作
者

の
意
図

を

「
生
昌

の
愚
鈍

な
言

語

や
行
為

の
描

写
」

と
と
ら

へ
る
。
卑

見

の
や
う

に
作
者

の
意
図

を

と
ら
れ

た

の
は
内
海

氏

の
詳
解

で
あ

っ
た
。
（
護

四
参

照

）

証

一
、

二
、
三
、
四

に
よ

っ
て
同

一
の

「
大
進

生
昌
」

の
段

に
対

し
て
も
諸
家

の
鑑
賞

が
如

何

に
相
異

し
て
ゐ
る
か
、
そ

の

一
斑

が
次

の
註

に
よ

っ
て
分

る

で
あ
ら
朽

。

〔
註

一
〕

金
子

元
臣
氏
説

…

…
そ

の
厭

は
し
い
程

に
ま

で
、

生
昌

を
誘
弄

し
た

の
も
、

た

ゞ
自

己

の
わ
づ

か
な
騎
慢

と
、
気
転

に
富

ん
で

ゐ
る
と
い

ふ
小

さ

な
誇

を
満

足

さ
せ
ょ
う
が
為
ば

か
り
で
、

か
ら

か
ふ
が
面
白

さ

に
、

か
ら

か

っ
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
中
宮
様
が
生
昌

へ
下
さ
れ
た
御
同
情
の
御
詞

を

伺

ふ

ご

と

に
、

な

る

程

と

感

じ

、

生

昌

に

対

し

て

は

、

「
一
夜

の
事

や

い

は

む
」

と

恐

れ

た

の

で

あ

る

。

清

少

は

つ

ま

り

正

直

者

で

あ

る

。

彼

は

す

べ

て
赤

裸

々

に
、

善

悪

に

か

ヽ

は

ら

ず

、

そ

の
胸

臆

を

扱

渥

し

て

ゐ

る
。

…

…

（
中

略

Ｙ

…

・
こ

の
節

を

読

む

と

、

殊

に

中

宮

の

あ

で

や

か

に
情

深

く

入

ら

せ

ら

れ

た

事

を

想

は

ず

に

は

居

ら

れ

な

い

。

清

少

が

感

心

し

た

の

も

尤

も

で

あ

る

。

前

に

も

い

っ
た

通

り

こ

の
頃

は

非

常

の
御

否

運

に
出

会

っ

て
、

困

厄

を

重

ね

ら

れ

な

が

ら

、

な

ほ

平

生

の

温

容

を

た

も

た

れ

、

何

時

も

春

風

が

帳

帷

を
続

っ

て
吹

い

て

ゐ

る

観

が

あ

る

。

（
評

釈

五

〇

頁

）

〔
註

二
〕

窪

田

空

穂

氏

説

…

…

こ

の

物

語

は

物

語

そ

の

も

の

と

し

て

は

、

生

昌

の
迂

遠

を

嘲

り

得

た

と

い

ふ

だ

け

の

も

の

で

、

む

し

ろ

厭

は

し

い

性

質

の

も

の

で

あ

る

が

、

清

少

納

言

に

よ

っ

て

語

ら

れ

た

為

に

、

不

用

意

な

間

に
別

様



の
光

を
持

っ
た
も

の
と
な

ヮ
て
来

て
ゐ

る
。

そ
れ

は
中
心

の
生
昌

は
れ

，
て

生
き

て
る
所

が
少

く

て
、
清
少
納

言
自
身

、
中
宮

な
ど

が
、
如
何

に
も
生
さ

′
ヽ

と
現

れ

て
ゐ

る

こ
と
で
あ

る
。

こ
の

一
段

で
最

も
あ
ざ

や
か
に
目

に
着

く

と

こ
ろ
は
、
清
少
納

言

の
男

子

に
対

し

て
持

っ
て
ゐ

る
弱

み
で
、
男
子

か
ら
よ
く
思

は
れ
た
い

と
無
意
識

な

が
ら
強

く
思

っ
て
ゐ
る

事

の
あ
ら

は
れ

て
ゐ

る
点

で
あ

る
。
彼

女

が
生
昌

に

食

っ
て
懸

っ
て
ゐ

る
の
は
、
自
身

の
総

取

り
乱

し
た
恰
好

を
多

く

の
男

子

に

見
ら
れ

て
し
ま

っ
た
、

そ

し

て
そ
れ

は
彼

の
不
注
意

の
為

だ

と
し

て
ゐ

る
所

に
あ

る
。
清
少
納

言

の
怒

の
餘

り

に
は
げ

し
い
の

に
対

し

て
、

中
宮

は
婉
曲

に
か
ら

か

っ
て
を
ら
れ

る
が
、
第

二
者

と
し

て
観

る
と
、
何

も
そ

ん
な

に
怒

る
に
も
あ
た
ら

な
い
事

で
あ

っ
た

に
相
違

な
い
。

そ
れ
程

ま
で

に
清
少
納

言

は
男
子

に
対

し

て
は
外

見

を

つ
く

り
た

か

っ
た

の
で
あ

る
。

…
…
（
中
略
）
…

…
…
…
…
清
少
納

言

が
、

た

ゞ
自
分

の
心
持

ば

か
り
な
迫

っ
て
、
殆

ど
周
囲

の
者

の
心
持

を

理
解
す

る
事

も
出
来

な
ん
だ

の
と
並

ん

で
一

中
宮

は
如

何

に

も
よ
く
そ

の
場

合
場

合

を

理
解

し

て
ゐ
た
。

生
昌

の
清
少
納

言

の
許

へ
忍

ん

で
行

っ
た

の
は
、

そ

の
オ
学

を
愛

で
た
為

で
あ
ら
う

と
解

釈

し
た

の
も
中
宮

で
あ

る
。

又
態

と
清
少
納

言

を
呼

び
出

し
た

の
も
、
彼

女

を
喜

ば

せ
る
為

で

あ

る
と
解

釈

し
た

の
も
中
宮

で
あ

る
。

生
昌

の
逹
遠

は
迂
遠

と
し

て
、

そ

の

美

所

を
認

め

て
ゐ
た

の
も
中
宮

で
あ

る
。

そ

の
場

合
場

合

の
短

い
言
葉

の
中

に
、
敏

く
上
品

な
中
宮

の
面
目

が
よ
く
窺

は
れ

る
。

全
体

と
し

て
見

る
と
、
清
少
納

言

が
生
昌

の
迂
遠

な

の
を
語
ら
う

と
し
た

物

語

で
あ

る
が
、
現

さ
れ

た
結
果

か
ら
見

る
と
、

生
昌

は

そ
れ
程

に
は
あ
ら

は
れ
ず

に
、
清
少
納

言
自

身
、
中
宮

な
ど

の
方

が

邊

か
に

よ
く

現

れ

て
ゐ

る
。

こ
の
、
意
識

し
た
方

面
よ

り
も
、
無
意
識

だ

っ
た
方

面

の
方

が
よ
く
現

れ

て
ゐ
る
所

が
清
少
納

言

の
文
章

家

で
あ

っ
た
所

以

か
と
思

ふ
。

（
枕
草

子

評

釈

四

一
頁

以

下

）

〔
護

三

〕

松

平

静

氏

説

…

‥

こ

の

一
段

、

世

の

人

は

只

好

色

、

淫

行

の
如

く

思

ひ

な

し

て
、

い

た

く

清

少

の

人

品

を

も

そ

し

る

め

れ

ど

も

、

さ

ま

で

、

こ

ち

た

く

い

ふ

ほ

ど

に

も

あ

ら

じ

か

し

。

当

時

宮

按

の
裏

面

は

な

ほ

甚

し

き

事

ど

も

い

と
多

か

り

し

を

思

へ
ば

、

ス

何

ぞ

怪

む

に

足

ら

ん

。

こ

の

段

こ

と

に

軽

妙

の
筆

を

弄

し

て
、
清

少

が

学

才

を

見

は

し

、
人

に

ま

け

じ

の
志

の

あ

る

所

、

さ

て

は

眼

中

人

な

さ

が

如

く

、

昂

然

と

し

て
堂

々

た

る

男

子

を

し

て
後

に
瞳

若

せ

し

め

た

る

有

様

な

ど

、

只

紙

面

に
躍

如

た

り

と

い

ふ

べ

し

。

わ

き

て

そ

の

会

話

を

う

つ

せ

る

処

の
如

き

、

実

に

奇

警

蒲

洒

を

極

め

て
読

む

者

只

其

場

に

臨

み

て
聞

く

が

如

き

感

あ

ら

し

む

。

（
枕

草

紙

詳

解

二

三

頁

以

下

）

〔
証

四

〕

内

海

弘

蔵

氏

評

…

…

才

の

な

い

、
ま

の
抜

け

た

生

昌

を

相

手

に

し

て
、

思

ふ

ま

ヽ

に

続

弄

す

る
態

度

は

、

作

者

の
非

難

さ

れ

る

点

な

の

で

あ

る

が

、

そ

の
オ

気

の
渡

測

た

る

さ

ま

は

、

こ

の

一
段

で

も

、

よ

く

窺

ふ

こ

と

が

で

き

る

の

で

あ

る

。

ま

こ

と

に

限

中

に

人

な

く

、

堂

々

た

る

男

子

を

後

に

瞳

著

だ

ら

し

め

る

と

い

ふ
意

気

で

あ

る

。

し

て
又

、

そ

の

は

ん

ま

な

生

昌

を

向

に

ま

は

し

て

、

こ

ち

ら

か

ら

、

こ

れ

を

見

、

こ

れ

を

か

ら

か

ひ

、

こ

れ

を

笑

ふ

、

そ

の

作

者

の
態

度

が

、

に

く

ら

し

い

ほ

だ
ぎ

え

て
出

て

ゐ

る

の

で

あ

る
。

…

生
昌
の
そ
の
世
な
れ
な
い
さ
ま
が
、
を
か
し
く
写
し
出
さ

れ

て

ゐ

る
。

そ

し

て
、

そ

れ

を

、

中

宮

が

、

さ

う

笑

ふ

な

『
さ

す

く

な

る

も

の

を

』

と

お
制

し

に

な

る

と

い

ふ

の

で

、

そ

の

正

直

で

、

そ

れ

で

、

世

な

れ

ず

、

は

ん

ま

で

あ

る

生

昌

の
態

度

が

、
　

一
層

強

く

あ

ら

は

れ

て

ゐ

る

の

だ

。

『
さ

て

こ

そ

、

上

お

ほ

ひ
著

た

る

わ

ら

べ

も

参

り

よ

か

ら

め
』

と

い

ふ
警

句

が
、　
一
番
よ
く
さ
い
て
見
え
て
ゐ
る
。
…
…
‥
‥
い
か
に
も
生
昌
ら
し
い
人

が
、

そ

こ
に
あ
ら

は
れ

て
ゐ
る
。

そ
れ
が
、

こ
の
段

の
巧

で
あ

る
。

そ
し

て

前
段

と
同

じ

や
う

に
、

「
お

の
が
心
ち

に
賢

し
と
思

ふ
人

の
誉

め
た

る
と
、



ヶ
れ
し
と
や
思
ふ
と
て
、
告
げ
知
ら
す
る
な
ら
む
」
と
い
ふ
中
宮
の
こ
と
ば

に
よ
っ
て
、　
一
層
遂
は
や
か
に
生
昌
の
人
物
が
、　
そ
こ
に
あ
ら
は
れ

て
ゐ

る
。

（枕
草
紙
評
釈
一
五
頁
―

一
七
頁
）

×
　
　
　
　
　
　
Ｘ
　
　
　
　
　
　
×

四
脚
門
の
ヒ
ン
ト
か
ら
や
っ
と
予
定
国
の
故
事
に
思
ひ
つ
い
て
子
供
の
や
う

に
嬉
し
が
る
お
人
よ
し
、

「
あ
こ
め
の
う
は
お
そ
ひ
」
と
か

「中
勢
」
と
か
の

音
風
の
言
葉
遣
ひ
を
す
る
時
代
遅
れ
、

（現
今
シ
ャ
ッ
ポ
と
か
活
動
写
真
と
か

の
語
を
使
ふ
の
と
同
じ
で
時
代
達
れ
な
こ
と
を
示
す
）
、　
女
性
の
寝
所
へ
忍
び

込
ま
う
と
し
て
室
外
か
ら
案
内
を
乞
ふ
頓
馬
加
減
、
い
づ
れ
も
た
ヽ
み
か
け
て

生
昌
の
愚
鈍
さ
を
描
写
し
よ
う
と
し
て
ゐ
る
作
者
の
意
図
が

よ
く
見
え

て
ゐ

る
。　
一
体
枕
草
子
は
あ
は
れ
な
る
こ
と
、
あ
で
た
き
こ
と
、を
か
し
き
こ
と

（風

流
な
を
か
し
さ
）
な
ど
が
書
か
れ
て
ゐ
る
の
で
、
意
図
的
に
他
ヽ
の
短
所
を
あ

げ
つ
ら
う
様
な
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
。
も
し
短
所
を
あ
げ
る
様
な
こ
と
が
あ

れ
ば
そ
れ
は
何
か
外
の
面
白
さ
を
表
現
す
る
た
め
の
方
便
に
使
は
れ
て
ゐ
る
の

で
あ
る
。
か
う
考
へ
る
と
、

「生
昌
ら
頓
馬
」
を
念
入
り
に
描
写
し
た
意
図
は

実
に
他
に
あ
り
と
云
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。

し
か
ら
ば
そ
の
目
的
は
何
処
に
あ
る
か
と
云
へ
ば
、

「第
四
段
こ
と
ノ
ヽ
な

る
も
の
　
法
師
の
詞
、
男
女
の
詞
云
々
」
か
ら
糸
を
引
い
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

第
四
段
に
、
法
師
の
詞
と
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
そ
の
言
葉
造
の
み
な
ら
ず
、

俗
世
間
と
は
全
く
異

っ
た
風
習
や
道
徳
を
連
想
し
て
描
い
た
の
が

一第
五
段
思

は
ん
子
を
法
師
に
な
し
た
ら
ん
こ
そ
」
で
あ
る
。

さ
ら
に
旧
弊
な
ド
級
官
吏
、
融
通
の
利
か
ぬ
漢
学
上
り
の
堅
人
と
い
ふ
様
な

人
間
の
言
葉
遣
や
振
舞
は
宮
廷
貴
紳
の
そ
れ
と
は
全
く
異

っ
た
感
じ
を
与
へ
る

と
こ
ろ
か
ら

「
生
昌
事
件
」
を
連
想
し
た
の
で
あ
る
。
即
ち

「生
昌
事
件
」
は

「
こ
と
こ
と
な
る
も
の
」
の
一
例
と
し
て
引
か
れ
た
と
見
ら
れ
る
。

六
、
こ
と
ノ
ヽ
な
る
も
の

こ
ゝ
０

「
こ
と
ノ
ヽ

な

る
も

の
云

々
」

の
字
句

を
吟
味

せ
ね
ば

な
ら

ぬ
。

伝

能
因
本

（
吉
沢

氏
校
証
枕
草

子
底

本
古

活
字
本

に
よ

る
）

こ
キ
′
ヽ
な

る
物
　
法
師

の
言
葉

、
を

の
こ
女

の
言
葉

、
げ
す

の
言
葉

と

か
な
ら
ず
文
字

あ
ま

し
た

る

三
巻
本

（
朝

日
古

典

全
書

枕

冊
子

に
よ
る
）

お
な
じ

こ
と
な
れ
ど

も
き
き

み
み

こ
と
な

る
も

の
　

法
師

の
こ
と
ば
、

お

と
こ

の
こ
と
ば
。

女

の
こ
と
ば
、
げ
す

の
こ
と
ば

に
は

か
な
ら
ず

も

じ
あ

ま

り
た
り
。

足

ら

ぬ

こ
そ

を
か
し
け
れ

前
日
本

（前
国
家
本
枕
冊
子
新
証
に
よ
る
）

こ

と

′

ヽ

な

る

物

　

法

師

の

こ

と

ば

、

お

と

こ

女

の

こ

と

ば

、

げ

す

の

こ

と

ば

に

は

か

な

ら

ず

も

じ

あ

ま

り

た

り

堺
本

（新
校
群
書
類
従

一
二
八
頁
に
よ
る
）

お

な

じ

こ

と

な

れ

ど

（
も

）
、
　

き

く

耳

こ

と

な

る

物

。

ほ

う

し

の

こ

と

葉

イ
ナ
シ

「
を

と

こ

の

こ

主

某

、

よ

き

人

の

こ

と

葉

」
、
　

げ

す

の

こ

と

ば

は

、

み

な

も

じ

あ

ま

り

た

ら

ぬ

こ

そ

あ

や

し

け

れ

堺
本

（鈴
鹿
義
鯨
氏
本
に
よ
る
）

お

な

し

こ

と

な

れ

と

き

く

み

み

こ

と

な

る

も

の

　

ほ

う

し

の

こ

と

は

　

け

す

の

こ

と

は

ハ

み

な

も

し

あ

ま

り

た

ら

ぬ

こ

そ

お

か

し

け

れ

「
こ
と
ノ
ヽ
」
は
異
事
、　
異
言
、　
事
力
、　
言
々
な
ど
種
々
の
語
源
説
が
あ
る

が
、
意
味
と
し
て
は

「異
っ
て
ゐ
る
こ
と
」
で
あ
る
０
つ
ま
り
音
声
や
言
語
や

其
他
の
表
現
形
式
が
社
会
や
団
体
や
階
級
に
よ
っ
て
相
異
の
あ
る

こ
と
で
あ

る
。
法
師
の
社
会
に
は
法
師
独
得
の
表
現
形
式
で
あ
る
言
語
風
習
が
あ
り
、
男

の
世
界
に
は
男
独
得
の
、
女
の
世
界
に
は
女
独
得
の
表
現
形
式
が
あ
り
、
下
層



社
会
に
も
独
得
の
表
現
形
式
が
あ
る
。
下
層
の
言
葉
造
は
貴
族
の
人
が
き
く
と

何
か
冗
漫
な
所
が
あ
っ
て
、
下
品
に
き
こ
え
る
と
い
ふ
の
で
．あ
る
。

し
か
し
こ
れ
だ
け
Ｏ
は
こ
ヽ
の
意
味
が
本
当
に
分

っ
て
ゐ
な
い
。
つ
ま
り
あ

と
の
半
面
が
忘
れ
ら
れ
て
ゐ
る
。
そ
の
半
面
と
は

「
か
や
う
に
表
現
形
式
は
ち

が
ひ
な
が
ら
、
表
現
内
容

（意
味

・
精
神

。
心
情
）
は
ど
の
社
会
で
も
同
じ
で

あ
る
。
誠
意
と
か
欲
望
と
か
悲
喜
哀
歓
と
い
ふ
も
の
は
ど
こ
ま
で
も
同
じ
で
あ

る
」
と
い
ふ
の
が
作
者
の
本
意
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
伝
能
因
本
や
前
日
本
の

「
こ
と
ノ
ヽ
な
る
も
の
」
だ
け
で
は
分
ら
な
い
が
、
三
巻
木
や
堺
本
の

「
お
な

じ
こ
と
な
れ
ど
き
ヽ
耳
こ
と
な
る
物
」
の

「
お
な
じ
こ
と
な
一れ
ど
」
に
よ
っ
て

分
る
の
で
あ
る
。
言
語
や
風
俗
は
村
境
を
越
え
る
と
も
う
違

っ
て
ゐ
る
が
、
人

間
の
心
は
日
本
中
ど
こ
へ
行
っ
て
も
、
否
世
界
中
よ
く
似
て
ゐ
ろ
と
い
ふ
意
味

で
あ
る
。
こ
の
点
を
指
摘
し
た
説
は
管
一見
に
入
ら
な
い
が
、
私
は
か
う
解
さ
な

け
れ
ば
本
段
の
意
味
は
分
ら
な
い
の
で
な
い
か
と
思
ふ
。

し
か
し
、

「
こ
と
／
ヽ
な
ろ
も
の
」
が
原
稿
の
形
で
、
そ
れ
だ
け
で
は
意
味

を
十
分
に
説
明
し
尽
し
て
ゐ
な
い
の
で
、

「
お
な
じ
こ
と
な
れ
ど
云
々
」
と
加

筆
し
た
の
か
、

「
お
な
じ
こ
と
な
れ
ど
云
々
」
が
原
稿
で
、
こ
れ
を
冗
慢
と
感

じ
て

「
こ
と
ノ
ヽ
、な
る
も
の
」
と
斧
正
し
た
か
、
そ
の
関
係
は
こ
ヽ
だ
け
で
は

何
と
も
云
へ
な
い
。
し
か
し
両
方
の
本
文
と
も
清
少
自
身
の
推
敲
で
あ
っ
て
、

決
し
て
他
人
の
さ
か
し
ら
で
は
な
い
と
思
は
れ
る
。
な
せ
な
ら
ば
、
こ
、
の
本

意
を
完
全
に
把
握
し
て
ゐ
る
人
は
清
少
を
措
い
て
他
に
な
い
と
思
は
れ
る
。
他

人
で
あ
る
か
ぎ
り

「
こ
と
こ
と
な
る
も
の
――
＝
お
な
じ
こ
と
な
れ
ど
、
き
ゝ
耳

こ
と
な
る
も
の
」
の
真
の
関
係
は
分
ら
ず
、
ま
し
て
、　
一
方
か
ら
他
方
へ
改
作

し
得
な
い
と
思
は
れ
る
の
で
あ
る
。

七
、
段

相

互

の

関

係

〇
四
段
と
五
段
と
の
関
係

「
こ
と
ノ
ヽ
な
る
物
　
法
師
の
言
葉
」
の
連
想
か
ら
五
段

「思
は
む
子
を
法
師

に
な
し
た
ら
む
こ
そ
は
こ
の
文
章
が
書
か
れ
た
こ
と
は
諸
家
の
認
め
る
と
こ
ろ

で
あ
る
。
法
師
の
仕
来
り
や
言
語
は
俗
へ
の
そ
れ
と
非
常
に
異

っ
て
ゐ
る
こ
と

は
周
知
の
通
り
で
、
法
師
の
行
住
坐
臥
の
様
子
や
霊
山
験
地
で
の
難
行
の
有
様

が
こ
の
段
で
語
ら
れ
て
ゐ
る
。
し
か
し
大
切
な
こ
と
は
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
そ

の
反
面
、
心
情
に
至
っ
て
は
僧
も
俗
も
同
じ
こ
と
が
語
ら
れ
て
ゐ
る
こ
と
を
見

の
が
し
て
は
な
ら
な
い
。
．法
師
で
も
や
は
り

「居
眠
り
を
し
た
く
な
っ
た
り
」
、

「女
な
ど
の
居
る
所
を
も
の
ぞ
き
た
く
も
な
っ
て
く
る
」
の
で
あ
る
。
法
師
も

外
面
は
異
る
が
、
心
は
同
じ
だ
と
い
ふ
点
を
述
べ
た
の
が
こ
の
段
の
反
面
の
趣

旨
で
あ
る
。

さ
す
れ
ば
五
段
は
、
四
段

「
こ
と
ノ
ヽ
な
る
も
の
　
法
師
の
言
葉
」
に
対
す

る
気
紛
れ
の
連
想
で
な
く
、
前
々
号
で
述
べ
た
清
少
の
常
套
手
段
た
る
、
題
詞

（
こ
と
な
と
な
る
も
の
）
、
項
目

（
法
師
の
言
葉
〉、
具
体
的
説
明

（思
は
む
子

を
法
師
に
な
し
た
ら
ん
こ
そ
は
云
々
）
の
関
係
に
立
つ
も
の
と
思
は
れ
る
。

〇
四
段
と
六
段
と
の
関
係

四
段
と
六
段
と
の
関
係
も
前
項
と
同
様
に
考
へ
ら
れ
る
。
儒
者
出
身
の
下
級

官
吏
ρ
世
界
に
は
そ
の
言
語
作
法
に
独
得
の
も
の
が
あ
る
に
も
か
ヽ
は
ら
ず
、

そ
の
一
間
の
底
を
流
れ
る
心
情
は
同
じ
こ
と
で
あ
る
と
い
ふ
点
で

，
や
は
り
四

段
の
具
体
例
と
な
る
の
で
あ̈
る
。

清
少
の
言
ひ
か
け
れ
故
事
を
知
っ
て
ゐ
た
時
の
生
昌
の
子
供
ら
し
い
喜
び
、

を
ど
ノ
ヽ
と
消
少
の
寝
所
に
忍
び
よ
る
へ
ま
な
挙
動
、
家
兄
性
仲
を
ひ
た
す
ら

畏
敬
し
て
、
彼
が
清
少
を
ほ
め
た
と
な
る
と
あ
た
ふ
た
と
駈
け
て
来
て
時
も
所

も
考
へ
ず
に
満
少
を
喜
ば
さ
う
と
す
る
子
供

っ
ぼ
さ
、
皐
后
や
作
者
清
少
は
彼

の
心
根
を
す

っ
か
り
見
通
し
て
ゐ
て
、

「彼
も
人
の
子
、
や
っ
ば
り
皆
と
同
じ



心
を
持
っ
て
ゐ
る
の
だ
ね
」
と
感
歎
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
感
歎
こ
そ
作

米
清
少
の
最
も
奥
底
の
木
心
で
あ
っ
て
、
決
し
て
生
昌
の
愚
鈍
を
記
録
し
た
り

罵
倒
し
た
り
す
る
こ
と
に
本
心
が
あ
る
の
で
は
な
い
。

〇
四
段
と
七
段
と
の
買
係

四
段
と
七
段
の
間
に
も
前
項
及
び
前
々
項
と
同
様
の
関
係
の
あ
る
事
を
私
は

述
べ
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
内
裡
に
飼
は
れ
て
ゐ
ろ
翁
丸
は
畜
生
で
あ
る
か

ら
、
も
ち
ろ
ん
言
葉
を
発
し
な
い
。
打
倒
せ
ら
れ
た
犬
は
女
一房
達
に
対
し
て
尻

尾
も
ふ
ら
ね
ば
近
寄
っ
て
も
来
な
い
。
し
か
る
に
清
少
の
同
情
の
一
語
を
き
い

て
突
然
ふ
る
ひ
わ
な
ヽ
き
涙
を
た
ゞ
お
と
し
に
お
と
す
。
民
間
は
言
葉
を
発
す

る
が
、
大
は
言
葉
を
発
し
な
い
。
表
現
形
式
は
相
異
ど
こ
ろ
か
右
と
無
で
、
す

っ
か
り
ち
が
ふ
。
し
か
し
心
情
は
同
じ
な
の
だ
。
大
で
も
他
の
同
情
に
は
感
ず

る
心
が
あ
っ
て
泣
き
出
し
て
し
ま
ふ
の
だ
。
聞
き
耳
、
即
ち
表
現
の
形
式
は
ち

が
ふ
が
心
は
全
く
同
じ
こ
と
で
あ
る
わ
け
だ
。

′盤
斎
抄
及
び
芳
注
七
段
の
末
に

「是
ま
で
犬
猫
な
ど
の
上
に
聞
み
ヽ
こ
と
な

る
も
の
也
」
と
あ
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
前
に
私
は
、
盤
斎

・
惟
中
の
考
へ
方
を

異
談
珍
説
と
解
す
る
部
類
に
摂
し
た

（語
文
第
四
輯
二
頁
）
の
で
あ
っ
た
が
、

そ
れ
は
私
の
誤
解
で
、
彼
等
の
考
も
本
稿
の
考
と
同
じ
で
、

「題
詞
こ
と
ノ
ヽ

な
る
も
の
に
つ
い
て
具
体
例
と
し
て
大
猫
の
物
語
を
あ
げ
た
の
で
あ
る
。
即
ち

五

・
六

・
七
段
ま
で
は
四
段
こ
と
ノ
ヽ
な
る
も
の
に
つ
い
て
例
と
し
て
述
べ
ら

れ
た
の
で
あ
る
」
と
解
す
べ
き
で
あ
っ
た
。
こ
ゝ
で
訂
正
し
て
お
く
。

た
ゞ
後
世
の
諸
学
者
が
盤
斎

・
惟
中
の
詞
を
正
解
で
き
な
か
っ
た
の
は
、
無

理
も
な
い
所
が
あ
る
。　
で
」
と
ノ
ヽ
な
る
も
の
」
の
具
体
例
と
と
る
た
め
に
は

大
が
へ
間
と
あ
ま
り
相
違
し
す
ぎ
て
ゐ
て
一
寸
常
識
で
は
具
体
例
と
は
気
が
つ

か
な
い
の
で
あ
る
。

し
か
し

「心
情
は
大
も
人
間
も
共
通
だ
」
と
い
ふ
見
地
か
ら
考
へ
る
と
七
段

も
や
は
り
四
段
の
例
と
し
て
の
機
能
を
発
揮
し
て
ゐ
る
こ
と
に
気
が
つ
く
で
あ

ら
う
。
即
ち

「同
じ
こ
と
な
れ
ど
、
き
き
耳
こ
と
な
る
も
の
」
と
い
ふ
題
詞
の

「同
じ
こ
と
」
の
語
が
大
切
に
な
る
所
以
で
あ
る
。
そ
し
て
七
段
末
尾
の

「人

な
ど
こ
そ
た
に
言
は
れ
て
な
き
な
ど
は
す
れ
」

（ヽ

間
こ
そ
他
人
か
ら
同
情
の

詞
を
か
け
ら
れ
て
泣
き
は
す
れ
、
大
が
泣
か
う
と
は
思
は
な
か
っ
た
。
大
も
人

間、
も、
経
局、
卜
に
同、
じ、
も、
の、
な、
ん、
だ、
か
）
の
作
れ
清
少
の
感
想
が
実
に
利
い
て
く

る
わ
け
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

，

語
文
第
四
輯
で
七
段
を
Ｄ
類
に
摂
し
た
の
を
再
掲
す
る
と

あ
さま
しき
も
の（耗
いれ慶
私
い
のＹ
ｆ…
…
……
…
…
・題
　詞

ひ
と
の
情
に
感
ず
る
犬
…
…
…
…
…
‥
…
…
…
…
…
…
…
項
　
目

上
に
さ
ぶ
ら
ふ
御
猫
は
云
々
…
…
…
…
ｆ
…
…
…
…
…
説
明
詞

を
か
し
く
あ
は
れ
な
り
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
心
情
詞

右
を
鑑
賞
甲
式
と
す
る
。
こ
れ
は
七
段
単
独
で
清
少
の
心
理
を
想
像
し
た
も

の
で
あ
っ
た
。

し
か
し
四
段
と
の
対
応
に
於
て
は
、
同
じ
機
構
で
は
あ
る
が
次
の
様
に
変

っ

て
く
る
。
　
″

こと
／ヽ
へな
るも
の（銅
イ
に従ほ
ど̈き
、耳
）

題
　
詞

翁
丸
‥

■
項
　
目

上
に
さ
ぶ
ら
ふ
御
猫
は
云
々

磁
麟
所
綺
詳
ど
｝

こ
れ
を
鑑
賞
乙
式
と
す
る
。
乙
式
は
甲
式
の
上
に
二
重
写
し
と
な
っ
て
成
立

す
る
複
雑
な
鑑
賞
で
あ
る
。
甲
乙
二
重
の
複
式
鑑
賞
方
法
と
も
い
ふ
べ
き
も
の

が
本
当
の
鑑
賞
で
あ
る
と
思
は
れ
る
。

〇
四
・
五
・
六
・
七
段
の
構
成

説
明
詞

心
情
詞



清
少
の
精
神
機
構
と
表
現
形
式
の
特
徴
を
前
に

「す
さ
ま
じ
き
も
の
」
の
段

を
例
に
し
て
題
詞
・
素
材
詞

（
こ
れ
を
以
下
項
目
と
い
ふ
用
語
に
改
め
る
）
ｏ

説
明
詞
・
心
情
詞
と
し
て
説
明
し
た
。　
釜
ｍ文
第
四
輯

一
三
頁
参
照
）

と
こ
ろ
が
、
四
・
五
・
六
・
七
段
全
体
が
一
組
と
な
っ
て
や
は
り
こ
の
根
本
的

特
徴
を
有
す
る
の
で
あ
る
。

〔
　
〕
の
部
は
筆
者
の
補
足
。

（四
段
Ｙ」とノヽ
な
るも
の（鋼
蛇
車
ユ
漱
Ｍ
が
も
の〉
．

法
師
２
言
葉

（
五
段
）

思
は
ん
子
を
法
師
に
云
々

項
　
目

（六
段
）

大
進
生
昌
の
家
に
云
々
…
…
…
…
…
…
…
…
…
説
　
明

〔翁
丸
の
表
現
と
心
Ｖ
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
・項
　
目

（七
段
）

上
に
さ
ぶ
ら
ふ
御
猫
は
云
々

説
　
明

右
の
関
係
を
見
る
と
五
・
六
・
七
段
と
四
段
と
は
別
の
段
で
な
く
、
題
詞

「
こ
と
ノ
ヽ
な
る
も
の
」
に
対
す
る
項
目
と
説
明
が
連
想
に
よ
っ
て
次
々
と
発

展
し
て
く
る
一
連
の
関
係
に
な
っ
て
ゐ
る
こ
と
が
分
る
で
あ
ら
う
。

八
、
段
の
分
類
と
そ
の
順
序

枕
草
子
の
本
文
に
段
次
を
附
け
る
こ
と
は
明
治
以
後
の
活
版
書
の
常
套
手
段

で
あ
る
が
、
明
治
以
後
で
も
松
平
静
氏
の
枕
草
紙
詳
解
。
内
海
弘
蔵
氏
の
枕
草

紙
詳
釈
な
ど
に
は
施
さ
れ
て
ゐ
な
い
。
段
次
を
附
け
る
こ
と
は
い
ま
は
っ
き
り

調
べ
て
ゐ
な
い
が
、
武
藤
氏
の
通
釈
あ
た
り
か
ら
で
は
あ
る
ま
い
か
。
江
戸
の

三
抄
を
初
め
古
写
本
類
す
べ
て
段
分
け
の
な
い
こ
と
か
ら
、
こ
れ
は
清
少
納
言

の
与
り
知
ら
ぬ
こ
と
で
あ
る
と
い
へ
る
。
し
か
し
枕
草
子
の
文
章
を
ど
こ
で
一

纏
り
に
す
る
か
と
い
ふ
こ
と
は
そ
の
解
釈
鑑
賞
に
重
大
な
関
係
の
生
じ
る
こ
と

で
あ
る
。

ま
た
本
文
の
順
序
も
伝
能
因
本
の
様
Ｏ
あ
っ
た
か
、
三
巻
本
の
や
う
で
あ
っ

た
か
、
そ
れ
と
も
前
田
木
叉
は
堺
本
の
様
で
あ
っ
た
か
疑
間
で
あ
る
。
こ
ん
な

形
式
上
の
こ
と
は
、
単
な
る
知
的
鉛
索
な
ら
之
を
文
献
学
者
に
お
願
ひ
し
て
お

く
は
ず
で
あ
る
が
、
枕
草
子
に
於
て
は
、
こ
れ
が
本
文
の
解
釈
鑑
賞
に
至
大
の

関
係
が
あ
る
か
ら
問
題
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
本
論
に
於
て
利
用
し
た
春
曙

抄
の
段
次
の
如
き
も
池
田
博
士
が
岩
波
文
庫
版
に
施
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、

北
村
季
吟
の
与
り
知
ら
ぬ
所
で
あ
る
。
季
吟
は
原
版
春
曙
抄
に
於
て
、
段
を
示

す
文
字
を
使
は
ず
、
題
詞
の
場
合
は
改
行

一
字
下
げ
に
し
、
題
詞
の
明
か
で
な

い
場
合
は
後
世
別
段
と
せ
ら
れ
る
も
ａ
で
も
改
行
せ
ず
に
書
き
続
け
て
ゐ
る
。

こ
の
場
合
、
別
事
項
な
る
事
を
示
「

べ一
印
を
打
つ
こ
と
も
あ
る
が
、
ま
た
打

た
な
い
こ
と
も
ぁ
り
後
世
の
段
次
に
合
致
し
な
い
こ
と
が
ぁ
る
。　
一
例
を
あ
げ

る
と
、
岩
波
文
庫
版
春
曙
抄
で
、

二
六
九

う
ち
と
く
ま
じ
き
も
の
　
菫
０し
と
人
に
い
は
る
ヽ
人
。
さ
る
は
よ
し
と
知
ら

れ
た
る
よ
り
は
、
ぅ
ら
な
く
ぞ
見
ゆ
る
。

二
七
〇
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
　
　
　
　
　
一

舟
の
路
。
日
の
う
ら
ヽ
か
な
る
に
云
々

か
や
う
に
分
け
ら
れ
て
ゐ
ろ
が
、
延
宝
二
年
原
版
の
春
曙
抄
で
は
、

う
ち
と
く
ま
じ
さ
も
の

あ
し
と
人
に
い
は
る
ヽ
人
。
さ
る
は
よ
し
と
し

ら
れ
た
る
よ
り
は
ぅ
ら
な
く
ぞ
見
ゆ
る
。

馨必翼あ雰
⊇要gi澄

暑重たばば
: ま ~
:  り
: た
:  り

項 説

日 明

説 項 題

明 目 詞



舟
の
み
ち
。
日
の
う
ら
ヽ
か
な
る
に
海
の
お

も
てヽ
の
い
み
じ
う
の
と
か
に
、
云
々

と
な
っ
て
ゐ
る
。

私
は
例
の
清
少
の
精
神
機
構
と
表
現
形
式
か
ら
考
へ
て
、

「う
ち
と
く
ま
じ

き
も
の
」
を
題
詞
、
「
あ
し
と
人
に
い
は
る
ヽ
人
」
及
び
「舟
の
路
」
を
項
目
（

其
余
を
そ
れ
人
ヽ
の
項
目
に
対
す
る
具
体
的
説
明
と
考
へ
て
、

（
日
の
う
ら
ヽ

か
な
る
に
云
々
の
説
明
文
は

「翁
丸
」
に
も
匹
敵
す
べ
き
長
文
で
あ
る
が
、
や

は
り
説
明
文
で
あ
る
こ
と
に
変
り
が
な
い
）
岩
波
文
庫
版
の
様
に
二
段
に
分
け

る
こ
と
を
誤
と
考
へ
る
の
で
あ
る
。
と
に
か
く
枕
草
子
の
解
釈
鑑
賞
に
お
い
て

は
現
行
活
版
書
の
段
次
の
分
け
方
は
よ
ほ
ど
警
戒
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
し
て

真
に
知
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
の
は
作
者
自
身
の
胸
裡
で
あ
る
。
し
そ
が
っ
て
、　
フ
」

と
ノ
ヽ
な
る
も
の
」
以
下
を
四

・
五

・
六

・
七
段
に
分
割
す
る
の
は
後
世
の
こ

と
で
あ
っ
て
清
少
自
身
は
そ
の
や
う
な
つ
も
り
で
あ
っ
た
力
否
か
は
疑
間
で
あ

る
。

「
す
さ
ま
じ
き
も
の
」
が
幾
つ
か
の
項
日
及
び
そ
れ
に
長
短
の
説
明
文
を

伴

っ
て
一
段
と
さ
れ
て
ゐ
る
が
、
そ
れ
と
同
様
に
取
扱
ふ
べ
き
も
の
で
な
い
か

と
私
に
は
思
は
れ
る
の
で
あ
る
。
た
ゞ
、
五

・
六

・
七
段
に
お
い
て
は
、

「
項

目
一
を
明
示
し
な
い
た
め
分
り
に
く
ヽ
な
っ
た
の
で
あ
る
。

九
、
分
類
型
と
雑
纂
型

枕
草
子
の
内
容
を
次
の
や
う
に
五
類
又
は
三
類
に
分
類
さ
れ
た
の
は
池
田
博

士
で
あ
る
。
之
は
前
述
の
や
う
に
筆
者
の
Ａ
Ｂ
Ｃ
Ｄ
の
四
分
類
に
も
似
た
も
の

で
根
本
的
に
は
趣
旨
の
一
致
す
る
も
の
で
あ
ろ
。

知者獅

右
は
わ
れ
わ
れ
の
主
観
的
の
分
類
に
過
ぎ
な
い
が

ま
ゝ
枕
草
子
の
原
形
に
関
係
す
る
と
池
田
博
士
が
云

な
る
。前

日
候
爵
家
本
は
こ
の
分
類

（
護
、
三
分
類
を
指
す
）
の
ま
ヽ
に
冊
を
立

て
ヽ
あ
っ
て
こ
れ
が
最
も
原
本
の
面
影
を
忠
実
に
伝
え
た
も
の
で
は
な
い
か

と
思
は
れ
る
。

（
日
本
文
学
大
辞
典
）

池
田
博
士
の
所
論
を
岩
波
講
座

「清
少
納
言
の
作
品
」

（符
号
イ
）、　
著
書

鶴
蓼
珈
ざ
り
契
蓼
形鉾
幌
締
蝙

関
係
あ
る
も
の
、
み
極
め
る
と
大
体
次
の
様
に
な
る
。

①
　
枕
草
子
の
原
形
は
形
式
と
し
て
は
類
纂
的

（註
、
前
述
三
分
類
の
一
、

枕

草

子
内
容

分
類

表

の
外
数
学
大
辞
典
（池
田
博
士
）

第
一類　敦
際
嘲欧瑚徴も。準観的

（
…
…
…
は
）:[

す
る
も
の

を打
一聞

笏
形自
態讃

、
こ
の
分
類
形
態
が
そ
の

は
れ
る
に
至
っ
て
問
題
と



類
纂
的
形
態
の
部
分
の
み
）
で
、
内
容
と
し
て
は
歌
枕
の
解
説
に
類
す
る

も
の
で
あ
っ
た
ら
し
い
。

（
二
二
九
頁
以
下
）

こ
の
原
木
の
用
紙
は
内
大
臣
藤
原
伊
周
が
定
子
に
奉

っ
た
も
の
、
執
筆

者
は
清
少
納
言
、
執
筆
場
所
は
そ
の
里
宅
、
執
筆
年
時
は
長
徳
二
年
六
月

半
以
後
七
月
十
日
頃
ま
で
の
一
ケ
月
足
ら
ず
の
間
。

（
三
二
九
頁
以
下
）

０
　
一二
分
類
中
の
随
筆
的
形
態
の
部
分
と
打
開

・
説
話

。
自
讃
形
態
の
部
分

と
は
前
記
原
形
本
と
は
後
れ
て
別
に
成
立
し
、
お
そ
く
と
も
長
保
三
年
八

月
ま
で
の
間
に
原
形
本
に
附
加
さ
れ
て
前
日
家
本
に
見
る
様
な
分
類
的
な

枕
草
子
が
出
来
上
り
、
巻
末
に
作
者
に
よ
る
跛
文
が
附
せ
ら
れ
た
。

○
跛
文
の
附
せ
ら
れ
た
の
は
長
徳
四
年
十
月

（
経
房
は
十
月
二
十
二
日
転

左
近
中
将
）
以
後
、
遅
く
と
も
長
保
三
年
八
月

（八
月
二
十
五
日
補
蔵

入
頭
）
ま
で
の
間
で
あ
ら
う
と
考
へ
ら
れ
る
。
そ
れ
は
頭
中
将
と
は
呼

ば
な
い
で
左
中
将
と
称
し
て
ゐ
る
点
か
ら
推
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
尤

も
二
八
六
段
と
か
二
人
七
段
と
か
の
や
う
な
打
聞
的
部
分
に
は
或
ひ
は

更
に
後
年
に
於
て
作
者
叉
は
他
の
人
に
よ
っ
て
追
記
さ
れ
た
もヽ
の
が
あ

る
か
も
し
れ
な
い
。

（く口＞
三
九
頁
以
下
）

○
枕
草
子
の
流
布
木
の
形

（註
、
雑
纂
型
の
こ
と
）
に
作
者
の
気
分
の
統

一
を
見
る
こ
と
は
絶
対
に
出
来
な
い
。
こ
の
ま
ま
の
形
で
は
、
作
者
が

執
筆
の
際
に
経
験
し
た
心
持
を
単
に
想
像
す
る

こ
と
さ
へ
困
難

で
あ

る
。
こ
の
三
つ
の
部
分
は
そ
れ
ぞ
れ
執
筆
の
動
力
た
る
感
興
の
性
質
を

異
に
し
て
ゐ
る
。
そ
れ
故
三
つ
の
形
態
が
別
々
に
成
立
し
た
と
考
へ
る

の
が
自
然
で
は
な
い
か
と
考
へ
る
。

（
イ
）

。で鰤締印一卦うｔ、は導触難助け齢鞭琳湖雌”い崚％
（後伽≫ゆ
′ヽ＞事】

こ
の
場
合
二
種
の
成
立
の
し
方
を
池
田
博
士
は
考
へ
ら
れ
る
や
う
で
あ

る
。

０
　
散
乱
し
た
も
の
が
そ
の
ま
ゝ
無
秩
序
に
綴
ぢ
合
は
さ
れ
た
。

（
イ
）

詢
　
散
乱
し
た
も
の
が
後
へ
の
主
観
的
聯
想
に

よ
っ
て
綴
ぢ
合
は

さ
れ

た
。

（
口
）

○
多
分
０
が
初
期
の
同
博
士
の
考
へ
方
で
、
「
が
修
正
説
で
あ
ら
う
。
そ

れ
は
次
の
記
事
に
よ
っ
て
さ
う
考
へ
ら
れ
る
。

○
た
し
か
に
枕
草
子

（議
、
雑
纂
型
）
の
諸
段
の
間
に
は
聯
想
が
動
い
て

も
ゐ
よ
う
。
し
か
し
そ
の
聯
想
は
果
し
て
作
者
に
関
す
る
も
の
か
、
そ

れ
と
も
再
編
輯
者
に
関
す
る
も
の
か
、
そ
の
点
は
何
に
よ
っ
て
判
定
さ

れ
る
の
で
あ
ら
う
。
再
編
輯
者
の
編
輯
規
整
が
、
そ
の

「聯
想
」
に
あ

っ
た
こ
と
は
疑
ひ
を
容
れ
ぬ
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
必
ず
し
も
作

者
に
関
す
る
こ
と
で
は
な
い
。
要
は
編
輯
者
に
於
け
る
聯
想
が
ど
れ
だ

け
作
者
に
於
け
る
「
聯
想
」
で
あ
り
得
た
か
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。
（
ハ

七
七
頁
）

○
右
の
各
部
の
成
立
が
同
時
で
あ
る
と
な
す
論
者
は
、
そ
の
各
々
の
部
分

の
興
味
と
関
心
と
が
浮
雲
の
如
く
雑
多
に
去
来
す
る
所
に
文
学
作
品
と

し
て
の
特
別
の
面
白
味
を
見
出
さ
う
と
す
る
。
し
か
し
私

（護
、
池
田

博
士
）
は
右
の
部
分
が
同
時
に
入
り
乱
れ
て
雑
然
と
執
筆
さ
れ
た
と
は

考
へ
ら
れ
な
い
。

（
イ
）

０
　
分
類
的
な
枕
草
子
も
雑
纂
的
な
枕
草
子
も
更
に
部
分
的
に
後
人
の
改
組

に
あ
ひ
、
著
者
自
筆
の
稿
本
そ
の
も
の
の
面
目
を
伝
へ
る
も
の
は
な
い
。

（
イ
、　
口
）

×
　
　
　
　
　
　
×
　
　
　
　
　
　
×

筆
者
の
想
定
す
る
と
こ
ろ
は
根
本
的
な
点
に
於
て
右
の
池
田
博
士
の
説
と
対



立
す
る
。
い
ま
長
徳
二
年
頃
伊
勢
守
源
経
房
に
よ
っ
て
持
出
さ
れ
た
枕
草
子
を

甲
木
と
し
、
長
徳
四
年
―
長
保
三
年
の
間
に
清
少
が

「左
中
将
云
々
」
と
の
跛

を
附
し
た
枕
草
子
を
乙
本
と
す
る
。

一
、
清
少
が
定
子
皇
后
か
ら
料
紙
を
い
た
ゞ
き
、

「枕
に
こ
そ
は
」
と
い
さ

ん
で
作
成
し
た
本
が
甲
本
で
あ
り
、
こ
れ
は
最
初
か
ら
雑
纂
式
の
も
の
で

あ
っ
た
だ
ら
う
。

（今
日
の
伝
能
因
本
、
三
巻
本
の
や
う
な
）

○
こ
の
甲
本
が
池
田
博
士
で
は
前
述
て１′
類
纂
本
に
当
る
わ
け
で
あ
る
が
、

筆
者
の
考
へ
で
は
雑
纂
式
、
即
ち

「
山
は
「
う
つ
く
し
き
も
の
」
等
の

類
纂
部
の
中
に
随
想
部
、
日
記
部
の
人
交

っ
た
も
の
と
す
る
。
尤
も
甲

本
以
前
に
メ
モ
的
の
資
料
集
又
は
参
考
書
と
も
云
ふ
べ
き
も
の
が
あ
っ

た
で
あ
ら
う
が
、（
そ
れ
は
類
纂
的
歌
枕
辞
典
式
の
も
の
で
あ
っ
た
。
し

か
し
そ
れ
は
清
少
自
身
の
手
に
な
る
も
の
と
は
限
ら
な
い
。
そ
し
て
そ

れ
は
こ
ヽ
で
問
題
に
す
る
枕
草
子
と
は
区
別
し
て
考
へ
ね
ば
な
ら
ぬ
）

一
、
乙
本
も
同
じ
く
雑
寡
式
で
、
甲
本
と
根
本
的
な
組
織
は
変
ら
な
い
。
た

ゞ
清
少
に
よ
っ
て
内
容
が
増
補
さ
れ
文
章
が
推
敲
さ
れ
た
。
殊
に
長
徳
三

年
頃
か
ら
長
保
二
年
ま
で
の
事
件
を
素
材
と
す
る
記
事
が
多
く
附
加
さ
れ

た
。

○
甲
本
と
乙
本
の
間
に
幾
部

か
の
枕
草
子
が

（改
稿

一
本
改
稿
二
六
な

ど
）
考
へ
ら
れ
る
。

一
ヽ
従

っ
て
池
田
博
士
の
前
述
③
の
如
き
後
人
の
手
又
は
偶
然
の
機
会
の
成

立
に
よ
る
雑
纂
本
を
想
定
す
る
必
要
は
な
い
。
た
ゞ
乙
本
成
立
後
も
清
少

が
改
稿
増
補
し
た
で
あ
ら
う
と
考
へ
ら
れ
る
。

一
、
別
人
の
手
の
加
は
っ
た
部
分
は
書
写
時
に
於
け
る
魯
魚
焉
烏
の
診
、
不

明
語
句
又
は
誤
解
辞
句
に
対
す
る
独
断
的
改
憲
、
い
く
ら
か
の
段
の
位
置

変
更
、
及
び
分
類
的
枕
草
子
の
編
纂
で
あ
る
。

○
堺
本
前
国
家
本
な
ど
の
分
類
的
枕
草
子
は
清
少
の
手
に
な
っ
た
も
の
で

な
く
、
別
ヽ

（必
ず
し
も
後
人
で
な
く
と
も
、
同
時
代
人
で
も
よ
い
）

の
手
に
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
分
類
に
於
て
資
料
に
使
は
れ
た
雑

纂
本
は

一
種
で
な
く
当
時
存
在
し
た
前
記
各
種
の
枕
草
子
稿
本
を
渉
猟

し
た
と
思
は
れ
る
。

以
上
が
筆
者
の
仮
定
で
あ
る
。
枕
草
子
の
如
き
決
定
的
な
証
本
の
存
在
し
な

い
も
の
は
、
幾
多
の
仮
定
説
の
生
ず
る
の
は
や
む
を
得
な
い
。
要
は

一
々
の
疑

問
や
事
象
が
ど
の
仮
定
説
に
よ
っ
て
矛
盾
な
く
解
決
さ
れ
る
か
で
あ
る
。
そ
の

解
決
が
完
全
に
果
さ
れ
た
時
仮
定
説
は
真
実
と
な
る
で
あ
ら
う
。
し
か
し
之
は

省
幾
多
の
考
究
を
要
す
る
こ
と
で
あ
ら
う
。

本
論
で
は
主
と
し
て
四

。
五

・
六

・
七
段
の
事
象
を
右
の
仮
定
説
に
よ
っ
て

説
明
し
て
み
よ
う
。

①
　
四
段

「
こ
と
ノ
ヽ
な
る
も
の
」
に
対
し
て
五
・
六

・
七
段
の
連
続
す
る

形
式
は
前
述
の
や
う
に
清
少
の
根
本
的
猛
精
神
機
構
と
表
現
形
式
に
合
致

し
て
ゐ
る
。
四
段
か
ら
五
段
へ
続
け
る
の
は
別
人
の
聯
想
で
も
出
来
な
い

事
は
な
い
か
も
し
れ
ぬ
が
、
そ
の
後
へ
六
段
七
段
と
続
け
る
こ
と
は
作
者

自
身
に
し
て
初
め
て
云
へ
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
別
人
で
は
到
底
出
来
る
聯

想
で
は
な
い
。

ま
し
て
事
故
な
ど
に
よ
っ
て
、分
類
的
枕
草
子
の
紙
片
が
散
乱
し
偶
然
隣

り
あ
っ
た
と
す
る
の
で
は
あ
ま
り
に
四

・
五
・
六

・
七
段
の
順
序
が
巧
妙

す
ぎ
る
で
は
な
い
か
。
而
も
こ
の
所

一
箇
所
に
と
ゞ
ま
ら
ず
全
巻
か
や
う

な
神
妙
な
偶
然
が
支
配
し
た
と
い
ふ
こ
と
は
信
じ
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。

②
　
工（
段
は
長
保
元
年
八
月
、
七
段
は
長
保
二
年
三
月
と
そ
の
事
件
日
が
決

っ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
た
と
へ
四

・
五
段
は
甲
本
の
時
か
ら
存
在
し

た
と
し
て
も
、
六

・
七
段
は
後
に
増
補
さ
れ
て
い
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
で



あ
る
。
清
少
自
身

「
こ
と
ノ
ヽ
な
る
も
の
」
を
推
敲
し
て
ゐ
る
中
、
ふ
と

う
か
ん
で
き
た
事
件
で
あ
る
と
考
へ
ら
れ
る
。

③
　
も
し
初
め
か
ら
甲
本
乙
本
と
も
類
纂
式
で
あ
っ
た
ら
、
こ
れ
が
事
故
の

た
め
散
乱
し
た
と
し
て
も
、
い
く
ら
別
人
で
も
初
め
の
分
類
様
式
は
大
体

覚
え
て
ゐ
る
筈
で
あ
る
か
ら
、
い
く
ら
か
類
似
の
分
類
式
の
も
の
に

（
た

と
へ
同
類
内
で
段
の
前
後
は
あ
る
に
し
て
も
）
復
原
し
よ
う
と
し
た
で
あ

ら
う
。
散
乱
の
ま
ゝ
綴
ぢ
合
は
せ
て
し
ま
ふ
な
ど
は
全
く
児
戯
に
類
す
る

こ
と
で
あ
る
。

ま
た
後
人
が
分
類
式
の
も
の
を
意
識
的
に
雑
纂
式
に
改
続
し
た
と
想
定

す
る
の
は
、
整
然
と
分
類
せ
ら
れ
て
ゐ
る
も
の
を
、　
一
体
何
の
必
要
が
あ

っ
て
雑
纂
式
に
改
纂
す
る
必
要
が
あ
る
で
あ
ら
う
か
。

雑
纂
式
の
も
の
か
ら
分
類
式
の
も
の
を
作
る
の
は
後
人
の
行
為
と
し
て

は
自
然
で
あ
る
が
、
分
類
式
の
も
の
か
ら
雑
纂
式
の
も
の
を
改
編
す
る
こ

と
は
想
像
も
つ
か
ぬ
不
自
然
で
あ
る
。

④
　
資
料
集
と
か
メ
モ
的
な
歌
枕
集
は
枕
草
子
に
着
手
す
る
前
か
ら
存
し
た

で
あ
ら
う
。

山

（
は
）
・
を
ぐ
ら
山

ｏ
み
か
さ
山

ｏ
こ
の
く
れ
山

ｏ
い
り
た
ち
の
山

。
忘
れ
ず
の
山

ｏ
す
ゑ
の
松
山

ｏ
か
た
さ
り
山

（
こ
そ
い
か
な
ら
む
と

を
か
し
け
れ
）

。
い
つ
は
た
山

ｏ
か
へ
る
山

ｏ
の
ち
せ
の
山

・
、
あ
さ

く
ら
山

（
よ
そ
に
見
る
ぞ
を
か
し
き
）

。
お
ほ
ひ
れ
山

（
も
を
か
し
、

臨
時
の
祭
の
舞
人
な
ど
の
思
ひ
出
で
ら
る
る
な
る
な
り
）

。
み
わ
の
山

（
を
か
し
）
ｏ
た
む
け
山

ｏ
ま
ち
か
ね
山

ｏ
た
ま
さ
か
山

。
耳
な
し
山

か
や
う
に
山
の
名
詞
の
一
ふ
し
面
白
い
の
を
集
め
る
こ
と
は
急
に
は
出

来
な
い
こ
と
で
あ
る
か
ら
既
存
の
も
の
を
利
用
し
た
と
思
は
れ
る
。
し
か

し
こ
の
資
料
集
と
枕
草
子
原
形
本
と
を
混
同
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。

中
宮
よ
り
料
紙
拝
受
後
、
前
記
引
用
文
の
括
弧
内
の
如
き
短
評
を
加

へ
た

り
、
更
に
そ
れ
の
発
展
し
た
、
数
葉
に
も
互
る
身
上
話
な
ど
を
加
へ
て
枕

草
子
が
初
め
て
出
来
た
と
解
す
べ
き
で
は
あ
る
ま
い
か
。

右
の
事
実
は
清
少
納
言
か
ら
跛
文
中
に

「
あ
い
な
ら
、
人
の
た
め
に
使

な
き
い
ひ
過
ぐ
し
も
し
つ
べ
き
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
も
あ
れ
ば
、
よ
う
か
く
し

置
き
た
り
と
思
ひ
し
を
、
心
よ
り
ほ
か
に
こ
そ
漏
り
出
で
に
け
れ
一
と
言

っ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
か
ら
誤
り
で
は
な
い
。
右
の
清
少
自
身
の
弁
解
は
乙

本
の
た
め
の
も
の
で
な
く
て
、
甲
本
流
布
に
対
す
る
弁
解
で
あ
る
か
ら
、

「
人
の
た
め
に
使
な
き
い
ひ
過
ぐ
し
」
も
既
に
甲
本
当
時
か
ら
あ
っ
た
と

見
る
わ
け
で
あ
る
。
歌
枕
の
み
を
集
め
た
の
に
対
し
て

「
人
の
た
め
に
使

な
き
い
ひ
過
ぐ
し
」
と
懸
念
す
る
に
は
及
ば
な
い
か
ら
で
あ
る
。

⑤
　
一削
記
敗
文
は
本
論
に
大
切
な
関
係
を
持
つ
か
ら
も
少
し
説
明
を
加
へ
る

こ
と
ヽ
す
る
。

乙
本
に
は
跛
が
つ
い
て
ゐ
た
。
そ
れ
は
現
存
三
巻
本
の
も
の
か
、
伝
能

因
本
第

一
類
の
も
の
か
、ヽ
第
二
類
の
も
の
か
或
は
も
っ
と
別
の
も
の
で
あ

っ
た
か
は
明
か
で
な
い
が
、
と
に
か
く
現
存
三
系
統
の
跛
文
は
繁
簡
の
差

は
あ
る
が
趣
旨
に
於
て
は
同

一
の
こ
と
を
意
味
し
て
ゐ
る
と
思
は
れ
る
。

（跛
文
の
解
釈
に
つ
い
て
は

「枕
草
子
跛
文
考
」
に
於
て
別
の
機
会
に
述

べ
る
）
こ
の
跛
文
に
よ
っ
て
作
者
の
意
図
し
た
枕
草
子
の
性
質
が
う
か
ゞ

へ
る
わ
け
で
あ
る
。

○
　
甲
本
は
乙
本
と
そ
の
性
質
形
態
を
異
に
し
て
ゐ
な
い
と
思
は
れ
る
。

（増
補
改
訂
の
関
係
は
あ
っ
た
と
し
て
も
）

そ
の
理
由
は
、
跛
文
末
の

一‐伊
勢
守
源
経
房
が
清
少
の
里
宅
へ
お
い

で
に
な
っ
た
時
枕
草
子
が
お
目
に
と
ま
り
、
之
を
持
帰
ら
れ
た
。
そ
れ

が
枕
草
子
の
世
間
に
流
布
す
る
最
初
で
あ
っ
た
」
と
い
ふ
意
味
の
文
章



は
、
跛
文
初
頭
の

「枕
草
子
は
へ
の
た
め
不
都
合
な
失
言
も
あ

る
か

ら
、
注
意
し
て
隠
し
て
お
い
た
が
意
外
な
こ
と
で
世
間
に
流
布
し
て
し

ま
っ
た
」
と
い
ふ
詞
に
対
す
る
詳
細
説
明
を
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
乙
本
の
抜
文
を
書
き
つ
ヽ
あ
る
時
、
清
少
は

「
先
に
世
に
流
布

し
た
甲、
恭
も、
こ、
の、
乙、
本、
と、
同、
性、
質、
の、
も、
の、
で、
、
他、
た
ぃ
朴
し、
ネ
失、
言、
を、

し
た
点
も
あ
る
か
ら
、
隠
し
て
お
い
た
の
に
云
　
・
々
」
と
云
っ
て
ゐ
る
。

も
し
も
甲
本
が
池
田
博
士
の
言
は
れ
る
や
う
に
歌
枕
の
分
類
集
で
あ

る
な
ら

「和
歌
や
木
や
草
や
鳥
や
虫
に
つ
い
て
、
世
人
の
よ
ろ
こ
び
さ

う
な
も
の
の
み
を
吟
味
し
て
集
め
た
そ
の
書
物
に
対
し
て
、

「
あ
ひ
な

う
人
の
た
め
に
ひ
ん
な
き
い
ひ
す
く
し
も
し
つ
へ
き
所
々
も
あ
れ
は
」

と
断
る
必
要
が
あ
ら
う
か
。
か
く
断

っ
て
ゐ
る
の
は
甲
木
中
に
す
で
に

和
歌
や
木
草
鳥
虫
の
外
に
、

「人
の
た
め
に
ひ
ん
な
き
い
ひ
す
く
し
」

を
し
て
ゐ
る
部
分
が
存
在
す
る
と
見
る
よ
り
外
に
仕
方
が
な
い
。

「
い

ひ
す
ぐ
し
」
を
し
て
ゐ
る
か
ら
こ
そ
隠
し
て
お
い
た
の
で
あ
り
、
そ
れ

を
源
経
房
が
持
帰

っ
た
の
で
あ
る
。

尤
も
清
少
は
悪
口
せ
ん
が
た
め
に
悪
回
し
た
の
で
な
く
、

「
た
ゞ
心

ひ
と
つ
に
を
の
つ
か
ら
思
ふ
事
を
た
は
ふ
れ
に
か
き
つ
け
た
」
の
で
、

そ
れ
が
筆
が
こ

っ
て

「
人
の
た
め
に
ひ
ん
な
き
い
ひ
す
く
し
」
に
な
っ

た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が

「
人
の
心
は
変
な
も
の
で
、
も
し
和
歌
や
木
草
鳥
虫
に
つ
い

て
へ
の
感
心
し
さ
う
な
も
の
ば
か
つ
選
ん
で
書
い
た
な
ら
ば
、
な
ん
だ

つ
ま
ら
な
い
と
そ
し
ら
れ
る
で
あ
ら
う
。
反
対
に
思
ひ
の
ま
ヽ
に
た
は

む
れ
に
書
い
た
も
の
だ
か
ら
、
反

っ
て
、
ど
う
も
面
白
い
所
が
あ
る
と

ほ
め
ら
れ
た
、
人
の
心
っ
て
皮
肉
な
も
の
で
す
ね
」
と
清
少
が
例
の
人

心
の
裏
を

一
寸
の
ぞ
い
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

「へ
に
は
め
ら
れ
た
枕
草
子
」
と
は
、
今
験
を
つ
け
て
ゐ
る
乙
本
で
な

く
て
、
既
に
世
に
流
布
し
て
ゐ
ろ
甲
本
の
こ
と

で
な
け
れ

ば
な
ら
な

い
。こ

れ
か
ら
考
へ
て
、
乙
木
も
甲
本
も
、
和
歌
や
木
草
鳥
虫
の
歌
枕
ば

か
り
で
な
く
、
こ
れ
に
日
記
打
聞
的
な
も
の
が
連
続
し
た
雑
纂
型
で
あ

っ
た
ち
う
と
考
へ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

０
　
最
後
　
Ｌ
記
打
聞
的
部
分
が
題
詞
の
後
に
連
続
し
て
ゐ
た
こ
と
の
証
拠

を
清
少
自
身
の
調
に
よ
っ
て
示
し
、
雑
纂
型
は
清
少
自
身
の
手
に
な
っ
た

も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
さ
う
。

あ
は
れ
な
る
も
の

孝
あ
る
人
の
子

よ
き
男
の
若
き
が
御
嶽
精
進
し
た
る
。

た
て
へ
だ
て
ゐ
て
う
ち
お
こ
な
ひ
た
る
ぬ
か

‥
…
六
中
略
Ｖ
…
‥

右
衛
門
の
佐
宣
孝
と
い
ひ
た
る
人

は

「あ
ぢ
き
な
き
こ
と
な
り
…
…
」

・‥
人
中
略
Ｙ
…
・

．司
測
口咽
翻
川
測
潤
剌
「
ョ
倒
Ｍ
劉
引
劉
刻
ａ

御
嶽
の
つ
い
で
な
り

説
明
詞

「
右
衛
門
の
佐
」
以
下
は
項
目

「
よ
き
男
の
若
き
が
御
嶽
精
進
し
た
る
」

に
対
す
る
例
の
説
明
文
で
、
御
嶽
詣
り
の
連
想
か
ら
宣
孝
の
御
嶽
詣
り
を

も

っ
て
き
た
の
で
あ
る
。

普
通
な
ら
ば
こ
ゝ
に
来
る
事
件
は
題
詞
に
か
な
っ
た

「
あ
は
れ
な
」
事

件
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
こ
ろ
が
宣
孝
の
御
嶽
参
り
は
、
質
素
な
服

装
で
参
詣

す
べ
き
処
を
、　
か
や
う
な
迷
信
的
言
説
に
従
は
ず
、
美
服
で

項 項 題

目 目 詞



参
詣
し
、
し
か
も
罰
に
あ
た
ろ
ど
こ
ろ
か
、
反
対
に
折
よ
く
筑
前
守
の
空

い
た
の
に
任
命
さ
れ
た
と
い
ふ
心
臓
の
つ
よ
い
、
あ
く
ど
い
話
で
あ
る
。

故
に
末
尾
の
一こ
れ
は
ぉ
に
な
な
ケ
ご
ど
に
眸
お
い
か
と
御
嶽
の
つ
い
で

な
り
」
と
い
ふ
吋
言
が
よ
く
利
い
て
ゐ
ろ
の
で
あ
る
。

こ
の
附
言
の
部
は
伝
能
囚
六
も
同
じ
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
堺
本
で
は

題
詞
、
項
目
な
ど
と
切
離
し
て
、
率
然

「右
衛
門
の
佐
宣
孝
と
い
ひ
た
る

云
々
」
の
事
事
談
を
載
せ
そ
の
末
尾
に

「
こ
れ
は
を
か
し
き
事
に
も
あ
ら
ず
、
哀
な
る
事
に
も
あ
ら
ず
、
め
で
た

き
事
に
も
あ
ら
ね
ど
、
た
ゞ
そ
の
こ
ろ
耳
に
ど
ま
り
し
事
を
か
き
た
ろ
な

り
」

（新
校
群
書
類
説

一
六
六
頁
）
と
あ
り
、
前
日
本
で
も
堺
本
と
同
体

裁
の
事
実
談
の
後
に

「
こ
れ
を
か
し
き
事
に
も
あ
ら
ず
、
め
で
た
き
事
に
も
あ
ら
ね
ど
、
た
ゞ

そ
の
か
み
耳
に
と
ま
り
し
事
を
書
き
た
ろ
な
り
」

（前
田
家
六
枕
冊
子
新

証
二
五
〇
頁
）
と
あ
る
。

こ
の
附
言
は

「
あ
は
れ
な
る
も
の
」
と
い
ふ
題
詞
が
あ
っ
て
、
そ
れ
に

つ
ゞ
く
事
実
談
の
附
言
と
し
て
初
め
て
意
義
を
も
つ
の
で
あ
る
。
堺
本
や

前
日
本
の
や
う
な
各
種
の
事
実
談
の
中
に

「右
衛
門
の
佐
云
々
」
の
女
が

題
詞
な
し
に
伍
し
て
ゐ
る
の
で
は

「お
は
れ
な
る
事
に
は
あ
ら
ね
ど
」
の

議
釈
は
全
然
意
味
を
な
さ
な
い
の
で
あ
る
。

し
か
も
雑
纂
本
の
附
言

「
…
…
御
嶽
詣
り
の
つ
い
で
な
り
」
の
語
気
は

ど
う
し
て
も
著
者
自
身
で
な
け
れ
ば
言
へ
な
い
語
気
で
あ
る
。

か
う
考
へ
る
と
宣
孝
御
獄
参
り
の
記
事
は
、

「あ
は
れ
な
る
も
の
」
の

具
体
例
と
し
て
清
少
に
よ
っ
て
最
初
か
ら
雑
纂
本
の
た
め
に
作
ら
れ
た
も

の
で
あ
り
、
そ
れ
を
別
人
が
雑
纂
系
統
本
か
ら
分
類
本
を
改
続
し
て

「
宣

孝
御
嶽
参
り
」
の
記
事
を
日
記
打
聞
部
へ
分
類
す
る
と
き
Ｆ
」
れ
は
あ
は
れ

な
る
こ
と
に
は
あ
ら
ね
ど
云
々
」
を
当
然
削
り
去
ろ
べ
き
も
の
な
の
に
、

う
っ
か
り
入
れ
て
し
ま
ひ
、
さ
て
後
で
ど
う
も
文
意
が
と
ヽ
の
は
な
い
た

め
、

「
あ
は
れ
な
る
」
だ
け
を

「
を
か
し
き
事
に
も
、
哀
な
る
事
に
も
、

め
で
た
き
こ
と
に
も
」
（堺
本
）、
叉
は

「
を
か
し
き
こ
と
に
も
あ
ら
ず
、

め
で
た
き
こ
と
に
も
あ
ら
ね
ど
一
（前
日
本
）
と
改
め
、

「御
嶽
の
つ
い

で
な
り
」

（雑
纂
本
）
を

「
た
ゞ
そ
の
か
み
耳
に
と
ま
り
し
事
を
か
き
た

る
な
り
」
と
改
め
た
の
で
あ
ら
う
と
解
釈
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

０
　
一二
巻
本
二
八
九
段

「う
ち
と
く
ま
じ
き
も
の
」
の
如
き
も
、
前
田
本
に

は

「船
の
路
。
日
の
い
と
う

ら
ら

か
な
る
に
云
表
」
の
長
文
の
部
分
が

「
正
月

一
日
は
の
巻
」
に
題
詞
も
な
く
て
出
て
ゐ
る
。
そ
こ
で
は
文
頭
に

「船
の
路
」
と
出
て
ゐ
る
語
が
極
め
て
不
自
然
で
あ
る
。
ど
う
し
て
も
最

初
は
「う
ち
と
く
ま
じ
き
も
の
」
の
題
下
に
Ｆ
え
せ
者
」
と
対
立
し
て

「船

の
略
」
と
あ
る
の
が
自
然
で
あ
ら
う
と
思
は
れ
る
。
か
や
う
な
不
自
然
な

か
た
は
の
文
章
が
前
日
本
や
堺
本
に
相
当
あ
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
雑
纂
本
か
ら
作
者
な
ら
ぬ
別
人
が
分
類
本
を
改
編
し
た
か
ら
で
あ

る
と
思
は
れ
る
。

か
よ
う
な
見
方
か
ら
、
清
少
納
言
の
枕
草
紙
は
最
初
か
ら
雑
纂
型
で
あ
り
、

分
類
型
は
別
人
の
改
編
本
で
あ
ら
う
と
推
定
す
る
の
で
あ
る
。

本
論
に
使
っ
た
資
料
は
あ
り
ふ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
が
、　
及
羽
丸
」
の
段
を
中

心
と
し
て
、
そ
の
文
意
を
幾
分
従
来
の
解
釈
よ
り
深
く
さ
ぐ

っ
て
、
清
少
の
精

神
機
構
と
表
現
形
式
の
特
徴
を
つ
か
み
、
そ
の
特
徴
を
利
用
し
て
、
問
題
の
多

い
枕
草
一
の
原
形

・
成
立

。
諸
本
の
関
係
を
窺
は
う
と
し
た
拙
い
試
み
で
あ
る

博
雅
の
御
叱
正
を
仰
ぐ
次
第
で
あ
る
。

（
了
）

附
記

「
人
、
人
に
も
い
は
れ
て
池
き
な
ど
う
」

の
傍
証



語
文
第
四
輯

（九
頁
）
拙
稿
に
お
い
て
伝
能
因
系
の
本
文

「
人
々
に
も
い
は

れ
て
泣
き
な
ど
す
」
を
筆
者
は

「人
、
人
に
も
云
々
」
と
解
読
し
て
清
少
の
原

意
を
推
定
し
た
。
こ
れ
と
同

一
の
思
考
法
に
よ
る
べ
き
例
を
同
じ
枕
草
子
の
中

か
ら
発
見
し
た
か
ら
附
記
し
て
お
く
。

つ
ね
ふ
さ
の
中
将

「頭
弁
は
い
み
じ
う
ほ
め
給
ふ
と
は
し
り
た
り
や
。　
一
日

の
文
の
つ
い
で
に
、
あ
り
し
事
な
ど
語
り
給
ふ
。

「思
ふ
人
々
の
は
あ
ら
る

ヽ
は
い
み
じ
く
う
れ
し
く
」
な
ど
ま
め
や
か
に
の
給
ふ
も
を
か
し
。

（岩
波

文
庫
版
春
曙
抄

一
二

一
段
、
延
宝
版
も
同
じ
。
傍
線
筆
者
）

春
曙
抄
に
よ
る
諸
家

（金
子

・
栗
原

。
松
平

・
永
井

。
窪
田
氏
等
）
は
傍
線

部
を
何
の
疑
問
も
な
く
そ
の
ま
ゝ
採
用
さ
れ
て
、

「自
分
の
愛
す
る
へ
達
の
誉

め
ら
れ
る
の
は
非
常
に
嬉
し
く
て
溜
ら
な
い
只
金
子
氏
評
釈
）
と
解
か
れ
る
。

し
か
し
か
う
す
る
と
、

「思
ふ
」
主
体
は
経
房
、
対
象
は
清
少
に
な
ら
れ
ば
な

ら
ぬ
は
ず
の
本
文
に
於
て
、

「愛
す
る
人
達
」
と
い
ふ
や
う
に
、

「思
ふ
」
対

象
を
多
数
に
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
の
は
少
し
を
か
し
い
。

と
は
い
へ
伝
能
因
木
本
来
の
形
は

「思
ふ
人
々
に
ほ
め
ら
る
ヽ
は
」
と
あ
っ

た
こ
と
が
否
め
な
い
。

（武
藤
氏
枕
草
紙
考
異
、
吉
沢
氏
校
註
枕
草
子
、
芳
誰

な
ど
参
照
）

し
か
し
一
方
意
味
の
方
か
ら
云
ふ
と
伝
能
因
本
の
形
で
は
通
じ
な
い
の
で
あ

る
。
古
活
字
木
に
拠
ら
れ
る
吉
沢
氏
も
こ
れ
に
は
困
ら
れ
て
、
こ
の
所
は
三
巻

本
を
採
ら
れ
た
。

（校
註
枕
草
子
下
巻
三
二
二
頁
）

（
そ
し
て

「思
ふ
人
」
は

「思
ひ
人
」
で
あ
ら
う
と
推
量
せ
ら
れ
た
が
、
之

は
筆
者
に
云
は
す
れ
ば
誤
推
で
あ
っ
て
、

「思
ふ
人
」
が
正
し
い
）

北
村
季
吟
も
、
伝
能
因
本
に
拠
り
な
が
ら
、
通
じ
な
い
所
は
三
巻
本
に
よ
る

と
い
ふ
法
式
に
従
っ
て
、
こ
ゝ
は

「思
ふ
人
々
の
…
…
」
と
、
三
巻
本
と
伝
能

因
本
の
雑
種
を
私
意
に
よ
っ
て
作
上
げ
た
の
だ
ら
う
。　
　
　
　
　
　
ヽ

し
か
し
こ
の
雑
種
の
本
文
も
意
味
は
通
じ
に
く
い
。
と
こ
ろ
が
三
巻
本
の
本

文
自
身
は
ど
う
か
と
い
ふ
と
、

「，思
ふ
人
の
人
に
ほ
め
ら
る
ヽ
は
…
…
こ
と
あ

り
、
こ
れ
な
ら
ま
こ
と
に
自
然
で
あ
る
。
（関
根
氏
集
護

。
田
中
氏
評
解
参
照
）

関
根
翁
も
　
　

，

「
思
ふ
人
の
人
に
ほ
め
ら
る
ヽ
―
―
是
れ
も
千
蔭
本

（筆
者
護
三
巻
本
）
に

，
従
ふ
。
思
ふ
人
は
清
少
を
さ
す
こ
と
云
ふ
に
及
ば
ず
。
文
意
い
と
明
な
ら
ず

や
。
諸
本

「思
ふ
人
々
に
ほ
め
ち
る
ヽ
」
と
あ
り
て

「
の
」
の
一
字
を
脱
せ

し
か
ら
に
、
議
解
も
お
ぼ
つ
か
な
く
成
り
た
る
也
」

（集
註
四
〇
二
頁
）

と
あ
り
、
お
喜
び
の
様
子
が
偲
ば
れ
る
。
ま
こ
と
に
達
見
で
あ
る
。
た
ゞ
し

「
翁
丸
」
の
所
で
も
述
べ
た
様
に
、筆
者
に
云
は
す
れ
ば
、も

一
つ
奥
が
あ
る
。

三
巻
本
の
使
用
者
は
、
三
巻
木
で
意
味
が
通
じ
れ
ば
、
伝
能
因
本
の
本
文
を
す

ぐ
棄
去
る
が
、そ
れ
は
早
い
。
こ
ゝ
は
伝
能
因
本
を

「思
ふ
へ
、へ
に
は
め
ら
る

ヽ
は
…
…
」
と
読
む
べ
き
で
あ
る
。
か
う
す
れ
ば
三
巻
本
の

「思
ふ
人
の
、
人

に
ほ
め
ら
る
ゝ
は
」
と
同
意
味
の
文
に
な
る
の
で
あ
り
、
こ
れ
が
後
世

「
思
ふ

人
々
に
ほ
め
ら
る
ヽ
」
と
誤
読
せ
ら
れ
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
ゝ
で
も
原

著
者
が
伝
能
因
六
大
文
の
誤
読
せ
ら
れ
る
こ
と
を
慮
っ
て
、
三
巻
木
の
様
に
推

敲
し
た
の
で
あ
ら
う
と
思
は
れ
る
。
伝
能
因
本
本
文
に
古
い
姿
が
残
っ
た
の
で

あ
る
。
こ
れ
全
く
前
記

「翁
丸
」
の

「
へ
、
人
に
」
と
同
現
象
と
い
へ
る
で
あ

ら
う
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
昭
和
二
七
・
四

・
七
）

―

大
阪
大
学
助
教
授
―




