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源
語
提
要
・源
語
詰
ら

宅

懐
徳
堂
遺
編
目
録
に
よ
れ
ば
、
源
氏
物
語
に
関
す
る
蘭
洲
の
著
作
は

「源

語
話
三
巻
。
己
刊
。
以
源
語
梯
行
」、
「源
語
提
要
。
未
刊
」
と
な
っ
て
ゐ
る
。

そ
の
う
ち
前
者
は

「近
代
名
家
著
述
目
録
」
に
も
見
え
、
こ
ゝ
に
も

「梓
一行

ノ
源
語
梯
ハ
是
書
フ
盗
刻
セ
ル
也
」
と
附
記
さ
れ
て
ゐ
る
や
う
に
い
さ
ヽ
か

問
題
を
生
じ
て
著
聞
し
て
ゐ
る
が
、
後
者
は
近
頃
の
源
氏
物
語
の
研
究
史
、

書
誌
の
類
に
も
漏
れ
て
ゐ
る
。
蘭
洲
が
講
学
の
暇
に
余
力
を
駆
っ
て
当
っ
た

和
学
研
究
の
業
績
を
検
討
し
よ
う
と
す
る
こ
の
企
て
の
一
部
と
し
て
、
以
下

源
語
提
要
を
中
心
に
、
こ
の
二
書
の
要
領
を
解
説
し
て
お
き
た
い
。

私
の
見
得
た
の
は
い
づ
れ
も
吉
永
登
氏
の
蔵
せ
ら
れ
る
写
本
で
、
源
語
提

要
三
冊
、
源
語
詰
三
冊
か
ら
成
り
、
装
噴
・書
形
・用
紙
等
す
べ
て
両
者
に
共

通
し
て
ゐ
る
。
本
文
は
美
濃
紙
の
袋
綴
で
、
薄
青
鈍
色
の
表
紙
に
は
本
文
と

同
筆
で
書
名
を
記
し
た
題
寮
が
そ
れ
ぞ
れ
貼
ら
れ
て
を
り
、
原
装
の
ま
ヽ
と

思
は
れ
る
が
、
こ
れ
が
遺
編
目
録
に
い
は
ゆ
る
蘭
洲
の
二
書
に
該
当
す
る
も

の
で
あ
ら
う
。
源
語
提
要
の
第

一
冊
冒
頭
に
は

「源
氏
も
の
が
た
り
を
よ
む

几
例
」
が
あ
り
、
十

一
項
目
に
互
っ
て
後
述
す
る
や
う
な
著
者
の
源
語
観
が

要
約
せ
ら
れ
て
ゐ
る
が
、
そ
の
末
に
更
に

「も
ろ
こ
し
に
は
文
抄
と
て
左
国

斑
馬
の
文
章
の
す
ぐ
れ
た
る
所
を
ぬ
き
い
だ
し
て
人
に
見
す
る
な
り
。
今
そ

田

中

裕

れ
に
な
ら
ひ
て
、
い
さ
ヽ
か
書
出
し
侍
る
。
こ
れ
に
て
こ
の
も
の
が
た
り
の

文
て
い
を
見
る
べ
し
」
と
い
ふ
一
項
が
あ
る
。
即
ち
源
語
提
要
撰
述
の
主
旨

を
示
し
た
も
の
で
あ
る
が
、次
い
で
最
後
に

「も
の
が
た
り
の
中
の
詞
を
と

り
い
だ
し
、
類
を
わ
か
ち
、
い
ろ
は
の
も
じ
に
て
あ
つ
め
て
、
注
を
く
は
ヘ

た
り
。
詞
の
中
に
む
か
し
の
人
の
用
た
る
と
す
こ
し
此
も
の
が
た
り
に
て
は

た
が
ふ
こ
と
あ
り
。

（中
略
）
世
に
め
や
す
と
い
ふ
も
の
あ
り
。
か
く
あ
つ

め
て
後
、
人
の
得
さ
せ
て
見
け
り
。
よ
く
あ
つ
め
た
り
０
注
に
は
あ
や
ま
り

と
お
ぼ
し
き
と
こ
ろ
な
き
に
あ
ら
ず
。
予
が
あ
つ
め
た
る
に
落
た
る
は
こ
の

め
や
す
に
て
見
る
べ
し
」
と
あ
る
一
項
は
、
源
語
詰
の
主
旨
に
関
は
る
も
の

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
い
ひ
か
へ
れ
ば
こ
の
凡
例
は
前
の
二
書
に
跨
る
わ

け
で
、
二
書
は
文
字
通
り
の
姉
妹
篇
と
し
て
前
篇
を
提
要
、
後
篇
を
話
と
称

し
た
と
も
い
は
ゞ
い
ふ
べ
く
、
そ
の
成
立
も
恐
ら
く
相
前
後
し
た
の
で
あ
ら

う
。
但
し
本
文
に
は
書
名
・
奥
書
等
を
す
べ
て
欠
い
て
い
る
の
で
成
立
年
時

筆
者
名
を
確
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
勢
語
通
・
古
今
通
に
は
遅
れ
る
も

の
ヽ
や
う
で
あ
り
、
又
本
文
や
書
入
れ
の
状
態
は
著
者
自
筆
稿
本
を
思
は
せ

る
も
の
が
あ
る
け
れ
ど
も
、
筆
蹟
は
蘭
洲
の
そ
れ
に
や
ヽ
遠
い
の
で
、
恐
ら

く
門
人
の
忠
実
な
る
臨
写
で
あ
ら
う
と
推
定
す
る
。
し
か
し
こ
の
写
本
に
よ



っ
て
原
本
の
状
態
は
殆
ん
ど
完
全
に
想
定
出
来
る
で
あ
ら
う
。

さ
て
源
語
提
要
は
、
源
氏
物
語
の
巻
々
か
ら
要
文
を
撰
抄
し
、
人
物
や
分

り
難
い
語
旬
に
つ
い
て
右
傍
に
簡
単
な
注
解
を
施
し
た
も
の
で
、
ま
ヽ
頭
注

と
し
て
引
歌
な
ど
を
掲
げ
て
ゐ
る
。
抄
出
は
巻
に
よ
っ
て
数
個
所
に
わ
た
る

も
の
も
あ
る
が
、
抄
出
部
の
首
に
は
、
見
出
し
と
し
て
所
属
巻
名
を
記
し
、

そ
の
下
に
巻
の
全
体
又
は
抄
出
部
の
大
概
を
解
説
す
る
注
記
を
附
し
て
ゐ
る

場
合
が
多
い
。
第

一
冊
は
桐
壼
か
ら
蓬
生
ま
で
で
い
そ
の
中
空
蝦
・
紅
藁
賀

・
花
散
里
等
は
巻
名
の
み
を
記
し
て
本
文
は
省
略
さ
れ
、
丁
数
五
四
。
第
二

冊
は
関
屋
か
ら
柏
木
ま
で
で
い
そ
の
中
関
屋
・
薄
雲
・
初
音
・
螢
・
簿
火
・

野
分
・
藤
袴
ｏ
真
木
柱
等
は
本
文
を
欠
き
、
丁
数
三
九
。
第
三
冊
は
横
笛
か

ら
夢
浮
橋
ま
で
で
、
鈴
虫
・
匂
宮
・
紅
梅
・
早
蕨
ｏ
東
屋
ｏ
浮
舟
・
蜻
蛉
・

夢
澤
橋
は
本
文
な
く
、
丁
数
二
三
と
な
っ
て
ゐ
る
。
抄
出
の
仕
方
・
解
説
を

見
る
と
、
あ
な
が
ち
源
語
全
篇
の
梗
概
を
辿
ら
せ
る
ダ
イ
ジ
〓
ス
ト
風
の
企

図
を
も
つ
も
の
で
は
な
く
、
や
は
り
凡
例
に
記
さ
れ
た
通
り
、
源
語
の
文
章

に
親
ま
せ
、
鑑
賞
さ
せ
る
た
め
の
珠
玉
集
風
の
も
の
と
な
っ
て
ゐ
る
。
以
下

抄
出
部
を
そ
の
内
容
に
従
っ
て
仮
り
に
三
に
別
け
て
示
し
て
み
よ
う
。

そ
の
一
は
古
来
人
口
に
檜
実
し
て
ゐ
る
個
所
で
、
夕
顔
巻
に
お
け
る
花
の

贈
答
ｏ
八
月
十
五
夜
夕
顔
の
宿
・
物
怪
等
の
条
、
末
摘
花
巻
に
お
け
る
女
の

奇
貌
を
描
い
た
条
や
そ
の
帰
り
雪
の
中
間
の
条
、
葵
巻
で
は
車
争
、
賢
木
で

は
野
宮
訪
間
、
須
磨
巻
で
は
例
の
一
節
や
頭
中
将
と
の
対
面
、
蓬
生
巻
で
は

須
磨
よ
り
帰
洛
後
は
じ
め
て
末
摘
花
を
訪
れ
る
条
、
玉
菫
巻
で
は
初
瀬
の
再

会
、
柏
木
巻
で
は
夕
霧
と
の
対
面
、
夕
霧
巻
で
は
九
月
十
余
日
の
条
、
御
法

巻
で
は
紫
の
上
の
命
終
、
橋
姫
巻
で
は
有
明
の
字
治
通
ひ
や
大
姫
・
中
姫
の

垣
間
見
、
手
習
巻
で
は
浮
舟
発
見
等
で
あ
る
。
そ
の
二
は
儀
式
・
饗
宴
・
物

見
・
遊
戯
等
宮
廷
社
会
に
お
け
る
最
も
花
麗
な
場
面
を
描
写
し
て
ゐ
る
個
所

で
、
桐
壼
巻
は
若
君
元
服
、
若
紫
巻
は
山
中
の
遊
宴
、
花
宴
巻
は
そ
の
冒
頭
、

賢
木
巻
は
韻
塞
、
澪
標
巻
は
住
吉
詣
、
行
幸
巻
は
大
原
野
行
幸
、
梅
枝
巻
は
薫

物
合
に
冊
子
合
、
藤
裏
葉
は
鵜
飼
、
若
菜
巻
は
蹴
鞠
・
賭
弓
、
御
法
巻
は
法
華

八
講
、
総
角
巻
は
紅
葉
見
等
が
こ
れ
に
当
っ
て
ゐ
る
。
そ
の
三
は
帯
木
巻
で

説
か
れ
て
ゐ
る
女
の
道
や
芸
道
の
論
、
絵
合
巻
の
絵
合
は
て
ヽ
後
源
氏
の
語

る
政
治
と
才
芸
に
つ
い
て
の
感
想
、
少
女
巻
の
学
問
論
、
梅
枝
巻
の
書
の
論

等
で
、
道
々
の
修
養
に
関
す
る
批
評
ｏ
教
戒
を
記
し
た
文
章
で
あ
る
。
以
上

を
見
れ
ば
著
者
は
い
さ
ヽ
か
も
道
学
臭
に
偏
る
こ
と
な
く
、
物
語
と
し
て
の

源
語
の
、
最
も
源
語
ら
し
い
個
所
に
読
者
を
招
き
、
そ
の
多
彩
な
興
趣
を
鑑

賞
さ
せ
よ
う
と
す
る
穏
健
な
態
度
と
用
意
と
を
持
し
て
ゐ
る
こ
と
が
分
る
。

一
体
儒
家
が
物
語
に
つ
い
て
語
る
時
、
わ
れ
わ
れ
の
関
心
は
彼
等
の
現
実

的
・
倫
理
的
立
場
が
文
芸
と
し
て
の
物
語
に
い
か
に
応
対
し
批
判
し
て
ゐ
る

か
、
そ
の
受
容
の
仕
方
に
注
が
れ
る
わ
け
で
あ
る
が
、
源
語
提
要
の
凡
例
に

示
さ
れ
て
ゐ
る
十
一
項
目
は
、
几
そ
こ
れ
に
つ
い
て
の
著
者
の
見
解
を
う
か

ゞ
は
せ
る
に
足
る
も
の
が
あ
る
。

周
知
の
や
う
に
、
湖
月
抄
な
ど
の
詳
細
に
引
用
し
て
ゐ
る
い
は
ゆ
る
旧
注

の
源
語
観
は
、
作
り
物
語
と
し
て
の
源
語
の
本
質
を
荘
子
の
寓
言
に
擬
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
、却
っ
て
虚
構
性
の
代
り
に
事
実
性
を
強
調
し
て
ｒ
」
ヽ
に
最

も
具
体
的
な
一
史
書
を
見
て
ゐ
た
し
、
又
こ
の
物
語
の
中
に
展
開
す
る
性
格

や
境
遇
乃
至
は
運
命
的
な
悲
喜
劇
の
さ
ま
を
、
か
の
春
秋
・
左
伝
ｏ
資
治
通

鑑
の
筆
者
の
と
っ
た
態
度
に
比
し
て
、史
的
褒
貶
、勧
善
懲
悪
思
想
の
反
映
と

し
て
受
取
っ
て
ゐ
る
。
し
か
し
こ
れ
ら
の
儒
教
的
合
理
主
義
で
は
所
詮
弁
護

し
き
れ
な
い
こ
の
物
語
の
含
む
背
理
、
こ
と
に
惇
徳
の
勝
利
に
対
し
て
は
、



仏
教
的
方
便
観
を
仮
り
て
あ
く
ま
で
懲
戒
思
想
を
貫
く
の
が
常
で
あ
ヮ
た
ｏ

こ
ヽ
に
お
い
て
物
語
に
対
す
る
中
世
の
倫
理
的
規
範
づ
け
は
完
成
し
た
と
い

へ
る
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
観
方
を
か
へ
れ
ば
、
そ
れ
は
例
へ
ば
今
物
語
風

の
誨
涯
説
な
ど
か
ら
源
語
を
守
り
、
い
さ
ゝ
か
の
瑕
瑾
も
含
ま
な
い
古
典
と

し
て
そ
れ
を
絶
対
化
す
る
目
的
の
た
め
に
、
彼
等
の
立
場
ｏ
教
養
に
お
い
て

試
み
ら
れ
た
最
も
周
到
な
理
由
づ
け
で
あ
っ
だ
と
い
ふ
こ
と
が
で
き
る
。
ま

こ
と
に
こ
の
や
う
な
解
釈
の
下
に
お
い
て
は
じ
め
て
源
語
は

「わ
が
国
の
至

宝
」
と
し
て
完
全
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
契
沖
が
こ
の
や
う
な
中
世
的
源
語

観
を
否
定
し
脱
却
す
る
た
め
に
は
、
中
世
を
更
に
遠
く
湖
っ
て
鎌
倉
期
の
和

歌
ｏ
物
語
論
に
示
唆
し
啓
発
さ
れ
る
必
要
が
あ
っ
た
ら
し
い
が
、
彼
が
定
家

ｑ
寂
蓮
の
言
葉
を
引
い
て
物
語
の
本
性
を

「や
さ
し
き
も
の
」
「は
か
な
き

も
の
」
と
し
て
捉
へ
た
の
は
、
物
語
を
政
治
・
倫
理
か
ら
解
放
し
て
そ
の
独

自
の
存
在
領
域
と
機
能
と
を
認
め
さ
せ
る
第
一
歩
と
な
っ
た
こ
と
は
確
か
で

あ
ら
う
が
、
し
か
し
そ
れ
は
同
時
に
前
述
の
絶
対
化
さ
れ
た
源
語
の
上
に
、厳

し
い
権
限
縮
小
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
っ
た
一
事
も
看
却
す
る
こ
と
は
で
き

な
い
。
い
ひ
か
へ
れ
ば
源
注
拾
遺
が
旧
注
の
源
語
観
に
対
す
る
実
証
的
批
判

に
よ
っ
て
獲
得
し
た
も
の
は
、
物
語
を
外
在
的
、
倫
理
的
規
範
か
ら
解
放
さ

せ
る
こ
と
で
あ
っ
た
と
同
時
に
、
物
語
そ
れ
自
体
の
合
み
も
つ
倫
理
性
、　
一

般
に
思
想
性
に
対
す
る
判
断
の
停
止
、
そ
れ
に
代
る
文
体
・
形
式
性
の
強
調

で
あ
っ
た
や
う
で
あ
り
い
さ
う
い
ふ
意
味
で
は
物
語
に
厳
し
い
自
己
抑
制
を

課
し
た
も
の
と
い
は
ね
ば
な
ら
な
い
。

「定
家
卿
云
可
翫
詞
花
言
葉
。
か
く

の
ご
と
く
な
る
べ
し
」
と
い
ふ
言
葉
は
、
か
う
し
た
彼
の
見
解
を
簡
潔
に
、

純
粋
に
表
明
し
た
も
の
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
契
沖
の
到
達
し
た
こ
の
立

・場
は
ま
た
蘭
洲
の
同
調
し
た
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
ら
し
い
。

即
ち
彼
は

「諸
注
に
作
者
を
ほ
め
は
や
し
て
様
々
に
説
を
付
た
り
。
契̈
沖

が
源
注
拾
遺
に
そ
の
こ
と
の
非
を
あ
ら
は
せ
り
。
た
づ
ね
求
め
て
見
る
ベ

し
」
と
記
し
て
ゐ
る
。
ま
こ
と
に
契
沖
と
共
に
蘭
洲
が
中
世
の
源
語
観
を
破

砕
し
、
物
語
と
儒
仏
思
想
と
の
分
離
を
意
図
し
て
ゐ
た
２
見
ら
れ
る
形
跡
は

少
く
な
い
。
即
ち
一
に
は
作
り
物
語
を
史
書
か
ら
区
別
し
、
そ
れ
が
本
質
と

し
て
も
つ
虚
構
性
の
承
認
、
二
に
は
史
的
褒
貶
、
一勧
善
懲
悪
諭
の
否
定
、
三

に
は
翫
詞
花
言
葉
説
の
承
認
等
に
ふ
れ
た
、
い
く
つ
か
の
文
一一一中
に
よ
っ
て
示

さ
れ
る
「
ま
づ

「比
も
の
が
た
り
は
な
き
こ
と
を
つ
く
り
こ
し
ら
へ
た
る
な

り
。
そ
の
こ
と
に
は
世
に
あ
り
し
事
を
ひ
き
あ
て
た
る
も
有
六
桐
壼
の
解
説

中
）
と
い
ひ
、
ま
た

「作
者
、
桐
つ
ぼ
の
帝
を
延
喜
の
み
か
ど
に
比
し
て
か

け
り
と
諸
注
い
へ
り
。
こ
れ
本
文
に
見
え
ぬ
こ
と
に
て
、
後
世
の
お
し
は
か

り
な
り
。

（中
略
）
い
づ
れ
の
御
時
に
か
と
書
出
し
た
れ
ば
い
づ
れ
の
み
か

ど
に
比
し
奉
る
と
い
ふ
こ
と
は
無
用
の
難
記
な
ゲ
」
と
い
ふ
は
そ
の
第

一
で

あ
り
、
次
に

「古
来
此
も
の
が
た
り
に
褒
貶
の
こ
と
を
い
へ
り
。
作
者
の
こ

ゝ
ろ
は
た
ゞ
あ
り
の
ま
ゝ
に
か
き
て
褒
貶
は
よ
む
人
の
心
に
あ
る
べ
し
」
と

い
っ
て
特
に

「あ
り
の
ま
ヽ
」
を
指
摘
し
た
の
は
そ
の
第
二
で
あ
る
が
、
更

に

「
い
づ
れ
の
注
に
か
、
わ
が
国
の
至
宝
は
此
も
の
が
た
り
と
い
へ
り
。
六

国
史
・
令
ｏ
格
式
の
ご
と
く
に
お
も
へ
る
に
や
。
こ
の
書
な
き
と
て
わ
が
国

の
政
事
に
か
く
る
こ
と
な
し
。只
ふ
る
き
詞
を
求
め
ん
に
は
此
書
な
る
べ
し
」

と
説
い
た
の
は
明
ら
か
に
第
三
に
該
当
す
る
。

こ
れ
ら
の
文
言
に
表
明
さ
れ
て
ゐ
る
も
の
は
、
い
か
に
も
契
沖
と
同
じ
思

想
の
型
に
属
す
る
も
の
ヽ
や
う
で
、あ

り
、
あ
る
い
は
そ
の
影
響
を
受
け
て
ゐ

る
と
い
っ
て
よ
か
。
た
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
物
語
の
儒
仏
思
想
か
ら
の

解
放
と
そ
れ
に
伴
ふ
権
限
縮
小
と
い
ふ
契
沖
に
と
っ
て
聯
関
す
る
二
の
機
能

｀
34



は
、蘭
洲
に
お
い
て
は
調
和
的
に
あ
ら
は
れ
ず
、却
っ
て
後
者
を
責
め
る
に
厳

し
く
、
前
者
に
対
し
て
は
寛
に
す
ぎ
る
と
思
は
れ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
即
ち

前
の
一
に
挙
げ
た
や
労
に
彼
が
源
語
を
大
陸
の
史
書
と
の
比
較
や
関
係
づ
け

か
ら
分
離
し
、
作
り
物
語
と
し
て
の
特
性
に
注
目
し
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る

が
、
し
か
し
そ
れ
は
物
語
自
身
の
も
つ
か
う
し
た
独
自
性
に
つ
い
て
の
正
当

な
理
会
に
基
い
て
ゐ
た
と
い
ふ
よ
り
も
、
た
と
へ
ば
式
部
に
関
し
て

「漢
才

の
ほ
ど
は
さ
の
み
見
え
ず
。
日
本
記
・
史
記
を
よ
み
た
り
と
い
へ
ど
、
そ
れ

を
用
ひ
て
か
け
る
と
お
ぼ
し
き
と
こ
ろ
お
ほ
く
も
な
し
。
た
ゞ
白
氏
文
集
を

よ
く
そ
ら
ん
じ
て
こ
ゝ
ろ
え
た
り
と
見
へ
た
り
」
と
記
し
て
ゐ
る
や
う
に
、

式
部
乃
至
は
源
語
自
体
に
対
す
る
い
は
ば
学
的
評
価
に
基
い
て
、
こ
れ
を
史

記
な
ど
に
対
比
す
る
こ
と
を
暦
し
と
し
な
か
つ
た
た
め
で
あ
り
、
従
っ
て
、

解
放
と
い
ふ
よ
り
は
む
し
ろ
両
者
を
分
離
し
て
、
源
語
に
は
物
語
と
し
て
お

の
ず
か
ら
別
の
存
在
理
由
・
機
能
の
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
必
要
を
感
じ
て

ゐ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

次
に
は
ま
た
さ
き
の
二
に
記
し
た
や
う
に

「褒
貶
は
よ
む
人
の
心
に
あ
る

べ
し
」
と
主
張
し
て
ゐ
る
の
で
、
褒
貶
思
想
か
ら
は
全
く
自
由
で
あ
っ
た
か

の
や
う
に
解
さ
れ
る
け
れ
ど
も
、
事
実
は
必
ず
し
も
さ
う
で
は
な
く
、
彼
は

右
の
文
言
に
つ
ゞ
い
て

「人
の
密
事
を
か
き
あ
ら
は
す
は
よ
か
ら
ぬ
事
な
れ

ど
も
、
処
々
に
こ
と
は
り
置
て
源
じ
の
ひ
が
ご
と
ど
も
は
か
く
さ
ず
し
る
せ

り
。
然
る
を
も
ろ
ノ
ヽ
の
注
は
源
氏
を
聖
賢
の
や
う
に
と
き
な
し
、
須
磨
の

蟄
居
を
周
公
の
東
に
居
た
ま
へ
り
し
に
比
す
な
ど
と
い
へ
る
は
大
に
作
者
の

意
に
た
が
へ
り
」
と
書
い
て
、
須
磨
の
話
遷
が
源
氏
の
騎
慢
、
好
色
の
報
で

あ
る
と
す
る
懲
悪
論
を
展
開
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
彼
は
作
者
の
主

意
に
沿
は
う
と
は
し
な
が
ら
所
詮
旧
注
と
同
様
に
、
褒
貶
す
る
こ
と
の
誤
り

を
目
し
て
ゐ
る
ゎ
け
で
、
証
旨
は
ど
う
慰
て
も
澱
海
し
て
ゐ
る
。
お
も
ふ
に

最
初
の
彼
の
褒
貶
否
定
論
に
は
、
旧
注
が
源
氏
を
絶
対
化
す
る
た
め
に
用
ゐ

だ
い
は
れ
の
な
い
附
会
に
対
し
て
、
そ
れ
を
破
砕
せ
ん
が
た
め
の
手
段
と
し

て
の
誇
張
が
あ
っ
た
こ
と
、
も
と
よ
り
彼
も
そ
こ
に
論
と
し
て
の
正
し
さ
を

認
め
な
か
っ
た
筈
は
な
い
が
、
な
ほ
彼
の
思
想
に
ま
で
熟
し
て
ゐ
な
か
っ
た

と
い
ふ
こ
と
は
、
指
摘
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
思
ふ
。
し
か
し
こ
ゝ
ば
か
り

で
な
く
、
蘭
洲
の
源
語
観
に
な
ほ
烈
し
い
褒
貶
、
懲
悪
論
の
残
存
し
て
ゐ
る

ｔ
と
を
思
は
せ
る
言
葉
は
他
に
も
少
ぐ
な
い
う
で
あ
る
。
彼
が
前
の

「作
諸
”

の
意
」
に
つ
い
て
一
層
詳
し
く
解
説
し
て
ゐ
る
「作
者
、　
一
部
に
主
意
あ
り
」

の
一
項
な
ど
そ
れ
で
あ
る
。
そ
れ
は
た
と
へ
ば
当
時
摂
関
相
国
の
任
は
皆
執

柄
家
に
あ
る
中
に
特
に
光
源
氏
を
は
じ
め
一
門
の
王
孫
を
権
位
に
つ
け
た
こ

と
と
か
、
藤
氏
の
み
后
と
な
る
世
に
源
氏
か
ら
立
后
さ
せ
た
こ
と
等
に
、
種

々
作
者
の
意
の
あ
る
と
こ
ろ
を
付
度
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
が
、
進
ん
で

「男

女
と
も
に
涯
風
の
さ
か
ん
な
る
を
い
ま
し
め
た
り
。
い
か
な
る
好
色
の
人
も

こ
れ
を
見
て
は
け
し
か
ら
ぬ
こ
と
に
お
も
ひ
て
つ
ま
は
じ
き
し
つ
べ
し
」
と

説
い
て
源
氏
の
諦
遷
、
須
磨
の
風
浪
の
難
等
を
例
に
挙
げ
、
源
氏
の
一
代
を

す
べ
て
懲
悪
警
戒
の
歴
史
と
し
て
眺
め
る
な
ど
そ
の
著
し
い
も
の
で
あ
る
。

更
に
は

「尤
婦
人
の
浬
風
を
い
ま
し
め
た
り
。
お
よ
そ
人
の
妻
妾
と
し
て
二

心
あ
り
て
源
氏
に
こ
ゝ
ろ
を
通
じ
た
る
婦
人
は
皆
尼
に
な
し
た
り
。
ヒ
れ
は

筆
誅
の
こ
ゝ
ろ
な
り
」
と
も
、
論
じ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
他
に
、

「女
子
の

漢
学
あ
り
て
こ
ざ
か
し
き
を
に
く
め
り
」
と
か

「公
卿
の
間
に
漢
学
の
す
た

れ
た
る
を
う
れ
へ
」
と
か
儒
家
的
褒
貶
も
交
へ
て
ゐ
る
。

こ
れ
ら
の
褒
貶
・
懲
悪
説
は
明
ら
か
に
次
の
事
実
を
物
語
っ
て
ゐ
る
で
あ

ら
う
。
即
ち
蘭
洲
が
契
沖
に
同
意
し
そ
れ
と
共
に
歩
ん
だ
の
は
、
旧
注
が
源



語
の
絶
対
性
を
合
理
化
す
る
た
め
に
用
ゐ
た
儒
仏
の
理
論
的
支
柱
を
外
し
、

ま
た
そ
の
合
理
化
の
過
程
を
破
砕
す
る
限
り
に
お
い
て
、
い
ひ
か
へ
れ
ば
前

述
の
源
語
に
対
す
る
権
限
縮
小
の
部
面
に
関
し
て
で
あ
っ
て
、
そ
れ
以
上
に

契
沖
が
源
語
の
も
つ
倫
理
性
に
つ
い
て
判
断
を
停
止
し
、
物
語
を
単
な
る
詞

花
言
葉
の
観
び
と
化
し
た
そ
の
点
に
到
る
と
、
も
は
や
契
沖
と
訣
別
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。
さ
う
し
て
彼
の

「定
家
卿
の
た

ゞ
こ
の
文
は
詞
花
言
葉
を
も
て
あ
そ
ぶ
べ
し
と
の
給
へ
り
し
は
、
よ
く
や
す

ら
か
に
き
こ
ゆ
れ
ど
、
作
者
の
主
意
は
明
ら
め
ら
れ
ず
と
い
ふ
べ
し
」
と
い

ふ
言
葉
は
こ
れ
を
直
裁
に
表
明
す
る
も
う
で
あ
っ
た
。

お
も
ふ
に
源
語
の
作
者
が
そ
の
筆
に
褒
貶
の
意
を
含
ま
せ
な
い
で
は
な
か

っ
た
こ
と
は
、
螢
巻
の
物
語
論
が
語
っ
て
ゐ
る
で
あ
ら
う
。
従
っ
て
右
の
契

沖
の
態
度
は
こ
の
物
語
の
本
性
に
即
し
て
は
、
必
ず
し
も
適
切
と
い
へ
る
も

の
で
は
な
か
っ
た
。
源
語
は
、　
一
度
は
政
教
か
ら
解
放
さ
れ
、
相
互
に
独
自

な
存
在
理
由
・
領
域
を
確
認
し
あ
ひ
な
が
ら
、
し
か
も
再
び
物
語
そ
れ
自
身

の
立
場
に
お
い
て
、
そ
れ
が
内
包
す
る
倫
理
性
を
探
り
、
そ
の
方
便
観
的
教

戒
思
想
に
も
対
決
し
て
、
超
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
ふ
の
が
そ
の
実
態

で
あ
っ
た
と
思
は
れ
る
。
宣
長
が
そ
の
源
語
評
論
で
試
み
た
の
は
ま
さ
に
そ

の
こ
と
で
あ
る
が
、
し
か
し
契
沖
か
ら
宣
長
へ
と
向
ふ
源
語
観
の
正
常
な
発

展
過
程
に
あ
っ
て
は
契
沖
の
陥
っ
た
あ
の
一
種
の
偏
向
は
、
や
は
り
物
語
の

独
自
性
を
確
立
さ
せ
る
た
め
の
必
要
な
過
誤
で
あ
っ
た
と
み
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
そ
つ
同
じ
段
階
に
お
い
て
、
な
ほ
無
造
作
に
褒
貶
ｏ
懲
悪
思
想
を
並

存
さ
せ
て
ゐ
る
蘭
洲
の
立
場
は
、
も
し
彼
が
契
沖
か
ら
出
発
し
た
の
で
あ
っ

た
と
す
れ
ば
、
却
っ
て
ヰ
泄
へ
の
退

・却で
あ
っ
た
と
評
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．

彼
が
契
沖
と
同
調
し
つ
ゝ
、
や
が
て
そ
れ
か
ら
離
れ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た

そ
の
思
想
傾
向
は
、・紫
女
七
論
に
お
け
る
安
藤
為
章
の
そ
れ
に
あ
る
類
似
を

感
じ
さ
せ
る
。
為
章
は
源
語
を
単
に
誨
浬
の
書
と
見
る
立
場
は
否
定
す
る
け

れ
ど
も
、
ま
た
単
に

「詞
花
言
葉
を
も
て
あ
そ
ぶ
人
は
制
の
利
鈍
を
い
は
ず

し
て
た
ゞ
柄
室
の
か
ざ
り
を
論
ず
る
が
ご
と
し
。
を
よ
そ
一
部
の
詞
花
と
い

ひ
警
戒
と
い
ひ
花
実
を
か
ね
そ
な
へ
た
る
歌
書
な
れ
ば
此
道
の
金
経
と
い
ふ

も
過
称
に
は
侍
ら
し
か
し
」
と
論
じ
て
勧
善
懲
悪
思
想
の
存
在
は
否
定
し
な

い
の
で
あ
る
。
し
か
し
彼
は
形
式
的
な
倫
理
規
範
で
は
処
理
す
る
こ
と
の
で

き
な
い
惇
徳
の
勝
利
や
ま
た
そ
の
真
実
性
を
こ
の
物
語
の
中
に
見
出
し
、
叉

現
実
の
実
相
に
照
し
て
同
感
も
し
て
ゐ
た
の
で
、
こ
の
や
う
な
物
語
的
真
実

と
懲
悪
思
想
と
の
対
立
を
克
服
す
る
契
機
と
し
て

「諷
諌
」
を
立
て
、
惇
徳

の
存
在
や
そ
の
あ
り
の
ま
ヽ
の
描
写
は
、
そ
れ
が
諷
諌
と
見
な
さ
れ
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
直
ち
に
、
そ
の
ま
ゝ
の
形
で

「勧
戒
」
に
転
じ
う
る
と
し
た
の

で
あ
る
。
従
っ
て
惇
徳
は
そ
れ
が
強
烈
で
あ
れ
ば
あ
る
程
一
転
す
れ
ば
勧
戒

と
し
て
の
最
も
高
い
効
果
に
変
ず
る
わ
け
で
、
物
語
そ
の
も
の
の
も
つ
反
倫

理
性
と
儒
家
的
懲
悪
思
想
と
は
、
諷
諌
と
い
ふ
レ
れ̈
自
体
極
め
て
儒
家
的
な

思
想
を
媒
介
と
し
て
一
往
合
理
的
に
結
合
さ
れ
た
と
い
は
れ
よ
う
。
こ
の
諷

諌
の
思
想
は
機
能
と
し
て
は
中
世
の
方
便
観
と
異
る
も
の
で
は
な
い
が
、
し

か
し
儒
家
の
懲
悪
思
想
か
ら
物
語
へ
渡
す
架
橋
と
し
て
産
出
さ
れ
た
と
こ
ろ

に
新
し
い
意
味
は
認
め
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
ゆ
ゑ
ま
た
後
に
宣
長
に
よ
っ

て

「儒
者
ご
こ
ろ
」

（玉
の
小
櫛

一
、
注
釈
）
と
し
て
克
服
さ
れ
ね
ば
な
ら

な
い
も
の
で
も
あ
っ
た
。
し
か
し
こ
ゝ
で
最
も
重
要
な
こ
と
は
、
こ
の
思
想

の
確
立
に
よ
っ
て
、
物
語
は
外
か
ら
の
倫
理
規
範
か
ら
一
往
完
全
に
遮
断
さ

れ
、
そ
の
た
め
物
濡
体
来
の
特
性
を
い
さ
ヽ
か
も
損
傷
さ

ｉれ
る
こ
と
な
く
「



む
し
ろ
昂
揚
さ
れ
る
″
で
全
附

に
承
認
さ
れ
た
と
ぃ
ふ
こ
と
で
あ
る
。

「
本

意
は
道
理
つ
よ
け
れ
ど
も
物

い
ひ
ぶ
り
の
や
す
ら
か
に
、
は
か
な
く
、
え
ん

に
、
や
さ
し
く
書
な
す
事
、
女

の
筆
に
て
し
か
も
上
手
の
し
は
ざ
な
る
物
也
」

と
為
章
は
説

い
て
ゐ
る
が
、

こ
の
女
性
的
な

「
や
す
ら
か
さ
」
「
は
か
な
さ
」
・

「
艶
」
「
や
さ
し
さ
」
の
承

認
、　
い
ひ
か

へ
れ
ば
彼
が
契
沖
と
殆

ん
ど
同
様

に
、
物
語
を
こ
の
や
う
な
も

の
と
し
て
捉

へ
、
そ
こ
に
非
儒
仏
的
な
独
自
性

を
認
め
た
と
い
ふ
点
に
お
い
て
、
近
世
的
思
索

の
徹
底
を
見
せ
て
セ
リ
、
儒

家

と
し
て
の
限
界

の
中

に
あ

っ
て
、
物
語
理
会

の

一
の
極
限

に
達
し
た
も

の

と
い
は
れ
る
で
あ
ら
う
。

さ
て
蘭
洲

は
為
章

と
同
じ
く
儒
家
と
し
て
の
立
場
を
保
ち
、
二

つ
契
沖

に

従

っ
て

一
往
物
語
の
特
殊
な
あ
り
方
を
理
会
し
な
が
ら
、
為
章

に
見
ら
れ
る

や
う
な
両
者

の
十
全
な
結
合

に
到
達
し
え
な
か

っ
た
ば
か
り
で
な
く
、
却

ヮ

で
論

旨
の
混
濁
を
見
せ
て
ゐ
る
の
は
、
儒
家
の
側
か
ら
い
へ
ば

こ
の
異
質
的

な
も

の
を
媒
介
さ
せ
る
諷
諌

の
思
想
を
確
立
で
き
な
か

っ
た
点

に
あ
ら
う
が

一
方
物
語
の
側
か
ら
い
へ
ば
、
そ
の
本
来

の
内
質
を
成
す

「
は
か
な
さ
Ｌ
や

さ
し
さ
」
を
、
い
ひ
か

へ
れ
ば
女
性
的
な
も

の

へ
の
理
会
を
完
全

に
欠
如
し
て

′ゐ
た
点

に
あ

っ
た
と
い
へ
″
。
む
し
ろ
こ
ヽ
に
蘭
洲
が
為
章

か
ら
区
別
さ
れ

』
轍
療
脚
蹴
蛛
斡
弗
）
彙
【
も
¨
け
ポ
［
剋
い
い
い

る 「輛
疇
凛
嘱
％
鰤
肛
『

お
き
ら
力、
に
い
ふ
べ
き
と
こ
ろ
を
お
ほ
ど
か
に
い
ひ
、
詞

に
枝
あ
り
て
長
く

い
ひ
な
し
た
る
も

ら
な
り
０
今

の
人
和
文
か
く
と
て
皆

こ
れ
ら
を
学
ば
ん
は

ひ
が
ご
と
な
る
べ
し
。
」
ま
た

「
唯
女
は
か
ど
ノ
ヽ
し
か
ら
ぬ
を
よ
し
と
す
る

心
な
る
ゆ

へ
、
よ
め
る
歌
も
そ
の
心
な
り
。

（
中
略
）
女
子
に
て
は
さ
も
あ

る

べ
し
。
後
世

の
人
に
は
こ
れ
を
見
あ
や
ま
り
て
男
子
も
か
ぐ
心
得
ら
る
ヽ

に
ゃ
∝
学
閻
な
く
て．歌
も
文
車
も
よ
ぼ
く
て
力
な
し
。
大
部
の
か
く
ぉ
も
へ

れ
ど
、
み
づ
か
ら
の
歌
は
時
に
よ
り
て
ほ
ね
ノ
ヽ
ｔ
き
を
も
よ
み
出
を
れ
ば

見
る
所
あ
り
と
い
ふ
べ
し
」
と
。
源
語
の
文
体
が
明
晰
で
な
く
て
お
ほ
ど
か

で
あ
り
、
短
く
切
れ
ず
に
複
雑
な
構
造
を
も
っ
て
長
大
に
至
る
も
の
ヽ
多
い

こ
と
は
事
実
の
正
し
い
指
摘
で
は
あ
る
が
、
問
題
は
そ
れ
を
力
な
く
、
見
所

な
き
も
の
、
学
ぶ
べ
か
ら
ぎ
る
も
の
と
評
価
す
る
点
に
あ
る
。
彼
が

「只
お

ど
ろ
ぐ
べ
き
は
歌
な
り
。
後
人
の
お
よ
ぶ
べ
き
に
は
あ
ら
ず
。
文
章
は
伊
勢

も
の
が
た
り
に
は
を
と
れ
り
」
と
い
っ
て
伊
勢
物
語
を
賞
揚
し
た
の
も
同
じ

嗜
好
の
あ
ら
は
れ
に
外
な
ら
な
い
。
こ
の
種
の
勢
源
二
語
の
文
体
比
較
論
ヘ

儒
家
ご
の
み
で
あ
り
、
必
ず
し
も
当
ら
な
い
こ
と
は
宣
長
の
正
し
く
批
判
じ

た
と
こ
ろ
で
あ
る

（玉
の
小
櫛
二
、
く
さ
ぐ
さ
の
こ
ゝ
ろ
ば
へ
）
が
、
蘭
洲

の
こ
の
思
想
は
真
淵
の

「ま
す
ら
を
ぶ
り
」
「た
を
や
め
ぶ
り
」
の
説
を
想

起
さ
せ
る
も
の
が
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
と
も
角
、
こ
の
女
性
的
な
も
の
ヽ

蔑
視
は
所
詮
封
建
的
ｏ
儒
家
的
意
識
と
い
は
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
れ
が
彼

の
源
語
、
ひ
ろ
く
い
っ
て
物
語
の
本
質
の
理
会
に
決
定
的
な
障
害
と
な
っ
て

ゐ
る
こ
と
は
、
後
に
宣
長
の
到
達
し
た

「物
の
あ
は
れ
」
の
論
の
構
造
を
顧

る
と
き
明
瞭
で
あ
る
と
い
は
ね
ば
な
ら
な
い
。

以
上
は
源
語
提
要
の
凡
例
に
つ
い
て
み
た，
蘭
洲
の
源
語
観
の
要
領
で
あ
る

が
、
本
文
の
抄
出
に
当
っ
て
は
殆
ん
ど
褒
貶
ｏ
懲
悪
の
意
図
を
見
せ
て
ゐ
な

い
こ
と
は
先
に
述
べ
た
通
り
で
あ
る
。
な
ほ
抄
出
本
文
は
湖
月
抄
本
に
よ
っ

て
を
り
、
注
解
も
穏
健
で
要
を
得
て
ゐ
る
。
注
釈
態
度
に
つ
い
て
い
ふ
べ
き

こ
と
は
、
そ
の
専
書
で
あ
る
次
の
源
語
話
の
解
説
に
譲
っ
て
お
か
う
。

源
語
話
三
冊
も
奥
書
を
欠
き
、
筆
者
・
成
立
年
時
は
分
ら
な
い
が
、
本
文



は
提
要
と
同
筆
で
あ
る
。
こ
れ
は
源
氏
物
語
の
語
彙
の
分
類
辞
書
で
、
第

一

冊
は
天
文
地
理
時
候
居
所
宮
室
鬼
神
と
虚
詞
と
の
二
部
に
分
れ
、
丁
数
二
〇
。

第
二
冊
は
人
倫
支
体
草
木
禽
獣
虫
魚
と
服
食
器
財
と
の
二
部
に
分
れ
丁
数
二

四
。
第
二
冊
は
人
事
部
で
、「
虚
詞
部
に
か
よ
へ
る
お
ほ
し
。
あ
は
せ
見
る
ベ

し
」
と
注
さ
れ
て
を
り
、
丁
数
二
九
で
あ
る
。
各
部
は
そ
れ
ぞ
れ
巻
の
順
序

に
従
っ
て
分
類
さ
れ
、
各
巻
の
中
で
は
ま
た
、
大
略
い
ろ
は
順
に
分
類
さ
れ

て
ゐ
る
。
各
巻
の
末
に
補
遺
の
追
加
さ
れ
て
ゐ
る
も
の
も
少
く
な
く
、
頭
注

・
行
間
の
書
入
れ
、
附
箋
等
も
あ
っ
て
こ
れ
が
草
稿
本
で
あ
る
こ
と
を
思
は

せ
る
。

さ
て
源
語
話
は

「群
書
一
覧
」
や

「近
代
名
家
著
述
目
録
」
に
も
記
さ
れ

て
ゐ
る
や
う
に
、
後
に
盗
刻
さ
れ
て

「源
語
梯
」
の
名
で
世
に
行
は
れ
て
ゐ

る
。
「享
保
以
後
大
阪
出
版
書
籍
目
録
」
に
よ
れ
ば
、
源
語
詰
は
安
永
九
年

二
月
十
四
日
に
上
梓
を
出
願
し
、
同
じ
く
二
十
八
日
に
許
可
を
え
て
ゐ
る
。

作
者
関
慶
次
郎
、
板
元
塩
屋
平
助
と
あ
る
。
し
か
し
文
政
六
年
九
月
上
梓
の

小
型
三
冊
本
で
は
板
元
が
加
貨
屋
善
蔵
ど
な
っ
て
ゐ
る
が
、
別
に

「天
明
四

年
甲
辰
九
月
発
行
」
の
秘
記
を
も
附
け
て
ゐ
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
本
書
の
は

じ
め
て
発
行
さ
れ
た
の
は
天
明
四
年
で
あ
ら
う
か
。
私
は
そ
れ
を
見
て
ゐ
な

い
が
、
本
文
に
先
立
っ
て
誰
と
も
知
ら
ぬ
筆
者
の
序
、
附
言
を
つ
け
、
更
に

凡
例
が
あ
っ
て
そ
の
末
に
契
沖
の
事
を
記
し
た
一
条
も
あ
っ
た
ら
し
い
。
こ

れ
を
偶
目
し
た
懐
徳
堂
の
中
井
竹
山
は
関
洲
の
遺
著
の
濫
り
に
盗
刻
さ
れ
た

こ
と
を
憤
っ
た
が
、
板
元
の
懇
請
を
容
れ
て
天
明
五
年
夏
、
事
情
を
つ
ぶ
さ

に
載
せ
た

「源
語
梯
鮮
」
を
記
し
て
前
の
序
と
附
言
と
に
替
へ
、
二
つ
凡
例

に
附
け
た
契
沖
に
関
す
る
一
条
も
蛇
足
と
し
て
削
る
こ
と
を
命
じ
て
刊
行
を

認
め
た
。
攻
政
汰
年
板
は
こ
の
改
罰
の
形
を

・
具
へ
て
ゐ
る
が
＝
言
の
み
は
な

ほ
存
置
し
て
ゐ
る
。
す
で
に
竹
山
が
、
梯
を
原
名
の
話
に
復
す
る
に
し
て
は

あ
ま
り
に
本
文
の
改
宣
の
著
し
い
こ
と
を
知
っ
て
思
ひ
止
め
た
や
う
に
、
源

語
梯
は
源
語
話
を
改
編
し
て
す
べ
て
い
ろ
は
順
と
し
、
そ
の
下
に
更
に
虚
詞

人
事
、
天
地
時
候
、
人
倫
支
体
、
生
植
気
形
、
服
食
器
財
の
五
項
目
の
分
類

が
あ
る
。
語
彙
・
注
解
は
話
に
比
べ
て
増
減
が
あ
り
、
特
に
注
解
は
契
沖
英

他
の
説
が
補
は
れ
る
一
方
、
蘭
洲
の
説
の
却
っ
て
他
説
と
さ
れ
て
ゐ
る
も
の

の
あ
る
こ
と
は
竹
山
の

「癖
」
に
も
見
え
る
通
り
で
あ
る
。　
　
　
　
　
　
・

源
語
話
は
屡
々

「注
」
と
し
て
旧
注
を
引
き
、
特
別
の
場
合
の
外
は
一
々

の
名
を
挙
げ
な
い
が
、
凡
そ
そ
れ
ら
は
河
海
抄
・
花
鳥
余
情
・
弄
花
抄
ｏ
細

流
抄
・
孟
津
抄
・
湖
月
抄
・
同
抄
に
い
ふ
師
説
等
の
諸
注
に
及
ん
で
を
つ
、

注
と
こ
と
わ
ら
ず
に
引
い
た
も
の
も
少
く
な
い
。
さ
う
し
て
私
の
見
及
ん
だ

限
り
で
は
引
用
は
す
べ
て
湖
月
抄
に
拠
っ
た
と
し
て
も
支
障
は
な
い
や
う
に

思
は
れ
る
。
「注
」
に
対
立
し
て
ゐ
る
の
は

「契
注
」
「契
説
」
等
と
記
さ
れ

て
ゐ
る
源
注
拾
遺
の
説
で
頗
る
多
く
、
こ
の
外

「目
安
」
の
説
も
交
っ
て
ゐ

る
が
こ
れ
は
前
掲
凡
例
の
文
に
も
あ
る
通
り
、
成
稿
後
新
た
に
見
て
追
加
し

た
も
の
で
、
書
入
れ
の
状
態
か
ら
見
て
そ
れ
は
肯
は
れ
る
。
諸
注
の
後
に
蘭
，

洲
が
自
見
を
加
へ
る
場
合
、
「晨
案
」
と
標
記
す
る
の
が
普
通
で
あ
る
。　
彼

の
主
な
注
釈
手
続
の
一
は
、
語
の
意
味
を
考
へ
て
そ
れ
に
該
当
す
る
同
音
乃

至
は
同
義
の
文
字
を
語
源
に
宛
て
る
も
の
で
、
河
海
抄
な
ど
旧
注
に
も
量
々

見
え
て
ゐ
る
。
例
へ
ば

「け
せ
う
　
注
に
狭
少
な
り
。
せ
ば
き
心
也
。
契
沖

は
顕
証
に
て
、
は
れ
ば
れ
し
ぎ
こ
ゝ
ろ
と
い
へ
り

（中
略
）
契
説
、
証
の
字

尤
い
は
れ
な
し
。気
晴
な
る
べ
し
」
（虚
討
、
や
ど
り
ぎ
）
「も
ヽ
し
き
　
注
、

百
官
の
座
を
し
く
ゆ
へ
に
禁
中
を
百
致
と
い
ふ
。
契
注
、
万
葉
こ
の
詞
多
き

に
■
磯
、
百
師
沫
な
ど
力、
き
て
一　

・
所
も
百
激
と
か
け
る
こ
と
ｔ
し
。
収
言
増



も
定
ま
ら
ぬ
さ
き
よ
り
の
詞
な
り
と
い
へ
り
。　
愚
案
、
も
ヽ
は
百
也
。　
し

は
や
す
め
字
な
り
。
き
は
城
な
り
ｏ
み
や
こ
の
大
な
る
を
ほ
め
て
い
へ
る
詞

か
」
（
天
文
地
理
…
、
き
り
つ
ぼ
）
「
お
れ
ノ
ヽ
し
き
　
お
れ
ノ
ヽ
し
き
本
性

と
あ
り
。
注
、
お
ろ
か
な
り
と
あ
り
。
愚
案
、
こ
と
に
え
た
え
ず
し
て
く
ず

お
れ
る
を
い
ふ
か
」
（人
事
部
、
み
ゆ
き
）
等
の
如
き
も
の
で
あ
る
。

そ
の
二
は
、
努
め
て
俗
語
に
引
き
直
し
て
平
易
な
注
解
を
試
み
て
ゐ
る
こ

と
で
、
例
へ
ば

「わ
た
く
し
物
　
一具
実
の
御
鍾
愛
あ
る
心
と
注
た
り
。
今
の

俗
語
の
と
っ
て
置
の
は
″
そ
う
も
の
と
い
ふ
こ
ゝ
ろ
也
」
（天
文
地
理
…
、

き
り
つ
ぼ
）。
「さ
と
び
た
る
　
里
は
富
に
対
し
て
い
ふ
詞
也
。
今
い
は
ゞ
町

や
と
い
ふ
如
し
。
さ
と
び
た
る
と
は
町
や
め
く
と
い
ふ
が
ご
と
し
」
（同
、あ

づ
ま
や
）。
「あ
い
だ
れ
て
　
な
ま
め
き
あ
い
だ
れ
て
と
あ
り
。
俗
に
い
ふ
ベ

た
つ
く
だ
り
」
（人
倫
支
体
・‥
、
か
し
は
ぎ
）
の
如
く
で
あ
る
。
も
と
よ
り

旧
注
、
契
沖
に
も
見
ら
れ
る
態
度
で
あ
る
が
、
本
書
の
最
も
新
鮮
な
部
分
と

な
っ
て
ゐ
る
。

概
し
て
諸
注
の
販
捨
は
適
切
で
、
説
の
分
れ
る
も
の
は
契
沖
説
に
従
ふ
の

が
常
で
あ
る
。
三
ケ
大
事
な
ど
は
、
源
語
提
要
の
凡
例
中
で
は

「
か
ヽ
る
こ

と
近
世
の
風
に
お
ほ
く
い
ひ
出
せ
り
。
昔
は
な
き
こ
と
な
り
。

（中
略
）
お

と
め
巻
に
い
へ
る
や
ま
と
だ
ま
し
ゐ
な
ど
い
ふ
こ
と
こ
そ
こ
の
書
中
の
第

一

義
な
る
べ
き
。
み
つ
か
ひ
と
つ
か
と
い
ふ
こ
と
、
い
か
な
る
大
事
に
か
あ
ら

ん
」
と
酷
評
し
て
ゐ
る
が
、
詰
で
は

「秘
伝
な
る
よ
し
な
れ
ば
正
説
あ
る
べ

し
」
と
記
し
、
す
べ
て
に
互
っ
て
武
断
を
避
け
る
篤
実
な
注
釈
態
度
を
示

し
て
ゐ
る
。
し
か
し
愚
案
中
に
は
、
儒
家
と
し
て
の
新
見
、
考
証
の
見
る
べ

き
も
の
が
乏
し
く
、
概
し
て
契
沖
の
基
に
拠
っ
て
一
案
を
掲
げ
た
に
止
る
ゃ

う
で
あ
る
が
、
そ
れ
も
前
掲
の
や
う
な
注
釈
手
続
の
素
朴
さ
が
禍
し
て
政
悪

に
陥
っ
た
も
の
も
少
く
な
い
や
う
で
あ
る
。

（科
学
研
究
費
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
）

注

一
、
本
軒
の

「
和
学
書
目
並
解
説
」
に
見
え
る
や
う
に
、
勢
語
通
に
は

自
筆
本
と
丸
山
盛
純
筆
本
と
が
あ
る
。
後
者
は
前
者
の
極
め
て
忠
実
な

臨
写
で
、
書
体
も
か
な
り
近
い
。
さ
う
し
て
源
語
提
要

・
源
語
詰
の
書

体
は
後
者
に
頗
る
近
い
と
い
へ
る
。
あ
る
い
は
両
書
も
盛
純
筆
本
と
い

ふ
べ
き
で
あ
ら
う
か
。　
　
　
　
　
　
　
・

注
二
、
本
文
に
い
ふ

「懐
徳
堂
遺
編
目
録
」
は
刊
本

「百
首
贅
々
」
「
和

学
書
目
並
解
説
」
参
照
）
の
奥
に
、
中
井
成
丈
が
編
集
し
附
載
し
た
も

の
で
あ
る
。

注
三
、
源
語
梯
の
改
訂
板
に
は
前
記
丈
政
六
年
板
の
外
に
、
こ
の

「文
政

六
年
九
月
　
浪
華
書
林
加
賀
屋
善
蔵
梓
」
の
奥
付
を
除
い
た
本
が
あ
る
。

恐
ら
く
こ
れ
が
改
訂
当
初
の
形
で
、
板
元
は
前
記
の
如
く
原
刊
本
の
序
ャ

共
他
を
除
く
と
共
に
、
天
明
四
年
九
月
の
刊
記

（他
に
三
都
八
軒
の
発

行
所
名
も
見
え
る
）
は
そ
の
ま
ゝ
残
し
た
も
の
ヽ
や
う
で
あ
る
。
文
政

六
年
板
は
、
こ
れ
に
新
た
に
奥
付
を
附
け
て
再
刊
し
た
も
の
に
外
な
ら

な
ら
な
い
。

―
―
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