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二

序
節　

は
じ
め
に

加
藤
昌
嘉
氏
は
、「
本
文
研
究
と
大
島
本
に
対
す
る
１
５
の
疑
問
」1
の
冒
頭
で
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

現
在
、
日
本
に
は
、
お
よ
そ
一
五
〇
種
あ
ま
り
の
『
源
氏
物
語
』
写
本
が
伝
存
し
て
い
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
市
販
さ
れ
て
い
る
『
源
氏
物
語
』
の

注
釈
書
（
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
・
新
日
本
古
典
文
学
大
系
・
新
潮
日
本
古
典
集
成
・
角
川
ソ
フ
ィ
ア
文
庫
な
ど
）
は
、
揃
い
も
揃
っ
て
、
大
島
本
・

明
融
本
・
定
家
本
を
底
本
に
し
て
、
本
文
を
立
て
て
い
る
。
そ
の
結
果
、
高
校
の
教
科
書
や
入
試
問
題
を
は
じ
め
、『
源
氏
物
語
』
の
英
訳
・
仏
訳
、
漫

画
や
旅
行
ガ
イ
ド
ま
で
も
が
、
こ
と
ご
と
く
、
そ
れ
ら
注
釈
書
に
準
拠
す
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。
何
と
偏
頗
な
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。

平
安
時
代
の
『
源
氏
物
語
』
写
本
こ
そ
残
っ
て
い
な
い
も
の
の
、
鎌
倉
〜
南
北
朝
時
代
の
写
本
な
ら
、
陽
明
文
庫
本
・
保
坂
本
・
中
山
本
・
平
瀬
本
・

橋
本
本
・
大
沢
本
・
御
物
各
筆
本
・
穂
久
邇
文
庫
本
・
伏
見
天
皇
本
・
白
描
絵
入
り
本
な
ど
が
、
七
〇
〇
年
の
時
を
超
え
て
今
に
伝
わ
っ
て
い
る
。
と
こ

ろ
が
、
こ
れ
ら
は
、
注
釈
書
の
底
本
に
は
採
用
さ
れ
て
い
な
い
。

加
藤
氏
は
、
主
と
し
て
大
島
本
を
底
本
に
し
た
活
字
校
注
書
ば
か
り
作
成
さ
れ
る
の
は
「
偏
頗
」
だ
か
ら
、
陽
明
文
庫
本
・
保
坂
本
・
…
…
を
底
本
に
し
た

活
字
校
釈
書
の
作
成
が
必
要
だ
と
考
え
て
お
ら
れ
る
よ
う
で
あ
る
。

ど
の
伝
本
を
底
本
に
す
る
の
で
あ
れ
、
本
格
的
な
活
字
校
注
書
が
作
ら
れ
な
く
な
っ
て
久
し
い
か
ら
、
二
〇
二
〇
年
代
、
若
し
く
は
、
二
〇
三
〇
年
代
に
作

成
さ
れ
る
こ
と
は
、
皆
の
願
い
で
あ
る
。

本
拙
稿
の
目
的
は
、
そ
の
活
字
校
注
書
の
底
本
を
、『
源
氏
物
語
』
後
編
の
巻
々
に
つ
い
て
は
、
加
藤
氏
が
第
一
に
挙
げ
た
陽
明
文
庫
本
（
略
称
：
陽
明
本
）

で
は
な
く
、
大
島
本
か
そ
れ
に
似
た
本
文
の
伝
本
に
す
べ
き
で
あ
る
こ
と
を
明
確
に
す
る
こ
と
に
あ
る
。
大
島
本
の
ほ
う
が
陽
明
本
よ
り
も
古
態
性
を
持
つ
と

考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
を
第
二
節
以
下
明
ら
か
に
し
て
行
き
た
い
。

な
お
、
第
二
の
保
坂
本
以
下
は
、
陽
明
本
が
新
活
字
校
注
書
の
底
本
に
な
る
資
格
が
無
い
以
上
、
底
本
に
な
る
資
格
が
無
い
の
は
明
ら
か
で
あ
る
。
な
ぜ
な
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ら
、
伊
井
春
樹
氏
・
伊
藤
鉃
也
氏
等
編
『
源
氏
物
語
別
本
集
成
』
第
一
巻
2
で
、
陽
明
本
が
底
本
に
取
り
上
げ
ら
れ
た
経
緯
を
示
す
序
文
が
書
き
綴
ら
れ
た
際
、

陽
明
本
が
「
現
在
の
研
究
時
点
で
最
善
と
思
わ
れ
る
本
文
」
と
評
価
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。「
現
在
」
と
は
同
書
が
刊
行
さ
れ
た
一
九
八
八
年
九
月
の
こ

と
で
あ
る
が
、
そ
の
後
、
こ
の
「（
別
本
の
中
で
）
最
善
」
と
い
う
評
価
を
撤
回
す
る
言
説
を
見
た
こ
と
が
な
い
。

第
一
節　

阿
部
秋
生
氏
の
い
わ
ゆ
る
甲
類
の
巻

阿
部
秋
生
氏
は
、
陽
明
本
源
氏
物
語
全
十
三
帖
を
甲
類
、
乙
類
、
丙
類
、
戊
類
、
壬
類
に
分
け
て
い
る
。
甲
類
は
鎌
倉
中
期
、
乙
類
・
丙
類
・
戊
類
は
鎌
倉

末
期
か
ら
南
北
朝
時
代
に
か
け
て
の
補
写
、
壬
類
は
江
戸
初
期
の
補
写
で
あ
る
3
。

本
拙
稿
で
は
、
甲
類
、
即
ち
、
古
写
の
巻
で
あ
る
、
橋
姫
（
第
一
〇
丁
迄
）、
椎
本
巻
、
早
蕨
巻
、
宿
木
巻
、
東
屋
巻
、
浮
舟
巻
、
手
習
巻
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

基
準
4
と
し
て
用
い
る
の
は
、
現
在
公
刊
さ
れ
て
い
る
も
の
の
な
か
で
最
善
本
と
思
わ
れ
る
、
尾
州
家
本
見
セ
消
チ
補
入
前
本
文
（
以
下
、
尾
前
と
略
称

す
る
こ
と
が
あ
る
）
で
あ
る
。
同
本
の
性
格
に
つ
い
て
は
、
前
拙
稿
「
河
内
本
系
善
本
を
求
め
て
」5
、
前
拙
稿
「
青
表
紙
本
改
訂
の
必
要
性
」6
、
前
拙
稿
「
源

氏
物
語
宿
木
前
半
評
釈
（
１
）」7
三
六
三
頁
一
八
行
目
か
ら
三
六
二
頁
一
四
行
目
な
ど
で
記
し
て
お
い
た
の
で
、参
照
さ
れ
た
い
。
同
本
を
引
用
す
る
に
当
た
っ

て
、『
尾
州
家
河
内
本　

源
氏
物
語
』（
影
印
本
）8
を
利
用
す
べ
き
で
あ
る
（
以
下
、
こ
の
出
版
物
を
カ
ラ
ー
版
影
印
と
呼
ぶ
こ
と
が
あ
る
）。
新
日
本
古
典
文

学
大
系
（
以
下
、
新
大
系
と
略
す
こ
と
が
あ
る
）『
源
氏
物
語
』
全
五
巻
9
の
第
四
巻
「
総
角
」
第
３
８
節
に
、
匂
宮
の
お
供
た
ち
が
宇
治
を
訪
れ
た
際
、
宇

治
中
の
君
に
つ
い
て
、
噂
し
あ
う
一
節
が
あ
る
。

…
…
人
の
御
上
は
、
か
ゝ
る
山
隠が
く

れ
な
れ
ど
、
を
の
づ
か
ら
聞き

こ
ゆ
る
も
の
な
れ
ば
、「
い
と
お
か
し
げ
に
こ
そ
も
の
し
給
な
れ
」「
筝さ
う

の
琴こ
と

上じ
や
う
ず手
に
て
、

故こ

宮
の
明あ

け
暮く

れ
遊あ

そ

び
な
ら
は
し
給
け
れ
ば
」
な
ど
、
口く

ち

〴
〵
言い

ふ
。

こ
の
「
お
か
し
け
に
」
の
一
文
節
は
、白
黒
版
の
尾
州
家
本
影
印
で
は
、ど
う
し
て
も
「
か
」
が
片
仮
名
の
「
ハ
」
に
見
え
て
し
ま
う
。
と
こ
ろ
が
、カ
ラ
ー
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四

版
影
印
で
は
、「
か
」
と
判
読
す
る
こ
と
が
で
き
、
形
容
動
詞
「
を
か
し
げ
な
り
」（
の
連
用
形
）
な
ら
、
宇
治
中
の
君
を
形
容
す
る
語
と
し
て
、
適
格
で
あ
る
。

や
は
り
、
カ
ラ
ー
版
影
印
は
、
文
字
が
鮮
明
な
の
で
あ
る
。
カ
ラ
ー
で
あ
る
こ
と
の
恩
恵
は
私
は
あ
ま
り
感
じ
て
い
な
い
が
、
印
刷
が
鮮
明
で
あ
る
こ
と
の
恩

恵
は
心
か
ら
感
じ
て
い
る
10
。
そ
の
カ
ラ
ー
版
影
印
の
私
の
翻
字
の
横
に
、
参
考
ま
で
に
、
一
部
釈
文
に
直
さ
れ
た
大
島
本
の
本
文
を
、
新
大
系
に
基
づ
き
、

記
し
て
お
く
。

尾
州
家
本
古
写
の
巻
々
の
う
ち
、
池
田
亀
鑑
氏
『
古
典
の
批
判
的
処
置
に
関
す
る
研
究
』
第
二
部
11
二
九
一
〜
二
九
二
頁
で
い
う
「
混
成
」
の
巻
々
、
及
び

補
写
の
巻
は
、
前
述
の
、
橋
姫
（
第
一
〇
丁
迄
）、
椎
本
巻
、
早
蕨
巻
、
宿
木
巻
、
東
屋
巻
、
浮
舟
巻
、
手
習
巻
の
七
帖
の
中
で
は
、
椎
本
と
早
蕨
が
該
当
す
る
。

椎
本
と
早
蕨
に
つ
い
て
は
、
基
準
と
し
て
用
い
る
最
善
本
と
し
て
、
大
島
本
の
本
文
を
記
し
て
お
き
た
い
。
も
っ
と
も
、
早
蕨
巻
に
は
定
家
本
が
あ
る
。
定
家

本
と
、
青
表
紙
本
系
大
島
本
と
で
、
ど
ち
ら
が
古
態
性
を
持
っ
て
い
る
か
は
、
本
拙
稿
の
テ
ー
マ
か
ら
著
し
く
離
れ
る
の
で
、
述
べ
な
い
が
、
通
説
に
基
づ
き
、

定
家
本
の
ほ
う
が
古
態
を
有
す
る
と
見
て
お
く
。
早
蕨
巻
に
つ
い
て
は
、
基
準
と
し
て
用
い
る
最
善
本
と
し
て
、
定
家
本
を
掲
出
す
る
。
掲
出
に
当
た
っ
て
は
、

影
印
本
12
を
私
に
翻
字
し
た
も
の
を
用
い
る
こ
と
に
す
る
。

第
二
節　

平
安
時
代
の
語
義
・
語
法
を
知
ら
な
い
こ
と
に
起
因
す
る
改
竄

或
る
異
同
箇
所
に
於
い
て
、
一
つ
の
伝
本
で
は
ａ
、
別
の
一
つ
の
伝
本
で
は
ｂ
で
あ
る
と
き
、
ａ
、
ｂ
の
ど
ち
ら
が
古
態
性
を
持
つ
と
判
断
で
き
る
か
。
そ

れ
は
や
は
り
、
ａ
、
ｂ
そ
れ
ぞ
れ
に
就
い
て
、
他
の
巻
の
用
例
、
同
じ
巻
の
他
の
段
落
の
用
例
を
全
覧
し
、
考
察
し
て
ゆ
く
の
が
最
善
で
あ
ろ
う
。

例
え
ば
、
桐
壺
巻
に
、
桐
壷
更
衣
の
母
が
、
桐
壺
帝
の
使
い
で
訪
問
し
た
命
婦
と
対
話
す
る
場
面
が
あ
る
。

く
れ
ま
と
ふ
心
の
や
み
も
た
え
か
た
き
（
ナ
シ
）
か
た
は
し
を
た
に
（
か
た
へ
）
は
る
く
許
に
（
な
ん
）
き
こ
え
ま
ほ
し
う
（
い
と
き
こ
え
ま
ほ
し
う
）

侍
を
（
一
三
・
１
４
）
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五

に
つ
い
て
、
括
弧
で
括
ら
れ
て
い
な
い
本
文
が
青
表
紙
本
本
文
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
釈
文
に
直
す
と
、
以
下
の
よ
う
な
新
大
系
上
段
に
な
る
。

「
く
れ
ま
ど
ふ
心
の
闇や

み

も
耐た

へ
が
た
き
片
端は
し

を
だ
に
晴は

る
く
ば
か
り
に
聞き

こ
え
ま
ほ
し
う
侍
を
、（「
桐
壺
」。
第
一
巻
一
三
頁
六
〜
七
行
目
）

こ
の
一
節
に
つ
い
て
、
渡
辺
実
氏
は
次
の
よ
う
に
解
説
し
て
い
る
。

…
…
い
っ
た
い
ど
れ
だ
け
の
事
柄
が
盛
り
こ
ま
れ
て
い
る
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。桐
壺
更
衣
母
が
失
っ
た
娘
を
思
う
親
心
の
闇
に
沈
ん
で
い
る
こ
と
、

そ
れ
は
目
も
く
れ
心
も
惑
う
ほ
ど
で
あ
る
こ
と
、
そ
の
親
心
の
悲
嘆
に
は
堪
え
ら
れ
そ
う
も
な
い
こ
と
、
そ
の
心
の
悲
嘆
を
聞
い
て
も
ら
っ
て
も
ど
う
せ

す
っ
か
り
心
が
晴
れ
る
は
ず
も
な
い
と
は
わ
か
っ
て
い
る
も
の
の
、
悲
嘆
の
か
た
は
し
が
晴
れ
る
か
も
し
れ
な
い
程
度
に
だ
け
で
も
話
を
聞
い
て
ほ
し
い

と
思
っ
て
い
る
こ
と
、
等
々
、
一
つ
一
つ
数
え
立
て
れ
ば
内
容
は
、
何
項
目
か
に
お
よ
ぶ
で
あ
ろ
う
。13

複
雑
な
内
容
が
凝
集
さ
れ
た
引
き
締
ま
っ
た
表
現
が
、
河
内
本
で
は
、
平
板
な
文
章
と
な
っ
て
し
ま
う
。
吉
岡
氏
が
括
弧
で
括
っ
た
の
が
、
河
内
本
の
異
文

で
あ
る
が
、
別
本
の
陽
明
本
も
、

【
陽
明
本
】「
く
れ
惑
ふ
心
の
闇
も
、
す
こ
し
は
る
く
ば
か
り
な
ん
、
聞
こ
え
さ
せ
ま
ほ
し
う
は
べ
る
を
、　　
（
第
１
４
節
一
二
〜
一
三
行
目
）

と
河
内
本
に
近
い
14
。

私
は
、
青
表
紙
本
の
本
文
は
、
河
内
本
と
比
較
し
て
遥
か
に
文
学
的
に
優
れ
て
い
る
と
思
う
。
し
か
し
、
文
学
的
に
優
れ
て
い
る
か
ら
青
表
紙
本
が
古
態
性

を
持
つ
と
判
断
し
て
い
る
わ
け
で
は
決
し
て
な
い
。
古
態
性
／
非
古
態
性
の
判
断
の
根
拠
は
、
青
表
紙
本
の
持
つ
「
か
た
は
ら
」
の
二
〇
数
例
、
河
内
本
の
持

つ
「
か
た
へ
」
の
二
〇
数
例
で
あ
る
。
吉
岡
氏
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
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六

…
…
「
か
た
は
し
」
が
〈
物
の
一
方
の
端
〉
あ
る
い
は
〈
物
事
の
ご
く
一
部
〉
の
意
で
あ
る
の
に
対
し
、「
か
た
へ
」
は
〈
対
に
な
っ
て
い
る
も
の
の
片
方
〉

と
い
う
の
が
基
本
的
意
味
で
あ
り
、し
た
が
っ
て
物
事
の
部
分
を
指
す
場
合
で
も
、〈
一
部
〉と
い
う
よ
り
も〈
半
分
ぐ
ら
い
、半
ば
〉に
近
い
意
と
思
わ
れ
る
。

ま
た
、
用
例
を
検
す
る
と
、「
か
た
は
し
」
は
源
氏
物
語
に
二
五
例
あ
る
が
、〈
先
端
〉
の
意
の
一
例
を
除
く
と
、〈
事
物
の
一
部
〉
の
意
が
一
四
例
、〈
思

い
・
気
持
の
一
端
〉
の
意
が
一
〇
例
で
あ
る
。
前
者
の
一
四
例
も
、
そ
の
〈
事
物
〉
は
す
べ
て
、
話
や
手
紙
の
内
容
・
事
情
・
技
能
と
い
っ
た
、
事
物
と

呼
ぶ
の
が
不
適
当
な
、
数
に
換
算
し
に
く
い
も
の
ば
か
り
で
あ
る
。
一
方
「
か
た
へ
」
の
二
八
例
は
、〈
か
た
は
ら
〉
の
意
が
五
例
、〈
原
因
の
一
半
〉
の

意
が
八
例
、
残
り
の
一
五
例
が
〈
事
物
の
一
部
〉
の
意
だ
が
、
そ
の
〈
事
物
〉
の
大
部
分
は
人
間
や
車
と
い
っ
た
、
数
に
換
算
可
能
な
も
の
で
あ
り
、〈
思

い
・
気
持
の
一
端
〉
と
い
う
例
は
一
例
も
な
い
。
以
上
の
こ
と
か
ら
、
河
内
本
の
「
か
た
へ
」
は
中
古
語
と
し
て
は
誤
用
と
い
っ
て
よ
い
。15

こ
の
よ
う
に
、
ａ
「
か
た
は
ら
」
／
ｂ
「
か
た
へ
」
の
古
態
性
／
非
古
態
性
の
判
断
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
語
義
・
ニ
ュ
ア
ン
ス
・
用
法
を
帰
納
的
に
割
り
出
し
、

そ
れ
に
基
づ
い
て
考
察
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
れ
に
基
づ
い
て
考
察
し
た
結
果
、
河
内
本
本
文
の
非
古
態
性
、
青
表
紙
本
が
河
内
本
と
比
べ
た
ら
古
態
性
を
持
っ

て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
と
い
う
結
論
が
出
た
よ
う
で
あ
る
。

ま
た
、
私
は
、
青
表
紙
本
の
本
文
は
、
陽
明
本
と
比
較
し
て
遥
か
に
文
学
的
に
優
れ
て
い
る
と
思
う
。
し
か
し
、
青
表
紙
本
／
陽
明
本
の
対
立
に
つ
い
て
ど

ち
ら
の
ほ
う
が
古
態
性
を
持
っ
て
い
る
か
は
、
陽
明
本
が
「
か
た
へ
」
と
い
う
本
文
を
持
っ
て
い
な
い
以
上
、
判
定
で
き
な
い
と
考
え
る
。
こ
の
異
同
箇
所
は
、

陽
明
本
の
非
古
態
性
を
判
断
す
る
根
拠
の
一
つ
に
加
え
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

で
は
、

﹇
異
同
箇
所
そ
の
１
﹈

定
家
本

（
薫
の
匂
宮
へ
の
詞
）「
…
…
あ
か
ぬ
む
か
し
の
な
こ
り
を
ま
た
た
つ
ぬ
へ
き
か
た
も
侍
ら
ね
は
お
ほ
か
た
に
は
な
に
こ
と
に
つ
け
て
も
心
よ
せ
き
こ
ゆ
へ

き
人
と
な
む
お
も
ふ
た
ま
ふ
る
を
…
…
」（「
早
蕨
」。
６
オ
４
〜
７
行
目
）（
括
弧
、
鉤
括
弧
、
…
…
は
、
私
に
補
っ
た
）
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七

陽
明
本

お
ほ
か
た
も
あ
か
ぬ
む
か
し
の
な
こ
り
も
又
た
つ
ぬ
へ
き
か
た
も
は
へ
ら
ね
は
な
に
こ
と
に
（
※
）
つ
け
て
も
心
よ
せ
き
こ
ゆ
へ
き
人
と
な
ん
思
給
ふ
る

を
（
同
巻
。
６
オ
‐
４
〜
８
行
目
。
※
の
「
に
」
は
虫
喰
い
の
た
め
、
判
読
し
に
く
い
）16

は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
他
巻
の
「
お
ほ
か
た
」
の
用
例
を
挙
げ
て
ゆ
き
た
い
。
な
お
、
他
巻
の
用
例
を
挙
げ
る
際
、
大
島
本
と
陽
明
本
の
本
文
を
併
記
す
る
の

を
原
則
と
す
る
。
し
か
し
、
陽
明
本
が
補
写
で
あ
る
巻
に
つ
い
て
は
、
そ
の
陽
明
本
の
本
文
を
記
す
代
わ
り
に
、『
源
氏
物
語
大
成　

校
異
篇
』17
に
基
づ
い
て
、

他
の
伝
本
の
本
文
を
記
す
こ
と
に
し
た
い
。

●
大
島
本

お
ほ
か
た
に
花
の
す
が
た
を
見み

ま
し
か
ば
露
も
心
の
お
か
れ
ま
し
や
は
（「
花
宴
」。
新
大
系
第
一
巻
二
七
五
頁
一
五
行
目
）

（『
源
氏
物
語
大
成　

校
異
篇
』
に
拠
れ
ば
、
こ
の
部
分
異
文
ナ
シ
）

藤
壺
の
心
内
文
で
あ
り
、
恋
愛
感
情
を
抜
き
に
し
て
光
源
氏
を
見
る
な
ら
、
隔
て
を
置
く
こ
と
は
全
く
な
い
は
ず
だ
が
、
実
際
に
は
、
恋
愛
感
情
を
持
っ
て
光

源
氏
を
見
て
し
ま
う
か
ら
、
警
戒
心
を
抱
い
て
し
ま
う
、
と
い
う
気
持
ち
で
あ
る
。

●
大
島
本

大お
ほ
か
た方
に
て
は
あ
り
が
た
く
あ
は
れ
な
る
人
の
御
心
な
れ
ば
、
こ
よ
な
く
も
も
て
な
し
が
た
く
て
対た
い
め
む面
し
給
ふ
。（「
総
角
」。
新
大
系
第
四
巻
三
八
九
頁

一
四
〜
一
五
行
目
）
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八

尾
前

お
ほ
か
た
に
て
は
あ
り
か
た
う
あ
は
れ
な
る
人
の
御
心
な
れ
は
こ
よ
な
う
も
て
な
し
か
た
う
て
た
い
め
し
た
ま
ふ
（「
総
角
」。
８
オ
１
〜
３
行
目
）

（『
源
氏
物
語
大
成　

校
異
篇
』
に
拠
れ
ば
、
こ
の
部
分
異
文
ナ
シ
。
音
便
の
有
無
は
、
こ
こ
に
記
す
べ
き
異
文
だ
と
考
え
な
い
）

新
大
系
は
、「
大
方
に
て
は
」に
、「
一
般
の
人
と
し
て
み
れ
ば（
薫
は
）世
に
も
稀
な
情
の
深
い
お
人
柄
な
の
で
。
色
恋
の
筋
を
除
い
て
は
、の
意
。」と
施
注
す
る
。

●
大
島
本

宮
の
お
ぼ
し
よ
る
め
り
し
筋す
じ

は
、い
と
似に

げ
な
き
事
に
お
も
ひ
離は
な

れ
て
、大お
ほ
か
た方
の
御
後う
し
ろ
み見
は
、わ
れ
な
ら
で
は
又
た
れ
か
は
、と
お
ぼ
す
と
や
。（
新
大
系
。

「
総
角
」。
巻
末
）

尾
前

宮
の
お
ほ
し
よ
る
め
り
し
す
ち
は
い
と
に
け
な
き
事
に
思
ひ
は
な
れ
て
お
ほ
か
た
の
御
う
し
ろ
み
は
我
な
ら
て
は
又
た
れ
か
は
と
お
ほ
す
と
や
（
同
巻

巻
末
）

（『
源
氏
物
語
大
成　

校
異
篇
』
に
拠
れ
ば
、
こ
の
部
分
、
論
旨
を
左
右
す
る
よ
う
な
重
要
な
異
文
ナ
シ
）

薫
は
、「
宮
の
お
ぼ
し
よ
る
め
り
し
筋す
じ

は
、
い
と
似に

げ
な
き
事
に
お
も
ひ
離は
な

れ
て
、」、
即
ち
、
好
色
め
い
た
気
持
ち
を
抱
か
ず
に
中
の
君
の
「
大
方
の
後
見
」

を
し
よ
う
と
心
に
決
め
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、「
お
ほ
か
た
」は
、「
恋
愛
感
情
を
抜
き
に
し
た
」と
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
含
ま
れ
て
い
る
か
ら
、異
同
箇
所
そ
の
１
の
大
島
本
の
文
章
は
、私（
＝

薫
）
は
、
中
の
君
様
を
恋
愛
感
情
抜
き
で
、
何
ご
と
に
つ
け
て
も
、
お
世
話
し
た
い
、
と
夫
の
匂
宮
に
言
っ
て
い
る
わ
け
で
、
実
に
よ
く
意
味
が
通
じ
る
。
陽

明
本
書
写
者
は
、「
お
ほ
か
た
」
が
持
っ
て
い
る
そ
の
よ
う
な
微
妙
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
理
解
せ
ず
、勝
手
に
、「
飽あ

か
ぬ
む
か
し
の
な
ご
り
」
の
上
に
持
っ
て
行
っ

て
し
ま
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
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九

﹇
異
同
箇
所
そ
の
２
﹈

大
島
本

【
八
宮
は
】
世
に
心
と
ゞ
め
給
は
ね
ば
、
出
で
立
ち
い
そ
ぎ
を
の
み
お
ぼ
せ
ば
、
涼す
ゞ

し
き
道
に
も
お
も
む
き
給
ぬ
べ
き
を
、（「
椎
本
」。
新
大
系
第
四
巻
三

四
六
頁
二
〜
三
行
目
）

陽
明
本

よ
に
心
と
ゝ
め
給
は
ぬ
は
い
て
た
ち
な
ん
い
そ
き
を
の
み
お
ほ
せ
は
す
ゝ
し
き
み
ち
に
も
お
も
ふ
き
給
ぬ
へ
き
を
（
同
巻
。
９
ウ
‐
４
〜
７
行
目
）

大
島
本
の
「
出
で
た
ち
い
そ
ぎ
」
は
、「
往
生
を
願
う
、
死
出
の
旅
立
ち
へ
の
準
備
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
（
新
大
系
脚
注
）。
大
宮
（
＝
頭
中
将
の
母
）
の

詞
の
中
に
、
用
例
が
あ
る
。

●
大
島
本

さ
べ
き
人
〳
〵
に
も
た
ち
を
く
れ
、
世よ

の
末す
ゑ

に
残
り
と
ま
れ
る
た
ぐ
ひ
を
、
人
の
上う
へ

に
て
い
と
心
づ
き
な
し
と
見み

は
べ
り
し
か
ば
、
出い

で
立た

ち
い
そ

ぎ
を
な
む
思お
も

ひ
も
よ
を
さ
れ
は
べ
る
に
、（「
行
幸
」。
新
大
系
第
三
巻
六
五
頁
四
〜
六
行
目
）

陽
明
本

さ
る
へ
き
人
〳
〵
に
も
た
ち
お
く
れ
よ
の
す
ゑ
に
の
こ
り
と
ま
れ
る
た
く
ひ
を
人
の
う
ゑ
に
て
い
と
心
つ
き
な
し
と
み
侍
り
し
か
は
い
て
た
ち
い
そ

き
を
な
ん
思
ひ
も
よ
を
さ
れ
侍
る
に
（
同
巻
。
１
１
オ
‐
２
〜
６
行
目
）

大
宮
は
、「
し
か
る
べ
き
身
内
の
者
た
ち
に
も
先
に
死
な
れ
、
晩
年
に
一
人
こ
の
世
に
生
き
残
っ
て
い
る
例
を
」（
新
大
系
当
該
頁
注
一
七
）、「
他
人
の
身
の
上

と
し
て
た
い
そ
う
厭
わ
し
い
と
見
て
ま
い
り
ま
し
た
の
で
」（
新
大
系
当
該
頁
注
一
八
）、「
出
で
立
ち
い
そ
ぎ
」
を
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
椎
本
巻
の
﹇
異
同

箇
所
そ
の
２
﹈
も
、「
出
で
立
ち
い
そ
ぎ
」
が
原
型
で
あ
ろ
う
。
陽
明
本
書
写
者
は
、そ
の
よ
う
な
意
味
で
の
「
出
で
立
ち
い
そ
ぎ
」
と
い
う
単
語
を
知
ら
な
か
っ
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一
〇

た
。
し
か
し
、「
出
で
立
つ
」
と
い
う
動
詞
は
知
っ
て
い
た
。
だ
か
ら
、
そ
れ
を
連
用
形
に
し
て
、
強
め
の
助
動
詞
「
ぬ
」
の
未
然
形
と
婉
曲
の
助
動
詞
「
む
」

の
連
体
形
を
付
け
加
え
た
の
で
あ
ろ
う
。

﹇
異
同
箇
所
そ
の
３
﹈

尾
前

か
の
御
あ
り
さ
ま
に
す
こ
し
も
お
ほ
え
た
ら
む
人
は
心
も
と
ま
り
な
ん
か
し
む
か
し
あ
り
け
ん
か
う
の
け
む
り
に
つ
け
て
た
に
い
ま
ひ
と
た
ひ
み
た
て
ま

つ
る
物
に
も
か
な
（「
宿
木
」。
８
オ
６
〜
１
０
行
目
）

大
島
本

か
の
【
＝
大
君
の
】
御
あ
り
さ
ま
に
す
こ
し
も
お
ぼ
え
た
ら
む
人
は
、
心こ
ゝ
ろも
と
ま
り
な
ん
か
し
、
む
か
し
あ
り
け
む
香か
う

の
煙け
ぶ
りに
つ
け
て
だ
に
、
い
ま
一
た

び
見み

た
て
ま
つ
る
物
に
も
が
な
（
同
巻
。
新
大
系
第
五
巻
三
五
頁
二
〜
四
行
目
）

陽
明
本

か
の
御
あ
り
さ
ま
に
す
こ
し
も
お
ほ
え
た
ら
ん
は
心
も
と
ま
り
な
ん
か
し
あ
り
け
む
か
う
の
け
ふ
り
に
つ
け
て
も
い
ま
ひ
と
た
ひ
み
た
て
ま
つ
ら
む
も
の

に
か
な
（
同
巻
。
一
四
ウ
‐
８
行
目
〜
一
五
オ
‐
４
行
目
）

陽
明
本
の
親
本
に
「
む
か
し
む
か
し
」
と
あ
っ
た
の
を
、
陽
明
本
書
写
者
は
助
動
詞
の
「
む
」
と
助
詞
の
「
か
し
」
の
合
わ
せ
て
三
字
が
二
度
繰
り
返
さ
れ

た
と
誤
読
し
、
二
度
目
の
「
む
か
し
」
を
削
除
、
一
度
目
の
「
む
か
し
」
の
仮
名
遣
い
を
「
ん
か
し
」
に
改
め
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
二
度
目
の
「
む
か

し
」
は
「
助
動
詞
と
助
詞
」
で
は
な
く
、
漢
字
で
書
け
ば
「
昔
」
と
書
く
べ
き
副
詞
で
あ
る
。

「
あ
り
け
む
香か
う

の
煙け

ぶ
り」

の
よ
う
に
、
当
事
者
（
こ
の
場
合
、
薫
）
が
見
聞
き
し
た
経
験
が
あ
る
、
と
い
う
意
味
の
「
あ
り
け
む
」
で
は
な
く
、
昔
話
と
し
て
、

書
物
で
読
ん
だ
り
伝
承
と
し
て
耳
で
聞
い
た
り
し
た
と
い
う
場
合
の
「
あ
り
け
む
」
に
は
、「
昔
」
と
い
う
副
詞
が
付
さ
れ
る
の
が
穏
当
で
あ
る
。
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一

●
大
島
本

む
か
し
あ
り
け
ん
も
の
の
変へ
む

化げ

め
き
て
、
う
た
て
思お
も

ひ
嘆な
げ

か
る
れ
ど
（「
夕
顔
」。
新
大
系
第
一
巻
一
一
四
頁
三
行
目
）

陽
明
本

む
か
し
あ
り
け
ん
へ
ん
け
の
物
め
き
て
う
た
て
お
も
ひ
な
け
か
（
※
）
る
れ
と
（
※
こ
の
「
か
」
の
右
横
に
下
に
「
へ
か
め
」）（
同
巻
。
１
９
オ
‐
３

〜
５
行
目
）

●
尾
前

む
か
し
あ
り
け
む
め
も
は
な
も
な
か
り
け
る
め
（
※
）
お
に
ゝ
や
あ
ら
ん
（「
手
習
」。
４
オ
一
〇
〜
一
一
行
目
。
※
の
「
め
」
に
「
目
」
の
振
り
漢
字
）

陽
明
本

む
か
し
あ
り
け
ん
め
も
は
な
も
な
き
め
を
に
ゝ
や
あ
ら
ん
（
同
巻
。
６
オ
‐
５
〜
７
行
目
）

新
大
系
は
、
前
者
の
夕
顔
巻
の
文
章
に
関
し
て
「
昔
あ
っ
た
ら
し
い
何
か
の
化
身
み
た
い
で
、（
女
は
）
ま
す
ま
す
思
い
嘆
か
ず
に
い
ら
れ
な
い
け
れ
ど
。

昔
語
り
に
あ
る
三
輪
山
式
の
話
型
の
伝
承
か
何
か
を
思
い
合
わ
せ
る
夕
顔
」
と
施
注
し
て
い
る
。
後
者
の
手
習
巻
の
文
章
は
、
新
大
系
は
「
昔
あ
り
け
む
目め

も

鼻は
な

も
な
か
り
け
る
女め

鬼お
に

に
や
あ
ら
ん
」
と
、漢
字
の
宛
て
方
を
除
い
て
尾
前
と
同
文
で
あ
る
（
第
五
巻
三
二
七
頁
一
五
行
目
）
が
、注
は
「
目
も
鼻
も
な
い
、の
っ

ぺ
ら
ぼ
う
の
女
鬼
。
出
典
未
詳
」
で
あ
る
。

こ
れ
ら
二
例
か
ら
考
え
て
、「
あ
り
け
む
香
の
煙
」
に
前
に
「
昔
」
が
付
く
尾
前
の
本
文
が
原
型
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

以
上
、
本
節
で
は
三
箇
所
に
つ
い
て
、
尾
前
及
び
青
表
紙
本
系
大
島
本
が
原
型
で
あ
り
、
陽
明
本
本
文
は
こ
う
し
た
本
文
を
改
竄
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を

述
べ
て
来
た
。

異
同
箇
所
そ
の
１
に
つ
い
て
は
、「
お
ほ
か
た
」
と
い
う
語
の
他
の
巻
の
用
例
数
例
か
ら
帰
納
的
に
そ
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
あ
ぶ
り
だ
し
、そ
れ
に
基
づ
き
つ
つ
、

「
心
寄よ

せ
き
こ
ゆ
べ
き
人
と
な
ん
思
ふ
べ
き
人
と
な
ん
思
ふ
た
ま
ふ
る
」
の
直
前
に
「
お
ほ
か
た
」
が
来
る
本
文
が
原
型
だ
と
判
断
し
た
の
で
あ
る
。
他
の
巻
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一
二

の
用
例
を
収
集
す
る
上
で
、
各
種
語
彙
用
例
総
索
引
を
使
用
し
た
。
諸
伝
本
が
書
写
さ
れ
た
際
、
語
彙
用
例
総
索
引
に
該
当
す
る
も
の
は
作
ら
れ
て
い
な
か
っ

た
は
ず
で
あ
る
。
従
っ
て
、
藤
原
定
家
が
、
親
本
の
「
お
ほ
か
た
」
が
も
っ
と
上
の
位
置
に
あ
っ
た
に
も
拘
ら
ず
、
語
彙
用
例
総
索
引
を
用
い
て
、「
お
ほ
か
た
」

と
は
「
恋
愛
感
情
を
抜
き
に
し
た
」
と
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
で
あ
る
こ
と
を
察
知
し
、「
お
ほ
か
た
」
を
現
在
の
位
置
に
移
動
さ
せ
た
と
い
う
想
定
は
し
に
く
い
。

ま
た
、
異
同
箇
所
そ
の
２
に
つ
い
て
言
え
ば
、
原
型
は
、
ｂ
「
い
て
た
ち
な
ん
い
そ
き
を
の
み
お
ほ
せ
は
」
か
、
そ
れ
に
似
た
本
文
で
あ
っ
た
の
に
、
行
幸

巻
の
、
新
大
系
で
言
え
ば
第
三
巻
六
五
頁
四
〜
六
行
目
に
「
出
で
立
ち
い
そ
ぎ
」
と
い
う
単
語
が
あ
る
こ
と
に
基
づ
き
つ
つ
、
ａ
「
い
て
た
ち
い
そ
き
を
の
み

お
ほ
せ
は
」
の
よ
う
な
本
文
に
改
竄
し
た
、
と
い
う
想
定
が
可
能
で
あ
ろ
う
か
。

ａ
に
近
い
単
語
の
所
在
地
が
、
ど
こ
か
の
巻
の
巻
頭
な
ど
記
憶
に
残
り
や
す
い
場
所
で
あ
る
と
き
、
ま
た
、
そ
の
異
同
箇
所
と
同
じ
半
葉
や
同
じ
見
開
き
の

半
葉
な
ど
目
に
付
き
や
す
い
場
所
で
あ
る
と
き
は
、
可
能
で
あ
ろ
う
。

例
え
ば
、
総
角
巻
末
近
く
か
ら
早
蕨
巻
頭
に
か
け
て
、
紫
上
の
死
と
そ
の
追
悼
の
文
章
に
酷
似
す
る
と
こ
ろ
が
大
い
に
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
早
蕨
巻
頭
の

●
定
家
本

や
ふ
し
わ
か
ね
は
春
の
ひ
か
り
を
み
た
ま
ふ
に
つ
け
て
も

陽
明
本

や
ふ
し
わ
か
ね
は
春
の
け
し
き
を
み
た
ま
ふ
に
つ
け
て
も

の
異
同
に
関
し
て
、
私
は
幻
巻
頭

●
大
島
本

春
の
ひ
か
り
を
み
給
に
つ
け
て
も
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三

陽
明
本

は
る
の
ひ
か
り
を
み
た
ま
ふ
に
つ
け
て
も

を
根
拠
に
し
て
、
定
家
本
を
始
め
と
す
る
青
表
紙
本
の
本
文
が
原
型
で
あ
っ
た
と
思
い
た
い
。
し
か
し
、「
春
の
光
を
見
給
ふ
」
と
い
う
語
句
が
幻
巻
の
巻
頭

に
あ
っ
た
の
に
基
づ
い
て
、
藤
原
定
家
が
「
け
し
き
」
を
「
ひ
か
り
」
に
書
き
換
え
た
と
い
う
可
能
性
も
考
え
ら
れ
て
し
ま
う
。
そ
の
た
め
、
早
蕨
巻
頭
を
陽

明
本
改
竄
の
箇
所
の
一
つ
に
加
え
る
の
を
差
し
控
え
た
。

そ
れ
と
違
っ
て
、
行
幸
巻
の
、
新
大
系
で
言
え
ば
第
三
巻
六
五
頁
四
〜
六
行
目
に
基
づ
い
て
青
表
紙
本
側
が
、
陽
明
本
側
の
元
の
形
を
書
き
換
え
た
、
と
い

う
想
定
は
し
に
く
い
の
で
あ
る
。

第
三
節　

出
典
と
な
っ
た
和
歌
・
催
馬
楽
を
知
ら
な
い
こ
と
に
起
因
す
る
改
竄

次
の
よ
う
に
、
和
歌
や
催
馬
楽
を
踏
ま
え
て
書
か
れ
た
一
節
に
、
異
同
が
生
じ
る
こ
と
も
あ
る
。

﹇
異
同
箇
所
そ
の
１
﹈

定
家
本

い
と
ふ
に
は
え
て
の
ひ
は
へ
る
命
の
つ
ら
く
（「
早
蕨
」。
１
３
オ
一
〜
二
行
目
）

陽
明
本

い
と
そ
う
き
に
は
へ
て
の
ひ
侍
い
の
ち
の
つ
ら
く
（
同
巻
。
１
３
ウ
‐
１
１
行
目
〜
１
４
オ
‐
１
行
目
）
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﹇
異
同
箇
所
そ
の
２
﹈

尾
前

あ
さ
か
ほ
の
は
か
な
け
に
て
ま
し
り
た
る
を
な
を
こ
と
に
め
と
ま
る
心
ち
し
給
あ
く
る
ま
さ
き
て
と
か
（「
宿
木
」。
１
４
オ
２
〜
４
行
目
）

大
島
本

朝あ
さ
が
ほ顔
の
は
か
な
げ
に
て
ま
じ
り
た
る
を
、
猶
こ
と
に
目め

と
ま
る
心
地
し
給
。
明あ

く
る
間ま

咲さ

き
て
と
か
、（
同
巻
。
新
大
系
第
五
巻
四
〇
頁
八
〜
九
行
目
）

陽
明
本

あ
さ
か
ほ
の
は
か
な
け
に
て
ま
し
り
た
る
を
な
を
こ
と
に
め
と
ま
る
心
ち
し
給
は
あ
く
る
さ
ま
に
て
と
か
（
同
巻
。
２
４
ウ
‐
７
〜
１
０
行
目
）

﹇
異
同
箇
所
そ
の
３
﹈

定
家
本

こ
の
ふ
し
み
を
あ
ら
し
は
て
む
も
（「
早
蕨
」。
７
オ
２
行
目
）

陽
明
本

こ
の
ふ
し
み
を
さ
へ
あ
ら
し
は
て
ん
も
（
同
巻
。
７
オ
‐
５
〜
６
行
目
）

﹇
異
同
箇
所
そ
の
４
﹈

尾
前

た
け
ふ
の
こ
う
に
う
つ
ろ
ひ
た
ま
ふ
と
も
（「
浮
舟
」。
４
５
オ
９
行
目
）

陽
明
本

た
け
く
ま
の
こ
う
に
う
つ
ろ
い
給
と
も
（
同
巻
。
５
６
ウ
‐
３
〜
４
行
目
）

異
同
箇
所
そ
の
１
は
『
後
撰
和
歌
集
』
の
「
あ
や
し
く
も
い
と
ふ
に
は
ゆ
る
心
か
な
い
か
に
し
て
か
は
思
ひ
や
む
べ
き
」18
、
そ
の
２
は
『
花
鳥
余
情
』
所

引
の
「
あ
さ
が
ほ
は
常
な
き
花
の
色
な
れ
や
あ
く
る
ま
咲
き
て
う
つ
ろ
ひ
に
け
り
」19
、
そ
の
３
は
『
古
今
和
歌
集
』
の
「
い
ざ
こ
こ
に
わ
が
世
は
経
な
む
菅

－ 246 － － 247 －



陽
明
本
源
氏
物
語
後
編
の
改
竄

一
五

原
や
伏
見
の
里
の
荒
れ
ま
く
も
惜
し
」20
、
そ
の
４
は
『
催
馬
楽
』
の
「
道
の
口　

武
生
の
国
府
に　

我
は
あ
り
と　

親
に
申
し
た
べ　

心
あ
ひ
の
風
や　

さ

き
む
だ
ち
や
」21
に
基
づ
い
た
一
節
で
あ
る
か
ら
、
尾
前
や
定
家
本
、
大
島
本
側
が
古
態
性
を
持
ち
、
陽
明
本
本
文
が
こ
れ
に
誤
写
と
改
竄
を
加
え
た
結
果
で

き
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
尾
前
の
書
写
者
や
青
表
紙
本
の
書
写
は
、
平
安
時
代
人
が
よ
く
知
っ
て
い
た
和
歌
や
催
馬
楽
を
よ
く
知
っ
て
い

た
、
或
い
は
、
良
く
知
っ
て
い
た
書
写
者
が
書
写
し
た
写
本
を
親
本
に
し
た
。
陽
明
本
や
そ
の
親
本
の
書
写
者
は
よ
く
知
ら
な
か
っ
た
、
と
考
え
ら
れ
る
。

例
え
ば
、
異
同
箇
所
そ
の
１
に
関
し
て
は
、

い
と
ふ
に
は
え
て

←　
（
仮
名
違
い
で
）

い
と
う
に
は
え
て

←　
（「
い
と
」
が
副
詞
、「
う
」
が
形
容
詞
「
憂
し
」
の
語
幹
と
判
断
し
て
）

い
と
う
き
に
は
え
て

←　
（
係
助
詞
を
加
え
て
）

い
と
そ
う
き
に
は
え
て

と
い
う
よ
う
な
道
筋
で
、
で
き
あ
が
っ
た
本
文
で
あ
る
と
推
測
さ
れ
る
。

異
同
箇
所
そ
の
２
は
、

あ
く
る
ま
さ
き
て
と
か

←　
（「
き
」
を
「
に
」
と
誤
読
・
誤
写
し
て
）

あ
く
る
ま
さ
に
て
と
か
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←　
（
こ
の
ま
ま
で
は
通
じ
な
い
の
で
、「
ま
」
と
「
さ
」
と
の
間
で
文
字
の
転
倒
が
起
こ
っ
た
も
の
と
判
断
し
て
）

あ
く
る
さ
ま
に
て
と
か

と
い
う
道
筋
が
考
え
ら
れ
る
。

第
四
節　

親
本
若
し
く
は
陽
明
本
自
身
の
不
適
切
な
漢
字
表
記
に
起
因
す
る
改
竄

薫
が
中
の
君
と
対
談
、位
の
不
如
意
を
嘆
く
男
よ
り
も
自
分
の
よ
う
に
大
君
と
の
恋
愛
の
こ
と
で
い
つ
ま
で
も
く
よ
く
よ
し
て
い
る
自
分
の
方
が
罪
が
深
い
、

と
自
嘲
す
る
場
面
が
あ
る
。

﹇
異
同
箇
所
そ
の
１
﹈

尾
前

つ
か
さ
く
ら
ゐ
な
と
い
ひ
て
た
い
し
に
す
め
る
こ
と
わ
り
の
う
れ
へ
に
つ
け
て
な
け
き
お
も
ふ
人
よ
り
も
こ
れ
や
い
ま
す
こ
し
つ
み
ふ
か
さ
は
ま
さ
る
ら

ん
（「
宿
木
」。
１
７
オ
５
〜
７
行
目
）

大
島
本

官つ
か
さ

位く
ら
ゐな
ど
い
ひ
て
、
大だ
い
じ事
に
す
め
る
、
こ
と
は
り
の
愁う
れ

へ
に
つ
け
て
嘆な
げ

き
思
ふ
人
よ
り
も
、
こ
れ
や
、
い
ま
す
こ
し
罪つ
み

の
深ふ
か

さ
は
ま
さ
る
ら
む
（
同
巻
。

新
大
系
第
五
巻
四
三
頁
七
〜
八
行
目
）

陽
明
本

つ
か
さ
く
ら
ゐ
な
と
い
か
て
た
し
に
す
め
る
事
我（
※
）身
の
う
れ
へ
に
つ
け
て
な
け
き
思
人
よ
り
も
こ
れ
や
い
ま
す
こ
し
つ
み
ふ
か
さ
は
ま
さ
る
覧（
同

巻
。
２
９
ウ
‐
６
〜
１
０
行
目
）（
※
は
下
に
何
か
一
文
字
書
か
れ
、
そ
の
上
に
「
我
」
と
書
か
れ
て
い
る
）
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こ
の
部
分
、
陽
明
本
親
本
、
陽
明
本
の
あ
い
だ
で
、
次
の
よ
う
な
転
化
が
起
こ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
と
わ
り
の
う
れ
へ

←　
（「
り
」
を
「
れ
」
と
誤
読
・
誤
写
し
て
）

こ
と
わ
れ
の
う
れ
へ

←　
（「
こ
と
」
に
「
事
」
と
い
う
漢
字
、「
わ
れ
」
に
何
か
分
ら
ぬ
一
字
の
漢
字
を
宛
て
て
）

事
●
の
う
れ
へ

←　
（
何
か
分
ら
ぬ
漢
字
の
上
か
ら
「
我
」
と
い
う
漢
字
を
宛
て
て
）

事
我
の
う
れ
へ

←　
（「
我
の
「
う
れ
へ
」
で
は
、
通
じ
な
い
か
ら
）

事
我
身
の
う
れ
へ

と
い
う
転
化
で
あ
る
。

浮
舟
か
ら
中
の
君
へ
の
手
紙
で
、「
ま
だ
ふ
り
ぬ
物
に
は
あ
れ
ど
君き
み

が
た
め
深ふ
か

き
心
に
ま
つ
と
知し

ら
な
ん
」（
こ
こ
で
は
、
新
大
系
で
引
用
し
た
。
第
五
巻

一
九
五
頁
九
行
目
）
と
和
歌
が
詠
ま
れ
て
い
る
。
そ
の
直
前
、
浮
舟
か
ら
の
贈
り
物
を
記
し
た
一
節
に
、
次
の
よ
う
な
異
同
が
あ
る
。

﹇
異
同
箇
所
そ
の
２
﹈

尾
前

ま
た
ふ
り
に
や
ま
た
ち
は
な
つ
く
り
て
つ
ら
ぬ
き
そ
へ
た
る
え
た
に
（「
浮
舟
」。
６
オ
７
〜
８
行
目
）
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陽
明
本

ま
た
ふ
り
う
に
や
又
ち
ゐ
さ
く
つ
く
り
て
つ
ら
ぬ
き
そ
え
た
る
え
た
に
（
同
巻
。
７
オ
３
〜
４
行
目
）

陽
明
本
書
写
者
は
、
書
写
の
第
一
段
階
で
、「
山
」
と
い
う
単
語
の
最
後
の
一
字
と
「
橘
」
と
い
う
単
語
の
最
初
の
一
字
を
合
成
し
て
「
又
」
と
い
う
漢
字

を
宛
て
て
し
ま
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
国
語
学
的
に
は
、「
山
橘
」
で
一
単
語
と
見
做
す
べ
き
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
元
を
正
せ
ば
、「
山
」
と

い
う
一
単
語
、「
橘
」
と
い
う
一
単
語
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
。
そ
の
「
山
」
と
い
う
単
語
の
後
半
と
「
橘
」
と
い
う
単
語
の
前
半
と
で
、
別
の
一
単
語
を
作

り
上
げ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。「
橘
」
の
後
半
の
「
ち
は
な
」
は
、
こ
れ
に
濁
点
や
半
濁
点
を
付
け
た
場
合
で
も
、
こ
の
ま
ま
の
場
合
で
も
、
意
味
が
通
じ

な
い
。
そ
こ
で
、
書
写
の
第
二
段
階
で
、
そ
の
後
半
の
前
半
「
ち
」
は
そ
の
ま
ま
活
か
し
、
後
半
の
後
半
「
は
な
」
を
「
ゐ
さ
く
」
に
書
き
換
え
て
し
ま
っ
た

の
で
あ
ろ
う
。
形
容
詞
「
小
さ
し
」
の
連
用
形
「
小
さ
く
」
な
ら
、
近
視
眼
的
に
は
意
味
が
通
じ
る
。
贈
り
物
の
大
き
な
箱
や
袋
の
中
に
、
小
さ
な
箱
や
袋
、

小
さ
な
包
み
が
入
っ
て
い
る
こ
と
は
、
よ
く
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

陽
明
本
古
写
の
巻
に
は
、
不
適
切
な
漢
字
表
記
が
散
見
す
る
。
そ
れ
は
、
親
本
の
不
適
切
な
漢
字
を
陽
明
本
が
踏
襲
し
た
場
合
も
あ
る
の
だ
ろ
う
。「
又
」

と
い
う
漢
字
も
親
本
に
あ
っ
た
の
を
陽
明
本
書
写
者
が
踏
襲
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

御
法
巻
に
、
尾
前
に
「
か
せ
の
わ
き
た
ち
て
ふ
く
ゆ
ふ
く
れ
」
と
あ
る
箇
所
を
「
か
せ
の
秋
た
ち
て
ふ
く
ゆ
ふ
く
れ
」
と
し
て
し
ま
っ
た
例
が
あ
る
。
陽
明

本
野
分
巻
書
写
者
、或
い
は
、陽
明
本
の
親
本
の
野
分
巻
書
写
者
は
、野
分
巻
を
書
写
し
て
い
る
つ
も
り
で
野
分
巻
を
書
写
し
て
い
た
は
ず
な
の
に
、も
と
は
「
の

わ
き
」
で
あ
っ
た
箇
所
を
「
の
あ
き
」
と
誤
写
し
て
い
る
。
御
法
巻
で
も
、
同
様
に
、
第
一
段
階
で
「
の
わ
き
」
を
「
の
あ
き
」
と
誤
読
・
誤
写
し
、
第
二
段

階
で
、「
あ
き
」
に
「
秋
」
と
い
う
漢
字
を
宛
て
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。22

『
源
氏
物
語
』
後
編
の
甲
類
の
巻
に
話
を
戻
す
と
、
宿
木
巻
で
も
、
薫
が
匂
宮
の
在
不
在
を
訊
く
場
面
、「
宮
の
、
な
ど
か
、
な
き
お
り
に
は
来き

つ
ら
ん
と
思

給
ひ
ぬ
べ
き
御
心
な
る
も
わ
づ
ら
は
し
く
て
、
さ
ぶ
ら
ひ
の
別
当
な
る
右
京
の
大か

み夫
し
て
」、
こ
れ
こ
れ
と
お
っ
し
ゃ
っ
た
と
い
う
一
節
が
あ
る
（
新
大
系
で

言
え
ば
、
第
五
巻
四
六
頁
一
四
行
目
か
ら
四
七
頁
三
行
目
）。「
さ
ぶ
ら
ひ
の
別
当
な
る
右
京
の
大か

み夫
」
に
つ
い
て
、
新
大
系
は
「
二
条
院
の
侍
の
詰
所
の
長
。

右
京
大
夫
が
そ
れ
に
任
じ
ら
れ
て
い
る
」
と
施
注
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
陽
明
本
は
、
こ
の
箇
所
、
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陽
明
本
源
氏
物
語
後
編
の
改
竄

一
九

さ
ふ
ら
ひ
の
へ
た
う
な
る
経本
ま
ゝの
か
み
（
３
６
オ
‐
３
〜
４
行
目
）

で
あ
る
。
陽
明
本
親
本
の
書
写
者
は
、
第
一
段
階
で
、
つ
い
う
っ
か
り
、「
う
」
を
書
き
落
し
た
。
第
二
段
階
で
は
、
残
っ
た
文
字
た
ち
の
中
で
、「
か
み
」
を

「
紙
」
の
意
に
勘
違
い
し
、
そ
れ
に
つ
ら
れ
て
、
紙
に
書
く
べ
き
も
の
、
即
ち
、「
経
」
を
思
い
付
き
、
そ
の
漢
字
を
書
い
て
し
ま
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
陽
明

本
書
写
者
は
、
こ
の
勘
違
い
を
見
抜
い
た
。
そ
の
た
め
、
本
の
ま
ま
、
と
い
う
趣
旨
の
傍
書
を
し
た
。
と
こ
ろ
が
、「
又
」
と
い
う
漢
字
の
不
適
切
さ
は
見
抜

け
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、「
又
」
が
書
き
換
え
る
必
要
の
な
い
正
し
い
本
文
で
あ
る
こ
と
を
前
提
に
、
他
の
文
字
た
ち
を
書
き
換
え
て
行
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

第
五
節　

地
の
文
と
手
紙
文
・
地
の
文
と
会
話
文
の
判
断
の
誤
り
に
起
因
す
る
改
竄

落
葉
宮
が
、
娘
の
六
の
君
の
気
持
を
汲
ん
で
、
婿
・
匂
宮
に
「
を
み
な
へ
し
し
ほ
れ
ぞ
ま
さ
る
朝あ
さ

露
の
い
か
に
を
き
け
る
名
残
な
る
ら
ん
」（「
宿
木
」。
新

大
系
第
五
巻
五
五
頁
一
行
目
。
尾
前
も
、
漢
字
／
ひ
ら
が
な
の
違
い
を
除
い
て
、
同
文
）
と
い
う
和
歌
を
詠
む
場
面
が
あ
る
。
注
目
し
た
い
の
は
、
そ
の
直
前

で
あ
る
。

﹇
異
同
箇
所
そ
の
１
﹈

尾
前

さ
か
し
ら
は
か
た
は
ら
い
た
さ
に
そ
ゝ
の
か
し
侍
れ
と
い
と
な
や
ま
し
け
に
て
な
ん
（「
宿
木
」。
２
９
ウ
１
１
行
目
〜
３
０
オ
１
行
目
）

大
島
本

さ
か
し
ら
は
か
た
は
ら
い
た
さ
に
、
そ
ゝ
の
か
し
は
べ
れ
ど
、
い
と
な
や
ま
し
げ
に
て
な
む
。（
同
巻
。
新
大
系
第
五
巻
五
四
頁
一
四
〜
一
五
行
目
）

陽
明
本

さ
か
し
ら
は
か
た
わ
ら
い
た
さ
に
そ
ゝ
の
か
し
給
へ
れ
と
【
空
白　

約
六
字
分
】
い
と
な
や
ま
し
け
に
て
な
ん
（
同
巻
。
４
９
オ
‐
９
行
目
〜
ウ
‐
１
行
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二
〇

目
。
隅
付
き
パ
ー
レ
ン
括
弧
内
は
、
稿
者
に
拠
る
）

新
大
系
は
、
こ
の
部
分
二
字
下
げ
に
し
て
い
る
。
手
紙
文
で
あ
る
こ
と
を
明
確
に
す
る
た
め
で
あ
ろ
う
。
手
紙
文
で
あ
っ
て
、
地
の
文
で
は
な
い
か
ら
、
尾
前

や
大
島
本
は
、「
そ
そ
の
か
し
侍
れ
ど
」（
尾
前
を
釈
文
に
直
し
た
）
と
、
丁
寧
語
「
侍
り
」
が
使
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
陽
明
本
で
は
、「
そ
そ

の
か
し
給
へ
れ
ど
」（
釈
文
に
直
し
た
）
と
、
四
段
活
用
の
補
助
動
詞
「
給
ふ
」
の
命
令
形
（
完
了
の
助
動
詞
「
り
」
に
接
続
す
る
活
用
形
。
こ
れ
を
已
然
形
と

見
る
説
も
あ
る
）
が
あ
る
。
こ
れ
で
は
、
落
葉
宮
が
、
そ
そ
の
か
し
な
さ
っ
た
の
だ
け
れ
ど
、
と
尊
大
語
を
使
っ
た
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
陽
明
本
書
写
者
、

或
い
は
陽
明
本
の
親
本
の
書
写
者
は
、
こ
の
三
十
数
文
字
を
地
の
文
と
取
り
、
語
り
手
が
落
葉
宮
に
敬
意
を
表
す
る
た
め
に
、
四
段
活
用
の
補
助
動
詞
を
使
っ
た
、

と
見
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
ゝ
の
か
し
給
へ
れ
と
、
の
後
、
そ
の
半
葉
の
最
終
行
が
終
わ
る
迄
約
六
字
分
の
空
白
が
あ
る
の
も
、
次
か
ら
が
手
紙
文
、
と
い

う
書
写
者
の
文
脈
理
解
に
基
づ
い
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
し
、も
っ
と
、別
の
理
由
か
も
し
れ
な
い
し
、ま
た
、た
ま
た
ま
空
白
が
生
じ
た
せ
い
か
も
し
れ
な
い
。

し
か
し
、
こ
の
三
十
数
字
は
、
新
大
系
も
そ
う
判
断
し
そ
の
こ
と
を
明
確
に
示
す
た
め
に
二
字
下
げ
に
し
た
よ
う
に
、
手
紙
文
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

さ
し
で
が
ま
し
い
、
お
せ
っ
か
い
と
い
う
意
の
「
さ
か
し
ら
」
は
、
ど
う
し
て
も
、
落
葉
宮
が
自
分
を
卑
下
し
た
言
葉
と
考
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
か
ら
、
こ

の
三
十
数
文
字
は
、
手
紙
文
で
あ
ろ
う
。

薫
が
、
昨
日
ま
で
訪
れ
な
か
っ
た
こ
と
を
浮
舟
に
詫
び
、
釈
明
す
る
段
落
が
あ
る
。

﹇
異
同
箇
所
そ
の
２
﹈

尾
前

す
こ
し
も
を
ろ
か
な
ら
ん
こ
ゝ
ろ
さ
し
に
て
は
か
う
ま
て
ま
い
り
く
へ
き
身
の
ほ
と
み
ち
の
あ
さ
ま
に
も
あ
ら
ぬ
を
な
と
つ
い
た
ち
こ
ろ
の
ゆ
ふ
つ
く
よ

に
す
こ
し
は
し
ち
か
く
ふ
し
て
な
か
め
い
た
し
た
ま
へ
り
（「
浮
舟
」。
２
８
オ
８
〜
１
１
行
目
）

陽
明
本

す
こ
し
も
を
ろ
か
な
ら
ん
け
し
き
に
て
は
か
う
ま
て
ま
い
り
く
へ
き
身
の
ほ
と
み
ち
の
あ
り
さ
ま
に
も
あ
ら
ぬ
な
と
つ
ひ
た
ち
こ
ろ
の
ゆ
ふ
つ
く
よ
に
す
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二
一

こ
し
は
し
ち
か
く
ふ
し
て
な
か
め
い
た
し
給
へ
り
（
同
巻
。
３
３
ウ
‐
４
〜
８
行
目
）

尾
前
の
三
六
か
ら
三
八
字
目
ま
で
の
「
あ
さ
ま
」
は
、「
あ
り
さ
ま
」
の
誤
読
・
誤
写
で
あ
ろ
う
。

注
目
し
た
い
の
は
、「
す
こ
し
も
を
ろ
か
な
ら
ん
こ
ゝ
ろ
さ
し
に
て
は
／
す
こ
し
も
を
ろ
か
な
ら
ん
け
し
き
に
て
は
」
の
本
文
対
立
で
あ
る
。
薫
の
受
け
答

え
の
詞
の
中
の
一
文
と
し
て
、「
自
分
が
少
し
で
も
疎
か
な
志
で
あ
っ
た
ら
、
宇
治
ま
で
や
っ
て
く
る
こ
と
が
な
い
だ
ろ
う
」
が
古
態
か
、
そ
れ
と
も
、「
自
分

が
少
し
で
も
疎
か
な
様
子
で
あ
っ
た
ら
、
宇
治
ま
で
や
っ
て
く
る
こ
と
が
な
い
だ
ろ
う
」
が
古
態
か
。
答
え
は
明
ら
か
で
あ
る
。
前
者
で
あ
る
。「
け
し
き
」

と
い
う
言
葉
を
持
つ
陽
明
本
本
文
は
、
こ
の
部
分
を
浮
舟
の
心
内
文
と
見
て
、
或
い
は
、
こ
の
部
分
を
浮
舟
の
心
の
中
を
描
写
し
た
地
の
文
と
見
て
、
薫
様
に

は
疎
か
な
様
子
が
少
し
も
見
え
な
い
、
と
い
う
よ
う
な
浮
舟
の
人
間
観
察
を
記
し
た
文
に
作
り
直
し
た
の
だ
と
思
う
。

第
六
節　

文
章
の
流
れ
を
理
解
し
な
い
た
め
に
起
こ
っ
た
改
竄

浮
舟
が
物
語
の
絵
を
見
、
女
房
の
右
近
が
物
語
の
詞
章
を
読
み
上
げ
る
場
面
が
あ
る
。

﹇
異
同
箇
所
そ
の
１
﹈

尾
前

ゑ
な
と
ゝ
り
い
て
さ
せ
て
右
近
に
こ
と
は
よ
ま
せ
て
見
た
ま
ふ
に
む
か
ひ
て
も
の
は
ち
も
え
し
あ
へ
た
ま
は
す
こ
ゝ
ろ
に
い
れ
て
見
た
ま
へ
る
ほ
か
け
さ

ら
に
こ
ゝ
と
見
ゆ
る
と
こ
ろ
な
く
こ
ま
か
に
お
か
し
け
な
り
（「
東
屋
」。
４
０
ウ
３
〜
７
行
目
）

大
島
本

　

絵ゑ

な
ど
取と

り
出い

で
さ
せ
て
、
右
近
に
言こ
と

葉
読よ

ま
せ
て
見み

給
ふ
に
、
向む

か
ひ
て
も
の
は
ぢ
も
え
し
あ
へ
給
は
ず
、
心
に
入い

れ
て
見み

給
へ
る
火ほ

影か
げ

、
さ
ら
に

こ
ゝ
と
見み

ゆ
る
所
な
く
、
こ
ま
か
に
お
か
し
げ
な
り
。（
同
巻
。
新
大
系
第
五
巻
一
六
四
頁
一
〜
三
行
目
）
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二

陽
明
本

ゑ
な
と
ゝ
り
い
て
ゝ
う
こ
ん
に
こ
と
は
よ
ま
せ
て
み
給
も
の
は
ち
も
し
あ
へ
給
は
て
心
に
い
れ
て
み
給
へ
る
に
ほ
ひ
さ
ら
に
く
せ
と
み
ゆ
る
と
こ
ろ
な
く

こ
ま
か
に
お
か
し
け
な
り
（
同
巻
。
５
２
ウ
冒
頭
〜
４
行
目
）

「
に
ほ
ひ
」
は
「
ほ
か
け
」
を
改
竄
し
た
言
葉
で
あ
ろ
う
。
こ
の
時
の
こ
と
を
回
想
し
て
、

●
尾
前

よ
へ
の
ほ
か
け
の
い
と
お
ほ
と
か
な
り
し
も
（「
東
屋
」。
４
２
オ
１
行
目
）

大
島
本

よ
べ
の
火ほ

影か
げ

の
い
と
お
ほ
ど
か
な
り
し
も
、（
同
巻
。
新
大
系
第
五
巻
一
六
五
頁
六
〜
七
行
目
）

陽
明
本

よ
へ
の
ほ
か
け
の
い
と
お
ほ
と
か
な
り
し
も
（
同
巻
。
５
４
オ
‐
９
行
目
）

と
作
中
人
物
が
言
う
場
面
が
あ
る
か
ら
、
こ
の
場
面
で
は
、「
ほ
か
け
」
が
原
型
だ
ろ
う
。

浮
舟
の
母
が
匂
宮
、
薫
の
両
方
に
対
し
て
「
め
で
た
し
」
と
思
い
つ
つ
も
、
二
人
を
比
較
し
て
、
人
物
評
価
を
下
す
段
落
が
あ
る
。

﹇
異
同
箇
所
そ
の
２
﹈

尾
前

お
な
し
う
め
て
た
し
と
見
た
て
ま
つ
り
し
か
と
宮
は
お
も
ひ
は
な
れ
給
て
心
も
と
ま
ら
す
あ
な
つ
り
て
を
し
い
り
給
へ
り
け
る
を
お
も
ふ
も
ね
た
く
こ

の
き
み
は
さ
す
か
に
た
つ
ね
お
は
す
心
は
へ
の
あ
り
な
か
ら
う
ち
つ
け
に
も
い
ひ
か
け
た
ま
は
す
つ
れ
な
し
か
ほ
な
る
し
も
こ
そ
い
た
け
れ
（「
東
屋
」。
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三

４
６
オ
１
１
行
目
〜
ウ
５
行
目
）

大
島
本

お
な
じ
う
め
で
た
し
と
見み

た
て
ま
つ
り
し
か
ど
、
宮
は
思
ひ
離は
な

れ
給
て
、
心
も
と
ま
ら
ず
。
侮あ
な
づり
て
押お

し
入い

り
た
ま
へ
り
け
る
を
思
ふ
も
ね
た
し
。
こ
の

君
は
さ
す
が
に
尋た
づ

ね
お
ぼ
す
心
ば
へ
の
あ
り
な
が
ら
、
う
ち
つ
け
に
も
言い

ひ
か
け
給
は
ず
、
つ
れ
な
し
顔が
ほ

な
る
し
も
こ
そ
い
た
け
れ
（
同
巻
。
新
大
系
第

五
巻
一
六
九
頁
一
五
行
目
〜
一
七
〇
頁
四
行
目
）

陽
明
本

ゝ
な
し
く
め
て
た
か
り
し
か
と
宮
は
思
は
な
れ
給
て
こ
ゝ
ろ
も
と
ま
ら
す
あ
な
つ
り
給
（
※
）
た
り
け
る
を
お
も
ふ
も
ね
た
し
こ
の
宮
は
さ
す
か
に
た
つ

ね
お
ほ
す
心
は
へ
の
あ
り
な
か
ら
う
ち
つ
け
に
も
い
ひ
か
け
給
は
す
つ
れ
な
し
か
ほ
な
る
し
も
こ
そ
い
た
け
れ
（
同
巻
。
６
０
ウ
‐
１
〜
８
行
目
。
※
印

を
付
し
た
「
給
」
は
、
三
行
目
最
後
の
字
で
あ
る
が
、
虫
喰
い
の
た
め
、
判
読
し
が
た
い
。
し
か
し
、
六
行
目
最
後
の
字
と
形
が
似
て
い
る
た
め
、
こ
の

よ
う
に
翻
字
し
た
）

こ
こ
で
は
、
薫
を
指
す
尾
前
の
「
き
み
」
の
よ
う
な
本
文
を
「
宮
」
と
し
て
い
る
。
匂
宮
の
こ
と
を
「
宮
」
と
言
っ
て
い
る
点
は
、
尾
前
も
大
島
本
も
陽
明

本
も
変
わ
ら
な
い
の
だ
か
ら
、
匂
宮
に
対
す
る
思
い
を
述
べ
る
記
述
が
終
わ
っ
た
後
の
「
こ
の
宮
は
」
は
、
改
竄
本
文
で
あ
る
。
浮
舟
の
母
が
匂
宮
と
薫
を
比

較
し
つ
つ
論
評
し
て
い
る
、
と
い
う
文
章
の
流
れ
を
理
解
し
て
い
な
い
た
め
に
起
こ
っ
た
改
竄
で
あ
る
。

参
考
ま
で
に
、
薫
の
人
物
呼
称
と
し
て
普
通
は
「
君
」
を
使
う
と
こ
ろ
を
、
陽
明
本
は
、「
と
の
」
と
し
て
い
る
箇
所
が
二
箇
所
あ
る
。「
東
屋
」
６
９
ウ
‐

２
行
目
（「
の
」
の
字
は
、
虫
喰
い
の
た
め
、
や
や
読
み
に
く
い
）
と
「
東
屋
」
７
３
ウ
‐
４
行
目
で
あ
る
。
陽
明
本
書
写
者
に
は
、
薫
の
人
物
呼
称
と
し
て
、

こ
と
さ
ら
に
「
君
」
を
回
避
す
る
傾
向
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。

今
上
帝
が
女
二
宮
を
薫
に
降
嫁
す
る
た
め
に
、
碁
を
打
つ
場
面
が
あ
る
。
三
番
に
一
つ
帝
が
負
け
て
、
そ
の
賭
け
物
と
し
て
女
二
宮
を
お
ま
え
に
や
る
、
と

薫
に
ほ
の
め
か
す
の
で
あ
る
。
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﹇
異
同
箇
所
そ
の
３
﹈﹇
異
同
箇
所
そ
の
４
﹈

尾
前

ほ
の
め
か
し
て
ま
し
な
と
お
り
〳
〵
お
ほ
し
め
し
け
り
御
こ
と
な
と
う
た
せ
給
く
れ
ゆ
く
ま
ゝ
に
し
く
れ
お
か
し
き
ほ
と
に
て
は
な
の
い
ろ
も
ゆ
ふ
は
へ

し
た
る
を
御
覧
し
て
人
め
し
て
た
ゝ
い
ま
殿
上
に
は
た
れ
〳
〵
か
と
ゝ
は
せ
給
に
な
か
つ
か
さ
の
み
こ
か
む
つ
け
の
み
こ
中
納
言
源
あ
そ
ん
さ
ふ
ら
ふ
と

そ
う
す
中
納
言
の
あ
そ
ん
こ
な
た
へ
と
お
ほ
せ
事
あ
り
て
ま
い
り
給
へ
り
…
…
け
ふ
の
し
く
れ
つ
ね
よ
り
こ
と
に
の
と
か
な
る
を
あ
そ
ひ
な
と
す
さ
ま
し

き
か
た
に
て
い
と
つ
れ
〳
〵
な
る
を
い
た
つ
ら
に
ひ
を
ゝ
く
る
た
わ
ふ
れ
に
て
こ
れ
な
ん
よ
か
る
へ
き
と
て
こ
は
む
め
し
い
て
ゝ
御
こ
の
か
た
き
に
め
し

よ
す
（「
宿
木
」。
４
オ
８
行
目
〜
ウ
１
０
行
目
）

大
島
本

…
…
ほ
の
め
か
し
て
ま
し
な
ど
、
お
り
〳
〵
お
ぼ
し
め
し
け
り
。

　

御
碁ご

な
ど
打う

た
せ
給
ふ
。
暮く

れ
ゆ
く
ま
ゝ
に
、
し
ぐ
れ
お
か
し
き
程
に
、
花
の
色
も
夕
映ば

え
し
た
る
を
御
覧
じ
て
、
人
召め

し
て
、「
た
ゞ
い
ま
、
殿
上

に
は
た
れ
〳
〵
か
」
と
問と

は
せ
給
に
、「
中
務
の
親み

こ王
、
上か
ん

野つ
け

の
親み

こ王
、
中
納
言
源み
な
も
との
朝あ
そ
ん臣
さ
ぶ
ら
ふ
」
と
奏そ
う

す
。「
中
納
言
の
朝あ
そ
ん臣
こ
な
た
へ
」
と
仰お
ほ

せ
事
あ
り
て
ま
い
り
給
へ
り
。
…
…
「
け
ふ
の
し
ぐ
れ
、
常つ
ね

よ
り
こ
と
に
の
ど
か
な
る
を
、
遊あ
そ

び
な
ど
す
さ
ま
じ
き
方か
た

に
て
、
い
と
つ
れ
〴
〵
な
る
を
、

い
た
づ
ら
に
日
を
送
る
戯た
は
ぶれ
に
て
、
こ
れ
な
ん
よ
か
る
べ
き
」
と
て
、
碁
盤ば
ん

召め

し
出い

で
て
、
御
碁
の
敵か
た
きに
召め

し
寄よ

す
。（
同
巻
。
新
大
系
第
五
巻
三
一
頁
五

〜
一
四
行
目
）

陽
明
本

ほ
の
め
か
し
て
（
※
）
ま
し
と
お
り
〳
〵
お
ほ
し
め
し
け
り
く
れ
ゆ
く
ま
ゝ
に
し
く
れ
時
〳
〵
お
か
し
き
程
に
う
ち
し
て
花
の
色
も
ゆ
ふ
は
へ
し
た
る
を

御
覧
し
て
人
め
し
て
た
ゝ
い
ま
殿
上
に
は
た
れ
〳
〵
か
と
ゝ
は
せ
給
に
中
つ
か
さ
の
み
こ
上
野
の
み
こ
中
納
言
の
あ
そ
む
な
と
さ
ふ
ら
ひ
給
と
そ
う
す
る

に
中
納
言
の
あ
そ
ん
こ
な
た
に
と
お
ほ
せ
事
あ
り
て
ま
い
り
給
へ
り
…
…
け
ふ
の
し
く
れ
つ
ね
よ
り
も
こ
と
に
の
と
か
な
る
を
あ
そ
ひ
も
せ
ま
ほ
し
け
れ

と
こ
と
す
さ
ま
し
き
か
た
に
て
い
と
つ
れ
〳
〵
な
る
を
い
た
つ
ら
に
ひ
を
お
く
る
た
わ
ふ
（
※
※
）
れ
に
て
こ
れ
な
ん
よ
か
る
へ
き
と
て
こ
は
ん
め
し
い

て
ゝ
御
こ
か
た
き
に
め
し
よ
す
（
同
巻
。
７
オ
‐
９
行
目
〜
８
ウ
‐
２
行
目
。
※
は
虫
喰
い
に
拠
り
、
上
半
分
が
判
読
不
能
で
あ
る
が
、「
て
」
と
認
定
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し
う
る
。
※
※
は
、
一
応
、「
ふ
」
と
認
定
し
て
お
く
）

初
め
の
「
御
こ
と
な
と
う
た
せ
給
」
は
、「
と
」
が
衍
字
で
あ
ろ
う
。
大
島
本
も
「
御
碁
な
ど
打う

た
せ
給
ふ
」
で
あ
る
。

注
目
し
た
い
二
つ
の
点
の
一
つ
目
は
、
陽
明
本
が
「
御
碁
な
ど
打う

た
せ
給
ふ
」
に
相
当
す
る
、
或
い
は
、
こ
れ
と
類
似
す
る
本
文
を
、
尾
前
や
大
島
本
と
同

じ
位
置
に
有
し
て
い
な
い
点
で
あ
る
。
武
田
宗
俊
氏
は
「
少
し
あ
と
に
碁
盤
め
す
と
あ
る
か
ら
、
こ
こ
で
碁
を
う
つ
と
す
る
の
は
不
合
理
で
あ
る
」
と
述
べ
23
、

河
内
本
本
文
、
言
い
換
え
れ
ば
尾
州
家
本
見
セ
消
チ
補
入
後
本
文
を
良
し
と
す
る
。
尾
州
家
本
見
セ
消
チ
補
入
後
本
文
と
陽
明
本
本
文
は
、「
御
碁
な
ど
打う

た

せ
給
ふ
」
に
相
当
す
る
、
或
い
は
、
こ
れ
と
類
似
す
る
本
文
を
持
っ
て
い
な
い
点
は
同
じ
で
あ
る
か
ら
、
武
田
氏
は
陽
明
本
本
文
を
良
し
と
し
て
い
る
こ
と
に

な
る
。
し
か
し
、「
ま
ず
大
略
を
言
っ
て
、
さ
ら
に
詳
し
く
細
部
に
つ
い
て
語
る
」
の
は
作
品
の
随
所
に
見
ら
れ
る
叙
法
な
の
で
（
清
水
好
子
氏
24
）、「
御
碁

な
ど
打う

た
せ
給
ふ
」
に
相
当
す
る
、
或
い
は
、
こ
れ
と
類
似
す
る
本
文
は
む
し
ろ
あ
っ
た
方
が
良
い
。
尾
前
や
大
島
本
は
、
宿
木
巻
の
碁
の
場
面
で
、
須
磨
巻

頭
、
即
ち
、「
三
月
二
十
日
余
に
出
で
立
ち
た
ま
ふ
」
と
言
っ
て
、
そ
の
あ
と
、
二
、三
日
前
に
戻
っ
て
、
光
源
氏
が
様
々
な
女
性
や
そ
の
遺
族
に
別
れ
を
告
げ

る
場
面
を
詳
述
し
、
最
後
に
、
紫
上
と
夜
明
け
前
ま
で
対
談
し
、
和
歌
の
贈
答
を
し
た
あ
と
、「
急
ぎ
出
で
た
ま
ひ
ぬ
」
と
も
う
一
度
、
須
磨
へ
の
出
発
を
語
る
、

と
い
う
叙
法
を
用
い
る
と
い
う
紫
式
部
の
原
本
を
伝
え
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
右
の
須
磨
巻
の
文
章
は
、
大
島
本
を
底
本
と
し
た
新
大
系
を
引
用
し
た
が
、
大

島
本
な
ら
ず
と
も
『
源
氏
物
語
大
成　

校
異
篇
』
に
収
め
ら
れ
て
い
る
諸
伝
本
の
ほ
と
ん
ど
に
つ
い
て
、
同
じ
こ
と
が
言
え
る
。

注
目
し
た
い
二
つ
の
点
の
二
つ
目
は
、
陽
明
本
が
「
し
く
れ
時
〳
〵
お
か
し
き
程
に
う
ち
し
て
」
と
い
う
本
文
を
有
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
雨
が
「
時
々
」

降
る
中
花
の
色
が
夕
映
え
し
て
い
る
と
い
う
方
が
古
態
で
あ
る
の
か
、
そ
れ
と
も
、
雨
が
降
り
続
く
中
、
花
の
色
が
夕
映
え
し
て
い
る
と
い
う
方
が
古
態
で
あ

る
の
か
。

中
野
幸
一
氏
に
よ
れ
ば
、「
夕
ば
え
」
と
は
、『
源
氏
物
語
』
の
時
代
に
は
、
薄
闇
の
中
で
白
っ
ぽ
い
も
の
が
一
き
わ
映
え
る
現
象
を
言
う
。
し
か
し
、
中
世

で
は
、「
夕
日
を
受
け
て
輝
く
」
意
に
変
化
し
た
25
。
近
現
代
の
学
者
も
後
者
の
意
を
先
入
主
と
し
て
持
っ
て
い
る
た
め
、「
し
ぐ
れ
」
降
る
中
で
夕
映
え
し

て
い
る
と
い
う
情
景
が
思
い
浮
か
ば
ず
、
例
え
ば
谷
崎
潤
一
郎
は
「
時
雨
が
面
白
く
降
っ
た
あ
と
で
菊
の
花
に
夕
映
え
が
し
て
い
る
の
を
」
と
苦
し
い
意
訳
を

し
た
。
同
じ
よ
う
な
苦
し
い
校
訂
に
よ
っ
て
、「
降
っ
た
り
晴
れ
た
り
し
て
い
る
、
そ
の
晴
れ
た
と
き
に
花
が
夕
日
を
受
け
て
輝
い
て
」
の
意
に
な
る
よ
う
に
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二
六

し
て
し
ま
っ
た
の
が
陽
明
本
本
文
で
は
な
い
か
。
降
っ
た
り
晴
れ
た
り
し
て
い
る
、
そ
の
よ
う
な
天
気
を
、「
今
日
の
時
雨
常
よ
り
こ
と
に
の
ど
か
な
る
」（
以

上
、
尾
前
を
釈
文
に
直
し
た
。
大
島
本
も
ほ
ぼ
同
じ
本
文
）、「
今
日
の
時
雨
常
よ
り
も
こ
と
に
の
ど
か
な
る
」（
以
上
、
陽
明
本
本
文
を
釈
文
に
直
し
た
）
と

言
う
は
ず
が
な
い
に
も
拘
ら
ず
、
で
あ
る
。26

第
七
節　

新
た
な
『
源
氏
物
語
』
校
注
書
の
底
本

以
上
、第
二
節
か
ら
第
六
節
で
述
べ
た
よ
う
に
、陽
明
本
橋
姫
（
第
一
〇
丁
迄
）、椎
本
巻
、早
蕨
巻
、宿
木
巻
、東
屋
巻
、浮
舟
巻
、手
習
巻
の
う
ち
、椎
本
巻
、

早
蕨
巻
、
宿
木
巻
、
東
屋
巻
、
浮
舟
巻
に
改
竄
が
見
ら
れ
た
。
そ
う
で
あ
る
以
上
、
七
つ
の
巻
を
全
て
ま
と
め
て
、〝
改
竄
本
〞
と
言
っ
て
構
わ
な
い
の
で
は

な
か
ろ
う
か
。

工
藤
重
矩
氏
は
、「
国
冬
本
源
氏
物
語
藤
裏
葉
巻
の
本
文
の
疵
と
物
語
世
界
」
の
注
１
０
で
、

氏
【
＝
伊
井
春
樹
氏
】
の
「
一
つ
一
つ
の
本
文
を
、
他
本
と
の
校
合
に
よ
っ
て
読
む
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
そ
れ
ぞ
れ
の
物
語
世
界
を
持
つ
作
品
と

し
て
解
釈
し
よ
う
と
す
る
立
場
」（
同
著
三
九
九
頁
）
か
ら
の
提
言
は
別
本
研
究
の
強
い
推
進
力
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
後
の
展
開
は
あ
ま
り
に
も
氏
の
発

言
に
拘
束
さ
れ
過
ぎ
た
よ
う
に
見
え
る
。

と
述
べ
て
い
る
27
。
い
け
な
い
の
は
、
伊
井
春
樹
氏
の
発
言
に
拘
束
さ
れ
過
ぎ
る
こ
と
で
あ
る
。
伊
井
氏
の
発
言
に
拘
束
さ
れ
る
こ
と
、
伊
井
氏
の
発
言
に

或
る
程
度
、
耳
を
傾
け
る
こ
と
は
い
け
な
い
こ
と
で
は
な
い
。
例
え
ば
、
三
重
県
津
市
の
石せ
き
す
い水
博
物
館
の
『
源
氏
物
語
』
早
蕨
巻
に
は
、
助
動
詞
「
ま
し
」
が

「
猿
」
と
表
記
さ
れ
て
い
る
箇
所
が
あ
る
28
。
石
水
博
物
館
蔵
『
源
氏
物
語
』
は
、「
猿
」
と
い
う
独
自
の
物
語
世
界
を
持
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、

陽
明
本
の
親
本
が
持
つ
「
経
の
か
み
」
が
、
も
と
は
と
言
え
ば
、「
右
京
の
大か

み夫
」
の
「
う
」
の
誤
脱
に
端
を
発
し
た
こ
と
に
思
い
を
馳
せ
れ
ば
、
独
自
の
物

語
世
界
と
し
て
尊
重
し
て
い
い
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
陽
明
本
の
「
又
」
を
、
陽
明
本
独
自
の
物
語
世
界
と
し
て
評
価
す
る
な
ら
、
浮
舟
が
贈
っ
た
「
山
橘
」
が
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霞
ん
で
し
ま
う
。
こ
れ
は
い
け
な
い
こ
と
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
宿
木
巻
の
冒
頭
近
く
、「
降
っ
た
り
晴
れ
た
り
し
て
い
る
、
そ
の
晴
れ
た
と
き
に
花
が
夕

日
を
受
け
て
輝
い
て
」
い
る
風
景
で
は
、
薫
と
、
女
二
宮
の
父
親
と
が
囲
碁
を
打
っ
て
い
る
場
面
の
情
趣
が
失
わ
れ
る
の
で
は
な
い
か
。『
源
氏
物
語
』
後
編

の
世
界
を
鑑
賞
す
る
際
、陽
明
本
古
写
の
巻
の
本
文
を
尊
重
す
べ
き
で
は
な
い
。
ま
し
て
、活
字
校
注
書
の
底
本
に
す
べ
き
で
は
な
い
。
岩
波
新
新
大
系（
仮
名
）

『
源
氏
物
語
』
後
編
、
小
学
館
新
新
全
集
（
仮
名
）『
源
氏
物
語
』
後
編
な
ど
の
底
本
と
な
る
資
格
を
失
っ
て
い
る
と
私
は
思
う
。
陽
明
本
源
氏
物
語
後
編
古
写

の
巻
が
そ
う
で
あ
る
な
ら
、
陽
明
本
源
氏
物
語
後
編
の
、
鎌
倉
末
期
か
ら
吉
野
時
代
の
補
写
の
巻
、
即
ち
、
紅
梅
、
竹
河
、
総
角
、
蜻
蛉
、
夢
浮
橋
の
五
巻
も
、

陽
明
本
源
氏
物
語
後
編
の
江
戸
時
代
初
期
の
補
写
の
巻
で
あ
る
匂
宮
（
巻
名
の
呈
示
に
当
た
っ
て
は
、一
般
に
行
わ
れ
て
い
る
巻
名
を
使
っ
た
）
も
、よ
り
い
っ

そ
う
、
新
校
注
書
の
底
本
に
ふ
さ
わ
し
く
な
い
。

い
っ
ぽ
う
、
河
内
本
本
文
―
―
巻
に
よ
っ
て
は
、「
尾
州
家
本
見
セ
消
チ
補
入
後
本
文
」
と
同
じ
意
味
に
な
る
が
―
―
は
、「「
義
理
」
を
通
す
こ
と
を
旨
と

す
る
解
釈
本
文
な
い
し
は
校
訂
本
文
」
が
通
説
で
あ
り
、
吉
岡
曠
氏
も
こ
れ
を
覆
し
て
い
な
い
29
か
ら
、
新
新
大
系
、
新
新
全
集
な
ど
の
底
本
に
す
べ
き
で

は
な
い
。

新
新
大
系
『
源
氏
物
語
』
後
編
、
新
新
全
集
『
源
氏
物
語
』
後
編
な
ど
の
底
本
に
は
、
青
表
紙
本
で
あ
る
定
家
本
、
大
島
本
、
青
表
紙
本
に
似
た
本
文
の
伝

本
で
あ
る
尾
州
家
本
見
セ
消
チ
補
入
前
本
文
を
使
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
尾
州
家
本
が
合
成
の
巻
で
あ
る
八
つ
の
巻
に
関
し
て
、
尾
前
と
、
青
表
紙
本
と
、
ど
ち

ら
が
原
型
に
近
い
か
は
、
既
に
述
べ
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
ま
た
、
本
拙
稿
の
主
要
テ
ー
マ
か
ら
は
な
は
だ
し
く
逸
脱
し
て
し
ま
う
の
で
、
詳
述
し
な
い
こ
と
に

す
る
。
本
拙
稿
で
は
、
尾
前
と
青
表
紙
本
系
大
島
本
を
並
置
す
る
処
置
を
取
っ
た
（
青
表
紙
本
系
大
島
本
の
本
文
の
掲
出
は
、
新
大
系
に
拠
っ
た
）
が
、
異
同

箇
所
に
つ
い
て
、
両
者
の
本
文
は
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
り
、
陽
明
本
の
比
較
の
対
象
と
し
て
、
仮
に
尾
前
を
掲
出
す
る
こ
と
を
止
め
て
大
島
本
を
掲
出
す
る
こ
と
に

し
た
と
し
て
も
、
論
旨
は
ほ
と
ん
ど
変
わ
ら
な
い
結
果
に
な
っ
て
い
た
と
思
う
。
今
は
、『
源
氏
物
語
』
後
編
十
三
帖
全
部
ま
と
め
て
、
そ
の
底
本
に
は
、「
青

表
紙
本
か
、青
表
紙
本
に
似
た
本
文
の
伝
本
」
が
ふ
さ
わ
し
い
、と
述
べ
て
お
き
た
い
。
但
し
、同
じ
青
表
紙
本
系
伝
本
の
中
で
も
、河
内
本
系
の
本
文
が
混
ざ
っ

て
い
る
と
言
わ
れ
る
三
条
西
家
グ
ル
ー
プ
は
、
こ
こ
に
は
含
ま
れ
な
い
。
伊
井
春
樹
氏
は
、
二
〇
二
一
年
、
大
島
本
に
代
わ
る
活
字
校
注
書
の
底
本
の
候
補
と

し
て
「
三
条
西
家
グ
ル
ー
プ
」
を
挙
げ
た
30
が
、
工
藤
重
矩
氏
に
よ
っ
て
、
大
島
本
に
極
め
て
厳
し
く
、
三
条
西
家
本
に
甘
い
伊
井
氏
の
姿
勢
が
批
判
さ
れ

て
い
る
。
ま
た
、
三
条
西
家
グ
ル
ー
プ
の
中
の
ど
の
伝
本
が
、
大
島
本
に
代
わ
る
活
字
校
注
書
の
底
本
の
候
補
た
り
得
る
の
か
、
示
さ
れ
て
い
な
い
点
に
関
し
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二
八

て
、「
具
体
的
伝
本
名
も
記
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
は
伝
本
の
本
文
比
較
の
記
述
と
し
て
、
専
門
書
、
一
般
書
を
と
わ
ず
、
基
本
情
報
の
欠
如
で
あ
り
、
検
証

を
不
可
能
に
す
る
」「
個
別
の
伝
本
名
を
明
示
し
な
い
「
三
条
西
家
グ
ル
ー
プ
」
と
い
う
言
い
方
も
ま
た
そ
の
意
図
と
関
連
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
／
「
三
条
西

家
本
」
を
注
釈
書
の
底
本
と
す
る
こ
と
自
体
は
有
り
得
る
選
択
肢
だ
か
ら
、
そ
れ
を
提
案
す
る
こ
と
に
問
題
は
な
い
。
だ
が
、
そ
れ
を
支
え
る
べ
き
論
証
手
続

き
は
、
本
文
比
較
研
究
の
方
法
と
し
て
許
容
の
範
囲
を
超
え
て
い
る
と
思
う
」
と
批
判
さ
れ
て
い
る
31
。
三
条
西
家
グ
ル
ー
プ
の
ど
の
伝
本
が
、
或
い
は
三

条
西
家
グ
ル
ー
プ
の
ど
の
伝
本
と
ど
の
伝
本
が
、
大
島
本
以
上
の
古
態
性
を
持
つ
の
か
、
そ
の
、
注
目
す
べ
き
本
文
と
共
に
明
ら
か
に
さ
れ
た
と
き
に
、
改
め

て
そ
の
伝
本
が
新
注
釈
書
の
底
本
と
な
り
得
る
の
か
、
考
え
て
み
た
い
。

二
〇
二
〇
年
代
、
二
〇
三
〇
年
代
に
新
新
大
系
『
源
氏
物
語
』
後
編
、
新
新
全
集
『
源
氏
物
語
』
後
編
が
作
成
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、
や
は
り
、
そ
の
底
本
に

は
、
青
表
紙
本
で
あ
る
定
家
本
、
大
島
本
、
青
表
紙
本
に
似
た
本
文
の
伝
本
で
あ
る
尾
州
家
本
見
セ
消
チ
補
入
前
本
文
を
使
う
べ
き
で
あ
る
。

こ
う
し
た
、
新
た
な
、『
源
氏
物
語
』
後
編
の
校
注
書
が
作
成
さ
れ
な
い
場
合
、『
源
氏
物
語
』
後
編
の
作
品
論
は
、
岩
波
新
大
系
、
小
学
館
新
全
集
、
小
学

館
全
集
な
ど
を
用
い
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
何
故
な
ら
、
こ
れ
ら
の
校
注
書
は
、
主
と
し
て
青
表
紙
本
系
大
島
本
、
一
部
定
家
本
、
或
い
は
大
島
本
と
似
た
本
文

の
伝
本
を
底
本
に
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

注１　

中
古
文
学
会
関
西
部
会
『
大
島
本
源
氏
物
語
の
再
検
討
』（
和
泉
書
院
、
二
〇
〇
九
）

２　

桜
楓
社
、
一
九
八
八
年
。

３　
『
陽
明
叢
書
国
書
篇　

第
十
六
輯　

源
氏
物
語
』
第
一
巻
（
思
文
閣
出
版
、
一
九
七
九
年
）「
翻
刻
・
解
説
篇
」
八
九
頁
四
行
目
〜
九
八
頁
二
行
目
。

４　
「
基
準
」
と
い
う
言
葉
は
、
池
田
亀
鑑
氏
『
源
氏
物
語
大
成
』
第
七
巻
（
中
央
公
論
社
、
一
九
五
六
年
）
六
六
頁
三
行
目
の
「
基
準
」、
中
川
照
将
氏
『『
源
氏
物
語
』
と
い
う

幻
想
』（
勉
誠
出
版
、
二
〇
一
四
年
）
七
頁
四
行
目
の
「
基
準
」、
久
保
木
秀
夫
氏
「
定
家
本
・
青
表
紙
本
『
源
氏
物
語
』
は
、
ど
れ
だ
け
実
際
に
読
む
こ
と
が
で
き
る
の
か
？
」

（『
中
古
文
学
』
第
九
四
号
、
二
〇
一
四
年
十
一
月
）
八
頁
下
段
一
二
行
目
の
「
基
準
本
文
」
な
ど
と
同
じ
意
味
で
使
っ
て
い
る
。

５　
『
中
古
文
学
』
第
四
五
号
、
一
九
九
〇
年
六
月
。

６　
『
富
山
大
学
人
文
学
部
紀
要
』
第
二
五
号
、
一
九
九
六
年
八
月
。

７　
『
富
山
大
学
人
文
学
部
紀
要
』
第
六
五
号
、
二
〇
一
六
年
八
月
。
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本
源
氏
物
語
後
編
の
改
竄

二
九

８　

八
木
書
店
、
二
〇
一
〇
年
〜
二
〇
一
三
年
。

９　

岩
波
書
店
、
一
九
九
三
年
〜
一
九
九
七
年
。

10　

従
来
「
は
」
と
翻
字
さ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
こ
の
字
が
、
八
木
書
店
発
行
の
影
印
本
で
は
め
で
た
く
「
か
」
と
読
め
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
前
拙
稿
「
源
氏
物
語
総
角
後

半
評
釈
（
１
）」（『
富
山
大
学
人
文
学
部
紀
要
』
第
六
〇
号
、
二
〇
一
四
年
二
月
）
二
三
七
頁
五
行
目
か
ら
二
三
六
頁
九
行
目
で
、
詳
述
し
て
い
る
。

11　

岩
波
書
店
、
一
九
四
一
年
。

12　

藤
本
孝
一
氏
編
『
定
家
本
源
氏
物
語　

行
幸
・
早
蕨
』（
八
木
書
店
古
書
出
版
部
、
二
〇
一
八
年
）

13　
『
平
安
朝
文
章
史
』。
ち
く
ま
学
芸
文
庫
、
二
〇
〇
〇
年
。

14　

 

伊
井
春
樹
氏
・
伊
藤
鉃
也
氏
編
『
源
氏
物
語
別
本
集
成　

続
』
第
一
巻
（
お
う
ふ
う
、
二
〇
〇
五
年
）
に
拠
っ
て
、
陽
明
本
本
文
を
記
し
た
。『
陽
明
叢
書
国
書
篇　

第
十
六

輯　

源
氏
物
語
』
全
一
六
巻
（
思
文
閣
出
版
、
一
九
七
九
〜
八
二
年
）
の
「
影
印
篇
」
に
拠
っ
て
、
表
記
は
違
う
が
、
同
文
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。「
桐
壺
」
１
３
‐
７

〜
８
行
目
。

15　

吉
岡
曠
氏
『
源
氏
物
語
の
本
文
批
判
』（
笠
間
書
院
、
一
九
九
四
年
）
第
一
章
。
な
お
、
吉
岡
氏
が
「
く
れ
ま
ど
ふ
…
…
」
の
本
文
を
掲
出
し
た
際
、
末
尾
の
括
弧
内
に
収
め

ら
れ
た
漢
数
字
が
『
源
氏
物
語
大
成
』
の
頁
数
、
ア
ラ
ビ
ア
数
字
が
行
数
で
あ
る
。
そ
の
旨
、
吉
岡
氏
著
書
の
六
頁
に
明
記
さ
れ
て
い
る
。

16　

以
下
、
陽
明
本
本
文
は
、『
陽
明
叢
書
国
書
篇　

第
十
六
輯　

源
氏
物
語
』
全
一
六
巻
（
思
文
閣
出
版
、
一
九
七
九
〜
八
二
年
）
の
「
影
印
篇
」
の
崩
し
字
を
私
に
翻
字
し
た

も
の
を
記
す
こ
と
に
す
る
。

17　

池
田
亀
鑑
氏
『
源
氏
物
語
大
成
』
第
一
巻
〜
第
三
巻
（
中
央
公
論
社
、
一
九
五
三
年
）

18　

小
学
館
発
行
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
（
略
称
：
新
全
集
）『
源
氏
物
語
』
の
注
を
そ
の
ま
ま
引
用
し
た
。
新
大
系
『
後
撰
和
歌
集
』
も
、
表
記
の
違
い
を
除
い
て
、
同
文
。

19　

新
大
系
の
注
を
そ
の
ま
ま
引
用
し
た
。『
源
氏
物
語
古
注
集
成
』
第
一
巻
『
花
鳥
余
情
』（
桜
楓
社
、
一
九
七
八
年
）「
宿
木
」
２
０
番
も
、
表
記
の
違
い
を
除
い
て
、
同
文
。

20　

新
全
集
『
源
氏
物
語
』
の
注
を
そ
の
ま
ま
引
用
し
た
。
新
全
集
『
古
今
和
歌
集
』
も
、
同
文
。

21　

新
大
系
の
注
を
そ
の
ま
ま
引
用
し
た
。
新
大
系
の
底
本
は
、
明
融
本
で
あ
る
が
、
こ
の
部
分
の
明
融
本
の
本
文
は
、
動
詞
活
用
語
尾
表
記
の
有
無
の
違
い
を
除
い
て
、
尾
前

と
同
文
で
あ
る
。
ま
た
、日
本
古
典
文
学
全
集
『
神
楽
歌　

催
馬
楽　

梁
塵
秘
抄　

閑
吟
集
』（
小
学
館
、一
九
七
六
年
）
所
収
『
催
馬
楽
』「
道
口
」
の
本
文
は
、新
大
系
『
源

氏
物
語
』
の
注
に
挙
げ
ら
れ
た
も
の
と
、
同
文
。

22　

前
拙
稿
「
陽
明
本
源
氏
物
語
前
編
螢
以
後
巻
々
に
つ
い
て
」。『
富
山
大
学
人
文
科
学
研
究
』
第
七
八
号
、
二
〇
二
三
年
三
月
。

23　
『
源
氏
物
語
の
研
究
』（
岩
波
書
店
、
一
九
五
四
年
）

24　
『
源
氏
物
語
の
文
体
と
方
法
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
〇
年
）
四
七
頁
。

25　
『
物
語
文
学
論
攷
』（
教
育
出
版
セ
ン
タ
ー
、
一
九
七
一
年
）
の
九
。

26　

第
５
節[

異
同
箇
所
そ
の
３]

、[

異
同
箇
所
そ
の
４]

に
関
し
て
述
べ
た
く
だ
り
は
、前
拙
稿
「
河
内
本
系
善
本
を
求
め
て
」（
所
収
は
注
５
参
照
）
で
述
べ
た
と
こ
ろ
と
、一
部
、

類
似
す
る
。
前
拙
稿
で
は
、
尾
州
家
本
見
セ
消
チ
補
入
後
本
文
が
改
竄
本
文
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
た
。
本
拙
稿
の
第
５
節[

異
同
箇
所
そ
の
３]

、[

異
同
箇
所
そ
の
４]

の
考
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三
〇

察
で
は
、
陽
明
本
が
改
竄
本
文
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
尾
州
家
本
見
セ
消
チ
補
入
後
本
文
と
陽
明
本
本
文
が
、
少
な
く
と
も
、
宿
木
巻
冒
頭
近
く
に
関
し
て
は
、
類

似
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

27　
『
中
古
文
学
』
第
九
二
号
（
二
〇
一
三
年
一
一
月
）
所
収
。
な
お
、
隅
付
き
パ
ー
レ
ン
括
弧
内
は
、
私
に
補
っ
た
。

28　

久
保
木
秀
夫
氏
「『
源
氏
物
語
』〝
巻
別
本
〞
研
究
の
可
能
性
」。
中
古
文
学
会
関
西
部
会
『
源
氏
物
語　

本
文
研
究
の
可
能
性
』（
和
泉
書
院
、
二
〇
二
〇
年
）
所
収
。

29　
『
源
氏
物
語
の
本
文
批
判
』。
出
版
社
等
は
注
１
５
を
参
照
さ
れ
た
い
。

30　
『
人
が
つ
な
ぐ
源
氏
物
語
』。
朝
日
新
聞
出
版
。

31　
「
源
氏
物
語
若
紫
巻
の
本
文
」。『
中
古
文
学
』
第
一
〇
九
号
（
二
〇
二
二
年
五
月
）
所
収
。
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