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二

第
一
章　

陽
明
本
の
五
つ
の
巻
の
改
竄

序
節　

一
系
統
一
伝
本
主
義
に
つ
い
て

本
拙
稿
本
章
第
一
節
か
ら
第
四
節
迄
で
は
、『
源
氏
物
語
』
青
表
紙
本
系
大
島
本
と
別
本
の
陽
明
本
の
二
本
を
挙
げ
、
古
態
性
／
非
古
態
性
を
論
じ
る
。

大
島
本
は
、
古
代
學
協
会
・
古
代
學
研
究
所
編
『
大
島
本
源
氏
物
語
』１
を
そ
の
ま
ま
現
行
の
字
体
に
直
し
た
も
の
を
引
用
す
る
。
陽
明
本
は
、『
陽
明
叢
書

国
書
篇　

源
氏
物
語
』
全
十
六
輯
２
（
以
下
、『
陽
明
叢
書　

源
氏
物
語
』
と
略
称
す
る
こ
と
も
あ
る
）
の
「
影
印
篇
」（
以
下
、
単
に
「
影
印
篇
」、「
翻
刻
・

解
説
篇
」
と
言
う
と
き
は
、『
陽
明
叢
書　

源
氏
物
語
』
の
「
影
印
篇
」、『
陽
明
叢
書　

源
氏
物
語
』
の
「
翻
刻
・
解
説
篇
」
を
指
す
こ
と
が
あ
る
）
を
そ
の

ま
ま
現
行
の
字
体
に
直
し
た
も
の
を
引
用
す
る
。

原
則
と
し
て
、
二
本
の
み
を
並
べ
る
。
青
表
紙
本
系
の
中
で
、
大
島
本
以
外
を
取
り
上
げ
な
い
理
由
、
別
本
の
中
で
、
陽
明
本
以
外
を
取
り
上
げ
な
い
理
由

を
、
こ
の
順
に
述
べ
る
。

青
表
紙
本
系
大
島
本
、
そ
れ
と
は
違
う
青
表
紙
本
系
Ａ
本
、
更
に
そ
れ
と
は
違
う
青
表
紙
本
系
Ｂ
本
、
こ
れ
ら
の
間
の
違
い
は
大
き
く
な
い
。
大
き
く
違
わ

な
い
か
ら
こ
そ
、「
系
」と
い
う
語
が
使
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
青
表
紙
本
系
と
い
う
言
葉
が
悪
い
の
な
ら
、第
一
類
と
言
っ
て
も
い
い
３
。
第
一
類
の
大
島
本
、

第
一
類
の
Ａ
本
、
第
一
類
の
Ｂ
本
は
、
互
い
に
大
き
く
は
違
わ
な
い
。
大
き
く
は
違
わ
な
い
か
ら
こ
そ
、「
類
」
と
い
う
語
が
使
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
本

拙
稿
で
は
、
陽
明
本
と
青
表
紙
本
と
の
古
態
性
／
非
古
態
性
を
論
じ
る
た
め
に
、
青
表
紙
本
の
代
表
と
し
て
大
島
本
を
使
い
た
い
。

陽
明
本
と
い
う
別
本
、
Ｃ
本
と
い
う
別
本
、
Ｄ
本
と
い
う
別
本
の
互
い
の
間
の
違
い
は
、
青
表
紙
本
系
大
島
本
、
青
表
紙
本
系
Ａ
本
、
青
表
紙
本
系
Ｂ
本
の

互
い
の
間
の
違
い
よ
り
は
大
き
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、『
源
氏
物
語
別
本
集
成
』
第
一
巻
４
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
、「
現
行
の
研
究
時
点
で
最
善
と
思
わ
れ
る
本
文
」
と
評
価
さ
れ
て
い
る
。「
現
在
」
と
は
一
九
八
八
年
で
あ
る
が
、
そ
の
後
、
瓦
井
裕
子
氏
・

松
本
大
氏
が
、
陽
明
本
を
底
本
と
し
た
、
全
文
訳
付
き
の
校
注
書
を
学
術
誌
に
掲
載
し
は
じ
め
た
５
こ
と
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
こ
の
「（
別
本
の
中
で
）

最
善
」
と
い
う
評
価
を
撤
回
さ
れ
な
い
よ
う
な
気
配
で
あ
る
。
そ
う
し
た
な
か
、
別
本
の
Ｃ
本
、
別
本
の
Ｄ
本
、
更
に
は
、
Ｅ
本
と
い
う
別
本
、
Ｆ
本
と
い
う
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三

別
本
迄
視
野
に
入
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
に
個
別
に
、
青
表
紙
本
と
比
較
し
て
の
古
態
性
／
非
古
態
性
を
考
察
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
も
う
、
本

文
研
究
の
い
た
ず
ら
な
細
分
化
で
あ
り
、
悪
い
意
味
で
の
相
対
主
義
の
表
れ
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
本
拙
稿
の
目
的
の
一
つ
が
、
こ
れ
か
ら
作
成
さ

れ
る
校
注
書
（
本
拙
稿
に
於
い
て
、「
校
注
書
」
と
は
、
例
え
ば
『
湖
月
抄
』
の
よ
う
に
、
全
文
を
記
し
、
注
を
加
え
た
も
の
を
言
う
。『
源
氏
釈
』
や
『
河
海

抄
』
の
よ
う
に
、
一
部
抄
出
し
、
そ
れ
に
注
を
加
え
た
も
の
は
、
私
は
、「
注
釈
書
」
そ
の
他
の
呼
称
を
用
い
る
よ
う
に
し
て
い
る
）
の
底
本
に
は
ど
の
よ
う

な
も
の
が
良
い
か
を
提
言
す
る
こ
と
に
あ
る
の
で
、
も
っ
ぱ
ら
陽
明
本
に
着
目
し
、
そ
の
、
青
表
紙
本
と
比
較
し
て
の
古
態
性
／
非
古
態
性
の
み
を
論
ず
る
こ

と
を
お
許
し
願
い
た
い
。

と
は
い
う
も
の
の
、主
要
根
拠
と
し
て
掲
出
し
た
異
同
箇
所
に
つ
い
て
、『
源
氏
物
語
大
成　

校
異
篇
』６
（
以
下
、『
大
成
校
異
篇
』
と
略
称
す
る
こ
と
も
あ
る
）

の
何
頁
何
行
目
に
相
当
す
る
か
も
記
し
て
、
参
考
に
供
す
る
こ
と
に
し
た
。
も
し
必
要
を
お
感
じ
に
な
れ
ば
、
そ
の
頁
そ
の
行
の
、
大
島
本
、
陽
明
本
以
外
の

伝
本
の
本
文
も
確
認
し
て
頂
き
た
い
。
本
章
第
一
節
か
ら
第
四
節
で
言
わ
れ
て
い
る
大
島
本
の
性
格
―
朝
顔
巻
の
異
同
箇
所
で
言
え
ば
、
動
詞
「
変
は
る
」
に

接
続
す
る
名
詞
が
「
け
し
き
」
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
こ
と
、
少
女
巻
の
異
同
箇
所
で
言
え
ば
、
頭
中
将
が
、
陸
機
（
二
六
一
〜
三
〇
三
）
の
文
章
を
そ
の
ま

ま
漢
文
訓
読
調
で
口
遊
ん
で
い
る
こ
と
―
が
、
青
表
紙
本
全
体
の
性
格
と
考
え
て
よ
い
こ
と
が
確
認
で
き
る
は
ず
で
あ
る
。
他
の
青
表
紙
本
系
伝
本
の
本
文
を

本
拙
稿
本
論
の
部
分
で
記
す
と
な
る
と
、
そ
れ
ぞ
れ
に
対
し
て
私
が
ど
の
よ
う
に
受
け
止
め
て
い
る
か
も
記
す
こ
と
に
な
る
。
そ
の
場
合
、
論
が
余
り
に
も
多

面
的
に
な
り
、
焦
点
が
ぼ
や
け
る
こ
と
に
な
る
。
も
し
、
受
け
止
め
を
書
か
な
い
と
な
る
と
、
そ
れ
な
ら
ば
初
め
か
ら
そ
の
本
文
は
記
さ
な
く
て
も
い
い
の
で

は
な
い
か
、
と
い
う
話
に
な
る
。
そ
の
よ
う
な
次
第
で
、
本
拙
稿
で
は
、『
大
成
校
異
篇
』
の
頁
数
行
数
の
み
を
記
す
こ
と
に
す
る
。

ま
た
、
私
の
「『
義
経
記
』
巻
七
の
改
竄
続
貂
」７
の
序
節
・
第
一
節
〜
第
三
節
は
、『
義
経
記
』
巻
七
に
つ
い
て
第
一
系
列
本
が
古
態
性
を
持
ち
、
巻
一
〜

巻
六
・
巻
八
に
つ
い
て
は
第
二
系
列
本
が
古
態
性
を
持
つ
こ
と
を
述
べ
た
も
の
で
あ
る
（
巻
一
〜
巻
六
・
巻
八
に
つ
い
て
は
、
巻
四
の
み
、
異
同
箇
所
を
挙
げ
た
）

が
、
第
一
系
列
に
つ
い
て
は
橘
本
で
代
表
さ
せ
、
第
二
系
列
に
つ
い
て
は
田
中
本
で
代
表
さ
せ
て
い
る
。
こ
の
点
、
佐
藤
陸
氏
『
義
経
記
と
後
期
軍
記
』８
第

Ⅰ
部
第
四
論
文
「『
義
経
記
』
巻
七
の
改
竄
」
第
一
節
か
ら
第
三
節
ま
で
に
倣
っ
て
い
る
。「
○
○
続
貂
」
の
「
続
貂
」
に
は
、
も
と
も
と
、
自
分
の
言
う
こ
と

な
ど
狗
の
よ
う
に
劣
っ
て
い
る
と
い
う
自
卑
が
籠
っ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
日
本
人
が
日
本
文
学
論
文
の
表
題
や
副
題
に
使
う
と
き
、
む
し
ろ
、
そ
の
「
〇
〇
」

と
い
う
先
行
論
文
へ
の
尊
崇
の
思
い
を
発
信
し
て
い
る
場
合
も
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
佐
藤
氏
は
、
第
一
系
列
の
橘
本
以
外
の
伝
本
、
第
二
系
列
の
田
中
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本
以
外
の
伝
本
を
視
野
に
入
れ
、
現
に
、
単
行
本
『
義
経
記
と
後
期
軍
記
』
の
他
の
単
元
に
は
同
じ
系
統
の
複
数
の
伝
本
が
並
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
も
あ
る
の

だ
が
、
第
四
論
文
「『
義
経
記
』
巻
七
の
改
竄
」
で
は
橘
本
、
そ
の
隣
に
田
中
本
が
並
べ
ら
れ
る
と
い
う
異
同
箇
所
掲
出
が
多
く
、
そ
の
た
め
に
、
論
旨
明
快
、

鮮
や
か
に
結
果
が
出
て
い
る
。
私
が
一
系
列
一
伝
本
主
義
を
取
り
た
く
な
る
理
由
を
一
般
論
と
し
て
述
べ
る
と
、
佐
藤
氏
論
文
の
尊
重
の
た
め
で
あ
る
。
一
般

論
で
は
な
く
『
源
氏
物
語
』
に
即
し
て
一
系
統
一
伝
本
主
義
を
取
る
理
由
を
述
べ
る
と
、
先
に
述
べ
た
通
り
で
あ
る
。

第
一
節　

須
磨
巻
の
改
竄

光
源
氏
も
、
須
磨
に
来
て
半
年
が
経
っ
た
。

【
資
料
一
】　

須
磨
巻
の
異
同
箇
所

大
島
本

か
の
御
す
ま
ゐ
に
は
ひ
さ
し
く
な
る
ま
ゝ
に
え
ね
む
し
す
く
す
ま
し
う
お
ほ
え
給
へ
と
（
四
二
ウ
８
〜
１
０
行
目
）

陽
明
本

か
の
山
さ
と
に
は
ひ
さ
し
く
な
る
ま
ゝ
に
え
ね
ん
し
す
こ
す
ま
し
う
お
ほ
え
給
へ
は
（
四
六
ウ
１
〜
２
行
目
。
影
印
篇
に
拠
っ
た
が
、
翻
刻
・
解
説
篇

も
参
照
し
た
）

 

（『
大
成
校
異
篇
』
四
二
七
頁
一
四
行
目
〜
四
二
八
頁
一
行
目
相
当
箇
所
）

陽
明
本
は
、
す
ぐ
後
に
「
…
う
し
ろ
の
山
」
と
あ
る
（
翻
刻
・
解
説
篇
な
ど
参
照
す
る
と
、
こ
の
よ
う
に
推
測
で
き
る
）
の
に
引
か
れ
て
、「
山
さ
と
」
と

改
竄
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
後
ろ
に
山
が
あ
っ
て
も
、
前
に
海
が
あ
る
の
で
、
須
磨
を
山
里
と
言
う
の
は
無
理
で
あ
る
。
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五

第
二
節　

朝
顔
巻
の
改
竄

本
節
で
は
、
光
源
氏
と
紫
上
の
会
話
の
場
面
に
注
目
し
た
い
。

【
資
料
二
】　

朝
顔
巻
の
異
同
箇
所

大
島
本

み
も
や
り
給
は
す
わ
か
君
を
も
て
あ
そ
ひ
ま
き
ら
は
し
お
は
す
る
そ
は
め
の
た
ゝ
な
ら
ぬ
を
あ
や
し
く
御
け
し
き
の
か
は
れ
る
へ
き
こ
ろ
か
な
（
一
二

オ
５
〜
８
行
目
）

 

陽
明
本

み
も
や
り
給
は
す
【「
す
」
が
見
セ
消
チ
】
て
わ
か
き
み
を
も
て
あ
そ
ひ
ま
き
ら
は
し
を
は
す
る
そ
は
め
の
た
ゝ
な
ら
ね
は
あ
や
し
く
御
こ
ゝ
ろ
か
は

る
へ
き
こ
ゝ
ろ
か
な
（
一
一
ウ
３
〜
７
行
目
）

（『
大
成
校
異
篇
』
六
四
六
頁
一
二
〜
一
三
行
目
相
当
箇
所
）

朝
顔
姫
君
へ
の
光
源
氏
の
関
心
の
せ
い
で
、
紫
上
が
ご
機
嫌
斜
め
で
あ
る
の
を
見
て
、
光
源
氏
が
「
あ
や
し
く
御
け
し
き
の
変
は
れ
る
べ
き
頃
か
な
」（
新

日
本
古
典
文
学
大
系
９
（
略
称　

新
大
系
）
の
釈
文
も
参
照
し
て
、私
に
釈
文
に
直
し
た
）
と
発
言
す
る
場
面
で
あ
る
。
現
代
人
の
使
う
「
ご
機
嫌
斜
め
で
あ
る
」

と
い
う
言
葉
は
、
古
文
の
「
御
け
し
き
悪
し
」
が
そ
っ
く
り
そ
の
ま
ま
当
て
は
ま
る
。
光
源
氏
は
、「
あ
や
し
く
御
け
し
き
悪
し
き
頃
か
な
」
と
言
っ
て
し
ま

う
と
露
骨
過
ぎ
る
か
ら
、「
あ
や
し
く
御
け
し
き
変
は
」
る
、
と
言
っ
た
の
で
あ
る
。

「
変
は
る
」
と
い
う
動
詞
の
主
語
が
、「
け
し
き
」
と
い
う
よ
う
な
名
詞
で
あ
る
よ
う
な
本
文
と
、「
こ
こ
ろ
」
と
い
う
よ
う
な
名
詞
で
あ
る
よ
う
な
本
文
と
、

ど
ち
ら
が
原
型
だ
ろ
う
か
。
存
在
継
続
の
助
動
詞
「
り
」（
の
連
体
形
）
の
有
無
は
、
し
ば
ら
く
棚
上
げ
し
て
、
考
え
て
み
た
い
。

同
じ
巻
に
、
大
島
本
で
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し
の
ひ
た
ま
へ
と
い
か
ゝ
う
ち
こ
ほ
る
ゝ
お
り
も
な
か
ら
む
あ
や
し
く
れ
い
な
ら
ぬ
御
け
し
き
こ
そ
心
え
か
た
け
れ
（
二
一
オ
３
〜
５
行
目
）

と
い
う
本
文
が
あ
る
。
こ
の
箇
所
は
、
陽
明
本
も
ほ
と
ん
ど
変
わ
ら
な
い
。
第
二
十
一
丁
表
で
、「
あ
や
し
く
例
な
ら
ぬ
御
け
し
き
」、
言
い
換
え
れ
ば
、
あ
や

し
く
御
け
し
き
例
な
ら
（
ず
）、
と
光
源
氏
が
言
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
第
十
二
丁
表
で
も
、
あ
や
し
く
御
け
し
き
の
変
は
（
る
）、
と
あ
る
ほ
う
が
原
型
で
は

な
か
ろ
う
か
。

陽
明
本
の
よ
う
に
、
紫
上
の
「
横
顔
」
を
見
て
、
光
源
氏
が
心
変
わ
り
を
察
し
た
と
い
う
の
は
、
平
安
中
期
の
文
学
作
品
で
は
、
あ
り
得
な
い
の
で
は
な
い

か
と
思
う
。

今
井
上
氏
は
、「
朝
顔
姫
君
の
形
象
と
主
題
」10
に
於
い
て
、
朝
顔
巻
の
朝
顔
姫
君
の
詠
歌
「
あ
ら
た
め
て
何
か
は
見
え
む
人
の
上
に
か
か
り
と
聞
き
し
心

変
は
り
を
」
の
「
心
変
は
り
」
が
、
朝
顔
と
い
う
女
の
心
変
わ
り
な
の
か
、
そ
れ
と
も
、
光
源
氏
と
い
う
男
の
、
朝
顔
以
外
の
女
に
対
す
る
心
変
わ
り
か
を
論

ず
る
た
め
に
、『
源
氏
物
語
』
内
で
、
用
例
を
列
挙
し
て
い
る
。

・（
匂
宮
が
）
わ
が
御
袖
し
て
（
中
君
の
）
涙
を
の
ご
ひ
給
へ
ば
、（
中
君
）「
夜
の
間
の
心
変
は
り
こ
そ
、
の
た
ま
ふ
に
つ
け
て
お
し
は
か
ら
れ
侍
り
ぬ
れ
」
と

て
少
し
ほ
ほ
ゑ
み
ぬ
。（
宿
木
巻
（
５
）
四
〇
九
）

・（
匂
宮
の
心
の
）
変
は
ら
む
を
ば
（
浮
舟
が
）
う
ら
め
し
う
思
ふ
べ
か
り
け
り
と
見
給
ふ
に
も
い
と
ら
う
た
し
。（
宮
）「
い
か
な
る
人
の
心
変
は
り

を
見
な
ら
ひ
て
」
な
ど
ほ
ほ
ゑ
み
て
（
浮
舟
巻
（
６
）
一
三
三
）

前
者
は
夕
霧
六
君
の
も
と
で
一
夜
を
過
ご
し
た
匂
宮
が
、
翌
朝
、
拗
ね
て
い
る
中
君
に
、
一
夜
の
う
ち
に
私
の
こ
と
を
お
嫌
い
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
か

と
言
い
か
け
て
き
た
の
に
対
し
、
あ
な
た
こ
そ
私
か
ら
他
の
人
に
「
心
変
は
り
」
し
た
の
で
し
ょ
う
と
中
君
が
切
り
返
し
た
も
の
。
ま
た
後
者
は
匂
宮
の

愛
情
の
う
つ
ろ
い
を
心
配
す
る
浮
舟
に
対
し
、
宮
が
薫
の
こ
と
を
ほ
の
め
か
し
な
が
ら
、
ど
ん
な
殿
方
の
「
心
変
は
り
」
に
普
段
か
ら
気
を
揉
ま
さ
れ
て

い
る
た
め
に
、
変
な
邪
推
を
な
さ
る
の
か
と
言
葉
を
か
け
た
も
の
。
ど
ち
ら
も
男
が
他
の
女
に
心
を
移
す
こ
と
を
い
う
の
は
明
白
で
あ
り
、
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七

前
者
の
例
で
言
う
と
、
中
君
は
、
匂
宮
の
「
夜
の
間
の
心
変
は
り
」
を
、「
の
た
ま
ふ
に
つ
け
て
」、
お
し
は
か
っ
た
の
で
あ
る
。
即
ち
、「
一
夜
の
う
ち
に

私
の
こ
と
を
お
嫌
い
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
か
」
と
言
う
匂
宮
の
言
葉
を
根
拠
に
、
そ
の
よ
う
な
言
葉
を
口
に
出
し
た
匂
宮
の
心
変
わ
り
を
察
知
し
た
の
で
あ

る
。
勿
論
、「
ほ
ほ
ゑ
」
む
、
と
い
う
言
葉
も
見
え
て
い
る
か
ら
、
冗
談
交
じ
り
に
言
っ
た
に
違
い
な
い
の
だ
が
、
そ
れ
に
し
て
も
、
匂
宮
の
そ
の
日
そ
の
時

の
横
顔
、
匂
宮
の
そ
の
日
そ
の
時
の
表
情
な
ど
か
ら
、
察
知
し
た
、
と
言
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

後
者
の
例
で
言
う
と
、
浮
舟
は
、
薫
の
自
分
へ
の
愛
が
醒
め
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
、
長
い
時
の
経
過
の
中
で
、
察
知
し
た
。
も
っ
と
も
、「
浮
舟
が
薫
の
心

変
わ
り
を
察
知
し
た
」
と
い
う
匂
宮
の
発
言
も
、
半
分
冗
談
で
あ
り
、
薫
の
浮
舟
に
対
す
る
心
変
わ
り
が
現
実
に
起
こ
っ
た
こ
と
な
の
か
、
匂
宮
自
身
も
頭
の

半
分
で
は
疑
っ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
し
て
も
、
浮
舟
は
、
薫
の
あ
る
日
あ
る
時
の
横
顔
、
あ
る
日
あ
る
時
の
表
情
を
見
て
、
心
変
わ
り
を
察
知
す

る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

前
記
し
た
朝
顔
の
詠
歌
の
「
心
変
は
り
」
に
し
て
も
、
今
井
氏
は
、
六
条
御
息
所
に
対
す
る
光
源
氏
の
心
変
わ
り
で
あ
る
、
と
断
定
し
て
い
る
。
私
も
、
そ

の
今
井
氏
説
を
支
持
す
る
が
、
私
が
問
題
に
し
た
い
の
は
、
女
の
朝
顔
が
、
別
の
女
に
対
す
る
光
源
氏
の
心
変
わ
り
を
ど
の
よ
う
に
し
て
察
知
し
た
の
か
。「
人

の
上
に
か
か
り
と
聞
き
し
」
と
詠
ま
れ
て
い
る
か
ら
、
世
間
の
噂
で
知
っ
た
の
で
あ
る
。

今
井
氏
が
、
御
論
文
で
挙
げ
て
い
る
、『
一
条
摂
政
御
集
』
の
、

　
　

久
し
う
て
、
女
、

　

ま
つ
よ
り
も
久
し
く
と
は
ず
な
り
ぬ
る
は
思
ふ
と
い
ひ
て
心
変
は
り
か
（
８
７
）

に
し
て
も
、
女
は
男
の
あ
る
日
あ
る
時
の
横
顔
、
あ
る
日
あ
る
時
の
表
情
を
見
て
、
心
変
わ
り
を
察
知
し
た
の
で
は
な
い
。「
ま
つ
よ
り
も
久
し
く
と
は
ず
な

り
ぬ
る
」
と
い
う
事
実
に
基
づ
い
て
そ
う
判
断
し
た
の
で
あ
る
。
現
代
で
は
、
小
説
な
ど
の
文
芸
作
品
で
、
男
の
表
情
や
男
の
ち
ょ
っ
と
し
た
し
ぐ
さ
な
ど
か

ら
、
心
変
わ
り
を
瞬
時
に
察
知
す
る
女
が
描
か
れ
る
こ
と
が
多
い
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
女
が
男
の
表
情
な
ど
か
ら
、
心
変
わ
り
を
見
て
取
る
こ
と
が
い

か
に
困
難
で
あ
っ
た
か
、
平
安
中
期
の
文
学
作
品
の
作
者
読
者
に
も
、
一
定
の
影
響
力
を
持
っ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
、
平
安
前
期
の
第
一
級
の
歌
人
の
和
歌
か
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八

ら
も
窺
い
知
ら
れ
る
。

人
の
心
か
は
り
た
る
に
／
色
み
え
で
う
つ
ろ
ふ
物
は
世
の
中
の
人
の
心
の
は
な
に
ぞ
有
り
け
る　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（『
小
町
集
』
二
〇
番
）
11

小
野
小
町
に
拠
れ
ば
、
女
は
男
の
心
変
わ
り
を
目
で
見
て
取
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
長
い
時
を
経
れ
ば
、
で
き
な
い
こ
と
は
な
い
。
だ
か
ら
こ
そ
、
こ
の
よ
う

な
和
歌
が
生
ま
れ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
瞬
時
に
見
て
取
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

第
三
節　

少
女
巻
・
幻
巻
の
改
竄

少
女
巻
で
、
頭
中
将
が
、
陸
機
の
文
章
を
口
遊
む
場
面
が
あ
る
。

【
資
料
三
】
そ
の
１　

少
女
巻
の
異
同
箇
所

大
島
本

風
の
ち
か
ら
け
た
し
す
く
な
し
と
う
ち
す
し
給
て
琴
の
か
む
な
ら
ね
と
あ
や
し
く
も
の
あ
は
れ
な
る
夕
か
な
（
一
九
オ
９
〜
ウ
１
行
目
）

陽
明
本

風
の
心
さ
す
ら
ひ
き
て
と
う
ち
す
へ
し
給
て
き
む
の
こ
ゑ
な
ら
ね
と
あ
や
し
と
な
を
も
の
あ
は
れ
な
る
夕
か
な
【
初
め
「
か
な
な
を
」
と
書
か
れ
て
い

て
、
そ
れ
が
見
セ
消
チ
さ
れ
て
、「
か
な
」
が
書
き
加
え
ら
れ
る
】（
二
〇
ウ
８
〜
１
０
行
目
）

（『
大
成
校
異
篇
』
六
七
九
頁
八
〜
九
行
目
相
当
箇
所
）

陽
明
本
の
「
う
ち
す
へ
し
」
は
、「
う
ち
す
む
し
」
若
し
く
は
「
う
ち
す
ん
し
」
を
字
形
の
類
似
か
ら
誤
写
し
た
も
の
。
こ
れ
は
問
題
に
し
な
い
。
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九

新
大
系
は
、
こ
の
大
島
本
に
基
づ
い
て
「「
風
の
力
ち
か
ら

蓋け
だ

し
寡す
く
なし
」
と
う
ち
誦ず

じ
給
て
、「
琴
の
感か
む

な
ら
ね
ど
、
あ
や
し
く
も
の
あ
は
れ
な
る
夕
か
な
。
…
…
」」

と
い
う
釈
文
を
作
り
、「
風
の
力
蓋
し
…
…
」
以
下
の
注
と
し
て
、　

内
大
臣
【
頭
中
将
の
、
少
女
巻
の
時
点
で
の
役
職
】
の
言
。「
落
葉
は
微
風
を
俟
（
ま
）
つ
て
以
て
隕
（
お
）
つ　

而
（
し
か
）
も
風
の
力
蓋
し
寡
（
す

く
な
）
し　

孟
嘗
は
雍
門
に
遭
ひ
て
泣
け
り　

琴
の
感
は
以
て
未
（
い
ま
だ
）
し
」（
文
選
四
十
六
・
豪
士
賦
序
・
陸
士
衡
）。
落
葉
も
感
涙
も
、
風
や
琴

の
せ
い
で
は
な
く
、時
節
ゆ
え
だ
と
す
る
。（
隅
付
き
パ
ー
レ
ン
括
弧
内
は
、私
に
補
っ
た
言
葉
。
以
下
も
、先
行
学
術
文
献
を
引
用
す
る
際
、隅
付
き
パ
ー

レ
ン
括
弧
内
に
、
私
の
言
葉
を
記
す
こ
と
が
あ
る
）

と
述
べ
て
い
る
。「
士
衡
」
は
あ
ざ
な
で
、
本
名
は
機
。
有
名
な
軍
人
兼
知
識
人
の
陸
機
で
あ
る
。
そ
の
陸
機
の
、

●
風
の
力
蓋
し
寡
し　

風
の
力
の
影
響
は
少
な
い
だ
ろ
う
、
簡
単
に
言
え
ば
、
風
の
せ
い
で
は
な
い

と
、

●
琴
の
感
は
以
て
未
し　

琴
の
感
動
力
は
及
ん
で
い
な
い
、
簡
単
に
言
え
ば
、
琴
の
せ
い
で
は
な
い　

と
は
対
句
に
な
っ
て
い
る
。
な
お
、新
釈
漢
文
大
系
『
文
選
』12
「
豪が
う

士し

の
賦ふ

の
序じ
よ　

陸り
く

機き

」
で
は
、「
…
琴
之
感
以
末
」
で
あ
る
が
、現
代
日
本
語
の
訳
は
、「
…

し
か
し
、
琴
の
与
え
る
力
は
末
梢
的
な
も
の
で
あ
ろ
う
。」
で
あ
っ
て
、
大
意
は
変
わ
ら
な
い
。
新
大
系
『
源
氏
物
語
』
が
、
な
ぜ
、「
…
未
…
」
と
い
う
本
文

に
し
た
の
か
不
明
で
あ
る
が
、
中
国
で
一
般
に
通
行
し
て
い
る
版
本
は
「
…
末
…
」
で
あ
る
よ
う
で
あ
る
（
こ
の
点
、
中
国
文
学
専
門
の
方
か
ら
ご
教
示
を
受

け
た
）。
本
拙
稿
は
、
以
下
、「
…
未
…
」
も
念
頭
に
置
き
つ
つ
、「
…
末
…
」
を
前
提
に
話
を
進
め
る
。
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一
〇

こ
の
対
句
は
、
二
つ
揃
っ
て
引
用
さ
れ
た
と
こ
ろ
に
大
き
な
意
味
が
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
陽
明
本
は
、「
力
蓋
し
寡
し
」
の
代
わ
り
に
、「
心
さ
す
ら
ひ
き
て
」

で
あ
る
。「
風
の
心
さ
す
ら
ひ
き
て
」で
は
、「
琴
の
感
は
以
て
末
な
り
」（
或
い
は
、「
琴
の
感
は
以
て
未
し
」）を
踏
ま
え
た
頭
中
将
の
言
葉
と
対
に
成
り
に
く
い
。

陽
明
本
書
写
者
は
、「
力
蓋
し
寡
し
」
よ
り
も
、「
心
」
や
「
さ
す
ら
ひ
（
く
）」
の
ほ
う
が
耳
慣
れ
た
表
現
だ
か
ら
、そ
の
よ
う
に
改
竄
し
た
（
或
い
は
、親
本
の
、

そ
の
よ
う
な
改
竄
さ
れ
た
本
文
を
見
て
「
こ
れ
で
い
い
の
だ
」
と
思
っ
た
）
の
で
は
な
い
か
。

こ
こ
で
、
二
十
帖
後
ろ
に
飛
ん
で
し
ま
う
が
、
第
四
十
一
帖
幻
巻
の
異
同
箇
所
を
挙
げ
た
い
。
第
二
十
一
帖
少
女
巻
の
異
同
箇
所
の
陽
明
本
本
文
が
、
第

四
十
一
帖
幻
巻
の
そ
れ
と
、
そ
の
近
視
眼
的
に
通
じ
や
す
い
と
い
う
性
格
に
於
い
て
、
相
通
ず
る
よ
う
に
思
う
か
ら
で
あ
る
。

幻
巻
は
、
第
二
綴
（
第
九
丁
表
か
ら
第
十
六
丁
裏
）
が
江
戸
初
期
の
補
写
で
あ
る
13
。
第
二
十
四
丁
は
、
第
三
綴
の
中
に
あ
る
。

【
資
料
三
】
そ
の
２　

幻
巻
の
異
同
箇
所

大
島
本

ち
か
く
さ
ふ
ら
ふ
人
々
は
御
ほ
い
と
け
給
へ
き
け
し
き
と
み
た
て
ま
つ
る
ま
ゝ
に
（
二
三
オ
１
０
〜
ウ
２
行
目
）

陽
明
本

ち
か
う
さ
ふ
ら
ふ
ひ
と
〳
〵
は
お
ほ
む
仏
給
へ
き
け
し
き
と
み
た
て
ま
つ
る
ま
ゝ
に
（
二
四
ウ
７
〜
９
行
目
）

（『
大
成
校
異
篇
』
一
四
二
〇
頁
一
二
〜
一
三
行
目
相
当
箇
所
）

陽
明
本
側
は
、「
ほ
い
と
け
」
の
「
い
」
を
、不
注
意
に
拠
り
誤
脱
、残
っ
た
「
ほ
と
け
」
の
三
字
が
耳
慣
れ
た
単
語
だ
か
ら
こ
れ
で
い
い
の
だ
と
思
い
、「
仏
」

と
い
う
漢
字
を
宛
て
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
「
仏
」
と
い
う
単
語
が
、
前
の
語
や
後
の
語
と
ど
う
つ
な
が
る
の
か
つ
な
が
ら
な
い
の
か
、
と
い
う
と
こ
ろ
ま
で

頭
が
回
ら
な
い
の
で
あ
る
。

な
お
、
本
拙
稿
は
、
後
に
「
付
記
」
で
述
べ
る
よ
う
に
、
口
頭
発
表
を
礎
稿
と
す
る
。
席
上
、
上
原
作
和
氏
か
ら
、
田
村
隆
氏
の
「「
涙
」
の
表
記
」
14
が

公
刊
さ
れ
て
い
る
た
め
、『
絵
入
源
氏
』
の
漢
字
が
陽
明
本
幻
巻
に
投
影
し
て
い
る
可
能
性
を
吟
味
す
る
よ
う
に
、
と
い
う
御
発
言
が
あ
っ
た
。

－ 330 － － 331 －



陽
明
本
源
氏
物
語
前
編
の
改
竄
―
須
磨
巻
か
ら
玉
鬘
巻
、
幻
巻
を
中
心
に
―

一
一

田
村
氏
は
、
陽
明
本
の
近
世
期
補
写
部
分
の
漢
字
に
着
目
、
そ
れ
ら
が
慶
安
三
年
跋
の
『
絵
入
源
氏
』
に
由
来
す
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
具
体
的
な
根

拠
が
極
め
て
多
く
、
非
常
に
説
得
力
の
あ
る
論
文
で
あ
る
が
、
幻
巻
か
ら
は
「
泪
」
を
二
例
、「
な
み
だ
」
の
二
例
と
共
に
並
べ
て
い
る
。
そ
の
、
合
わ
せ
て

四
例
を
田
村
が
所
在
地
確
認
し
た
と
こ
ろ
、
全
て
第
九
丁
か
ら
第
十
六
丁
迄
に
収
ま
っ
て
い
た
。
田
村
氏
も
、
幻
巻
の
近
世
補
写
部
分
が
第
二
綴
の
み
で
あ
る

こ
と
を
、
ど
う
や
ら
、
認
識
し
て
お
ら
れ
て
、
第
二
綴
に
限
定
し
て
慶
安
三
年
跋
の
『
絵
入
源
氏
』
と
の
関
係
性
を
探
っ
て
行
か
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
だ
と
す

れ
ば
、
右
の
上
原
氏
の
発
言
は
、
田
村
氏
論
文
を
良
く
理
解
し
て
い
な
い
、
そ
し
て
『
陽
明
叢
書　

源
氏
物
語
』
の
第
十
二
巻
と
第
一
巻
を
全
く
読
ん
で
い
な

い
（
も
し
、
上
原
氏
が
読
ん
だ
上
で
、
篠
原
氏
説
、
阿
部
氏
説
に
異
見
を
抱
い
た
の
な
ら
、
そ
の
旨
お
っ
し
ゃ
っ
た
は
ず
で
あ
る
）
こ
と
に
端
を
発
し
た
も
の

で
あ
る
。
や
は
り
、
所
在
地
が
第
二
十
四
丁
裏
で
あ
る
「
仏
」
と
い
う
漢
字
は
、
慶
安
三
年
跋
の
『
絵
入
源
氏
』
に
で
も
な
く
、
慶
安
（
一
六
四
八
〜
）
の
頃

の
『
源
氏
物
語
』
享
受
の
あ
り
よ
う
に
で
も
な
く
、「
ほ
い
」
の
「
い
」
の
脱
落
に
端
を
発
し
た
も
の
で
あ
る
。

少
女
巻
の
「
風
の
心
さ
す
ら
ひ
き
て
」
と
い
う
陽
明
本
の
本
文
も
、
近
視
眼
的
に
判
断
す
れ
ば
、
穏
当
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
で
は
、
一
行
後
の
、
陸
機

の
言
葉
を
踏
ま
え
た
頭
中
将
の
詞
と
、
対
に
成
り
に
く
い
。
こ
の
よ
う
に
、
近
視
眼
的
に
見
れ
ば
穏
当
、
一
行
後
、
二
行
後
、
或
い
は
、
一
行
前
、
二
行
前
、

一
段
落
位
前
と
照
ら
し
合
わ
せ
る
と
穏
当
で
な
い
、
と
い
う
の
は
、
非
青
表
紙
本
に
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
現
象
で
あ
る
。

第
四
節　

玉
鬘
巻
の
改
竄

玉
鬘
一
行
は
京
の
都
に
上
っ
た
後
、
京
の
都
の
西
南
の
郊
外
、
石
清
水
八
幡
宮
へ
参
拝
す
る
こ
と
に
す
る
。

【
資
料
四
】　

玉
鬘
巻
の
異
同
箇
所

大
島
本

や
は
た
の
宮
と
申
は
か
し
こ
に
て
も
ま
い
り
い
の
り
申
給
し
ま
つ
ら
は
こ
さ
き
お
な
し
や
し
ろ
な
り
（
一
七
オ
７
〜
９
行
目
）

陽
明
本
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一
二

や
は
た
の
宮
と
申
は
か
し
こ
に
て
つ
ね
に
ま
う
て
い
の
り
ま
う
し
ゝ
は
こ
さ
き
の
お
な
し
や
う
な
り
（
一
六
ウ
４
〜
６
行
目
）

（『
大
成
校
異
篇
』
七
三
〇
頁
一
三
〜
一
四
行
目
相
当
箇
所
）

玉
鬘
九
州
滞
在
期
の
前
半
が
筑
前
、
後
半
が
肥
前
だ
っ
た
の
で
、
肥
前
を
代
表
す
る
神
社
・
松
浦
、
筑
前
を
代
表
す
る
神
社
・
筥
崎
が
連
続
す
る
大
島
本
の

本
文
は
原
型
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
と
こ
ろ
が
陽
明
本
は
、「
筥
崎
」
が
あ
っ
て
、「
松
浦
」
を
意
味
す
る
語
が
無
い
。
大
島
本
第
十
一
丁
裏
一
〜
二
行
目
で
も
、

「
松ま
つ
ら浦
な
る
鏡か
ゞ
みの
神
」
と
い
う
神
社
名
が
出
て
い
る
15
（
陽
明
本
一
一
オ
３
〜
４
行
目
も
同
じ
）
以
上
、
非
古
態
性
を
持
つ
本
文
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

つ
い
う
っ
か
り
の
「
ま
つ
ら
」
の
書
き
漏
ら
し
か
、
そ
れ
と
も
、
意
図
的
な
削
除
か
。
第
十
三
丁
表
七
〜
八
行
目
で
も
、「
松
浦
」
と
い
う
地
名
、
若
し
く

は
、神
社
名
を
欠
く
（
大
島
本
で
は
、第
十
三
丁
裏
六
〜
七
行
目
。「
ま
つ
ら
の
宮
の
ま
へ
の
な
き
さ
」）（『
大
成
校
異
篇
』
七
二
八
頁
四
〜
五
行
目
相
当
箇
所
）。

同
じ
二
字
（
ひ
ら
が
な
な
ら
、
三
字
）
の
二
度
の
脱
落
は
偶
然
で
は
あ
る
ま
い
。
意
図
的
な
削
除
で
あ
ろ
う
。

第
五
節　

第
一
章
の
ま
と
め
と
補
足

以
上
、
本
拙
稿
本
章
で
は
、
須
磨
巻
、
朝
顔
巻
、
少
女
巻
、
幻
巻
、
玉
鬘
巻
に
、
陽
明
本
側
に
改
竄
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。

本
拙
稿
は
、
後
に
「
付
記
」
で
述
べ
る
よ
う
に
、
口
頭
発
表
を
礎
稿
と
す
る
。
席
上
、
新
美
哲
彦
氏
か
ら
、「
合
理
的
な
本
文
が
も
と
の
形
と
は
限
ら
な
い
、

意
味
が
分
か
ら
な
い
本
文
を
意
味
が
分
か
る
よ
う
に
書
写
者
が
変
え
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
も
、
写
本
を
見
て
い
れ
ば
、
気
付
か
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
」
と
い

う
趣
旨
の
御
発
言
が
あ
っ
た
。
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
話
の
流
れ
の
中
で
生
ま
れ
た
の
か
は
省
略
す
る
が
、
ど
の
よ
う
な
文
脈
で
あ
れ
、
私
の
口
頭
発
表
の
質
疑

応
答
の
際
に
出
た
御
発
言
で
あ
る
以
上
、【
資
料
一
】、【
資
料
二
】、【
資
料
三
】
そ
の
１
、【
資
料
三
】
そ
の
２
、【
資
料
四
】
の
異
同
箇
所
の
い
ず
れ
か
に
つ

い
て
、
藤
原
定
家
側
の
恣
意
的
な
書
き
替
え
で
あ
る
と
お
っ
し
ゃ
っ
た
も
同
然
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
資
料
何
、
と
、
ま
た
、
資
料
何
の
そ
の
何
と
指
さ

さ
れ
る
こ
と
も
な
か
っ
た
。
こ
れ
は
、
決
し
て
、
新
美
氏
に
限
ら
な
い
。
口
頭
発
表
で
あ
れ
、
口
頭
発
表
の
席
上
で
あ
れ
、
活
字
発
表
で
あ
れ
、
藤
原
定
家
が

恣
意
的
に
書
き
替
え
を
し
た
可
能
性
が
あ
る
と
い
う
言
説
が
発
信
さ
れ
る
と
き
、
具
体
的
に
ど
の
巻
の
ど
の
場
面
の
青
表
紙
本
本
文
、
と
そ
れ
な
り
に
説
得
的
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陽
明
本
源
氏
物
語
前
編
の
改
竄
―
須
磨
巻
か
ら
玉
鬘
巻
、
幻
巻
を
中
心
に
―

一
三

な
根
拠
と
共
に
指
さ
さ
れ
る
こ
と
は
、
極
め
て
少
な
い
よ
う
に
思
う
。
誤
写
な
ら
、
あ
る
。
私
も
、
青
表
紙
本
の
ど
の
巻
の
ど
の
語
が
誤
写
に
拠
っ
て
生
じ
た

と
指
さ
し
て
し
ま
う
こ
と
も
あ
る
し
、
藤
原
定
家
が
、
ち
ょ
う
ど
現
代
人
が
別
の
現
代
人
の
文
章
を
手
で
書
き
写
す
と
き
つ
い
う
っ
か
り
誤
り
を
冒
し
て
し
ま

う
の
と
同
じ
頻
度
で
、
つ
い
う
っ
か
り
の
誤
り
を
冒
し
て
し
ま
う
こ
と
が
あ
っ
た
、
と
い
う
こ
と
は
、
誰
に
言
わ
れ
な
く
て
も
、
推
測
し
て
い
る
。
し
か
し
、

恣
意
的
な
書
き
替
え
に
つ
い
て
は
、例
え
ば
、【
資
料
三
】
そ
の
２
の
箇
所
、も
と
は
「
お
ほ
む
仏
給
へ
き
け
し
き
」
と
い
う
よ
う
な
陽
明
本
側
の
本
文
で
あ
っ
た
、

或
い
は
、
藤
原
定
家
側
の
目
の
前
に
あ
っ
た
古
写
本
の
中
に
「
お
ほ
む
仏
給
へ
き
け
し
き
」
の
よ
う
な
本
文
が
あ
っ
た
、
そ
れ
を
藤
原
定
家
、
若
し
く
は
、
藤

原
定
家
側
の
人
間
が
、そ
の
「
仏
」
と
い
う
漢
字
を
見
て
、「
ほ
」
と
「
と
」
と
「
け
」
と
い
う
三
つ
の
か
な
を
頭
の
中
で
思
い
浮
か
べ
、そ
の
「
ほ
」
の
下
に
、

も
と
は
「
い
」
が
あ
っ
た
の
に
脱
落
し
た
の
だ
、
だ
か
ら
私
が
補
お
う
、
と
言
っ
て
「
ほ
い
」
と
す
る
、
そ
の
よ
う
に
し
て
、「
御
本ほ

い

と
意
遂
げ
給
べ
き
け
し
き
」

か
、
こ
れ
に
近
い
本
文
を
捏
造
し
た
、
と
は
到
底
想
定
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

【
資
料
二
】
の
異
同
箇
所
に
関
し
て
、「
陽
明
本
本
文
の
よ
う
な
本
文
か
ら
青
表
紙
本
本
文
の
よ
う
な
本
文
へ
の
書
き
替
え
」
か
、
そ
れ
と
も
、「
青
表
紙
本

本
文
の
よ
う
な
本
文
か
ら
陽
明
本
本
文
の
よ
う
な
本
文
へ
の
書
き
替
え
」
か
を
考
え
る
上
で
参
考
に
成
る
の
は
、
前
田
家
本
『
源
氏
釋
』
の
、『
源
氏
物
語
』

原
文
抄
出
の
仕
方
で
あ
る
。

女
君
た
ゝ
な
ら
ぬ
御
そ
は
め
を
見
て

あ
や
し
く
御
け
し
き
の
か
は
れ
る
へ
き

心
か
な
さ
る
は
つ
み
も
な
し
や
し
ほ
や

き
衣
の
あ
ま
り
め
な
れ
て
お
ほ
さ
る
ゝ

に
や
と
あ
る
は
16

『
源
氏
釋
』
に
関
し
て
、「
源
氏
釋
の
諸
本
を
通
覧
す
る
と
、
物
語
本
文
を
そ
の
ま
ま
抄
出
し
た
と
思
は
れ
る
も
の
よ
り
も
、
梗
概
ま
た
は
大
要
を
と
つ
て
書

き
な
ほ
し
た
ら
し
い
も
の
が
多
い
」
17

と
さ
れ
て
い
る
た
め
、
紫
式
部
の
原
本
が
、
右
の
『
源
氏
釋
』
原
文
抄
出
と
同
じ
で
あ
る
か
は
不
明
で
あ
る
が
、「
あ
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一
四

や
し
く
御
け
し
き
の
か
は
れ
る
」
と
い
う
文
言
を
含
ん
で
い
る
た
め
、
青
表
紙
本
の
「
あ
や
し
く
御
け
し
き
の
か
は
れ
る
」
と
い
う
よ
う
な
本
文
が
、
藤
原
定

家
の
書
き
替
え
に
拠
っ
て
生
じ
た
も
の
で
な
い
こ
と
は
確
実
で
あ
ろ
う
。

陸
機
の
文
章
を
挙
げ
る
に
当
た
っ
て
、
前
田
家
本
『
源
氏
釋
』
は
、
頭
中
将
の
言
葉
を
「
風
ち
か
ら
な
き
ゝ
け
」
と
抄
出
し
て
い
る
18
。
こ
れ
を
私
が
釈

文
に
直
す
と
「
風
力
無
き
。
聞
け
」
で
あ
り
、
私
が
解
釈
す
る
と
「（
葉
が
木
か
ら
落
ち
る
の
は
）
風
の
せ
い
で
は
な
い
。（
同
様
に
、
音
楽
に
は
、
人
を
泣
か

せ
る
力
は
な
い
。
し
か
し
）
私
の
演
奏
を
聴
い
て
お
く
れ
」
で
あ
る
。
紫
式
部
の
原
本
が
、『
源
氏
釋
』
原
文
抄
出
と
同
じ
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
疑
問
で
あ
る
が
、

紫
式
部
の
原
本
に
も
、「
力
」
と
い
う
漢
語
が
含
ま
れ
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
の
漢
語
を
、
陽
明
本
書
写
者
及
び
書
写
監
督
者
は
、（「
風
の
」
に
続

く
語
と
し
て
は
）
耳
慣
れ
な
か
っ
た
た
め
、「
さ
す
ら
ひ
来く

」
の
よ
う
な
和
語
（
の
連
用
形
と
助
詞
の
「
て
」）、「
心
」
の
よ
う
な
耳
慣
れ
た
表
現
に
書
き
換
え

て
し
ま
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。【
資
料
三
】
そ
の
１
の
異
同
箇
所
に
つ
い
て
も
、「
陽
明
本
本
文
の
よ
う
な
本
文
か
ら
青
表
紙
本
本
文
の
よ
う
な
本
文
へ
の
書

き
替
え
」
は
想
定
で
き
な
い
。

【
資
料
四
】
の
異
同
箇
所
を
読
む
と
、
玉
鬘
は
、
青
表
紙
本
系
大
島
本
に
基
づ
く
限
り
、
九
州
滞
在
期
前
半
に
筑
前
を
代
表
す
る
神
社
・
筥
崎
に
、
九
州
滞

在
期
後
半
に
肥
前
を
代
表
す
る
神
社
・
松
浦
に
、
何
度
か
参
拝
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
と
こ
ろ
が
、
別
本
の
陽
明
本
に
基
づ
く
な
ら
ば
、
九
州
滞
在
期
に
何

度
か
参
拝
し
た
の
は
、
筥
崎
だ
け
で
あ
る
。
従
っ
て
、
近
畿
地
方
の
港
に
向
か
っ
て
玄
界
灘
を
東
行
す
る
船
旅
を
描
写
し
た
、

…
…
た
ゝ
こ
の
み
や
ひ
な
き
さ
と
あ
ね
を
も
と
の
わ
か
は
ゝ
と
な
ん
か
へ
り
み
し
て
か
な
し
か
り
け
る

（
一
三
オ
７
〜
９
行
目
）

と
い
う
一
文
、
私
が
釈
文
に
直
す
と
、

…
…
た
だ
、
こ
の
宮
の
渚
と
、
姉
お
も
と
の
別
る
る
と
な
ん
か
へ
り
み
し
て
、
悲
し
か
り
け
る
。

（「
の
・
ひ
」
の
誤
写
・
誤
読
、「
る
・
は
」
の
誤
写
・
誤
読
を
想
定
し
た
）
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陽
明
本
源
氏
物
語
前
編
の
改
竄
―
須
磨
巻
か
ら
玉
鬘
巻
、
幻
巻
を
中
心
に
―

一
五

で
あ
る
が
、
玉
鬘
一
行
が
な
つ
か
し
い
思
い
を
抱
き
つ
つ
振
り
返
っ
た
、
神
社
の
前
の
浜
辺
と
は
、
筥
崎
宮
前
の
浜
辺
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
と
こ

ろ
が
、
筥
崎
宮
の
前
の
浜
辺
は
、
海
の
中
道
と
志
賀
の
島
と
に
隔
て
ら
れ
て
い
て
、
玄
界
灘
を
東
行
す
る
玉
鬘
一
行
に
は
見
え
な
い
は
ず
で
あ
る
。

前
拙
稿
「
陽
明
本
源
氏
物
語
前
編
螢
以
後
巻
々
に
つ
い
て
」
19

、
こ
れ
は
、
口
頭
発
表
用
の
資
料
作
成
時
に
は
未
刊
で
あ
っ
た
、
現
時
点
で
は
、
既
刊
で
あ

る
の
だ
が
、
御
法
巻
の

尾
州
家
本
見
セ
消
チ
補
入
前
本
文

か
せ
の
【「
の
」
が
見
セ
消
チ
さ
れ
て
、「
野
」
が
補
足
さ
れ
て
い
る
】
わ
き
た
ち
て
ふ
く
ゆ
ふ
く
れ
（
一
五
オ
５
〜
６
行
目
）

陽
明
本

か
せ
の
秋
た
ち
て
ふ
く
ゆ
ふ
く
れ
（
一
八
ウ
１
〜
２
行
目
）

（『
大
成
校
異
篇
』
一
三
九
四
頁
九
行
目
相
当
箇
所
）

と
い
う
異
同
箇
所
に
つ
い
て
、
長
い
考
察
を
し
た
。
参
考
ま
で
に
、
大
島
本
も
挙
げ
る
と
「
風
の
わ
き
た
ち
て
ふ
く
夕
暮
」（
一
九
オ
３
〜
４
行
目
）
で
あ

る
20
。
陽
明
本
の
よ
う
な
本
文
か
ら
尾
州
家
本
見
セ
消
チ
補
入
前
本
文
（
以
下
、
尾
前
と
略
す
こ
と
が
あ
る
）、
青
表
紙
本
系
大
島
本
本
文
の
よ
う
な
本
文
が

生
ま
れ
た
、
つ
ま
り
、
陽
明
本
の
「
秋
」
と
い
う
漢
字
を
尾
前
の
書
写
者
、
書
写
監
督
者
が
見
て
、
ま
た
、
藤
原
定
家
側
の
人
間
も
見
て
、
或
い
は
、
藤
原
定

家
側
の
見
て
い
る
古
写
本
た
ち
の
中
の
一
本
に
、陽
明
本
の
よ
う
な
本
文
と
同
じ
く
「
秋
」
と
い
う
漢
字
を
持
つ
も
の
が
あ
っ
て
、そ
れ
を
見
て
、「
あ
」
と
「
き
」

と
い
う
二
つ
の
か
な
を
頭
の
中
で
思
い
浮
か
べ
、陽
明
本
の
親
本
の
書
写
者
は
よ
く「
わ
」の
字
を「
あ
」の
字
に
書
き
間
違
え
る
か
ら
、こ
こ
も
も
と
は「
わ
」だ
っ

た
の
だ
、
だ
か
ら
私
が
訂
正
し
よ
う
、
と
言
っ
て
「
わ
」
と
す
る
、
そ
の
よ
う
に
し
て
、「
風
の
わ
き
た
ち
て
ふ
く
夕
暮
」
か
、
こ
れ
に
近
い
本
文
を
捏
造
し

た
、
と
は
到
底
想
定
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
陽
明
本
の
親
本
の
書
写
者
は
よ
く
「
わ
」
の
字
を
「
あ
」
の
字
に
書
き
間
違
え
る
21
。
し
か
し
、
尾
前
の
書
写
者
、

書
写
監
督
者
、
藤
原
定
家
は
そ
れ
を
知
っ
て
い
た
だ
ろ
う
か
。

な
お
、
当
て
字
、
借
音
字
の
世
界
に
は
、
こ
う
い
う
場
合
に
は
、
こ
う
い
う
漢
字
を
当
て
字
と
し
て
用
い
る
、
と
い
う
暗
黙
の
ル
ー
ル
の
よ
う
な
も
の
が
あ
っ

－ 326 －



富
山
大
学
人
文
科
学
研
究

一
六

た
は
ず
で
あ
る
。「
仏
」
と
い
う
漢
字
、「
秋
」
と
い
う
漢
字
は
、
当
て
字
、
借
音
字
で
は
な
く
、
陽
明
本
側
の
文
章
解
釈
を
反
映
し
た
字
で
あ
る
と
思
う
。

ま
た
、『
陽
明
叢
書　

源
氏
物
語
』
第
三
巻
「
翻
刻
・
解
説
篇
」
で
は
、
葵
巻
に
、

ね
の
こ
は
い
て
つ
か
う
ま
つ
ら
す
へ
う
侍
ら
ん
（
六
三
ウ
‐
３
）【
陽
明
本
】　
【
青
表
紙
本
系
大
島
本
を
含
む
】
諸
本
【
は
、「
い
て
」
の
部
分
が
、】「
い

く
つ
か
」。「
い
て
」
の
「
て
」
は
「
く
」
を
誤
っ
た
も
の
ら
し
い
が
、
さ
ら
に
「
い
く
つ
か
つ
か
う
ま
つ
ら
す
へ
う
」
の
「
つ
か
」
の
重
複
を
衍
字
と
誤

解
し
て
「
い
で
仕
う
ま
つ
ら
す
べ
う
」
と
解
し
た
も
の
か
。

と
い
う
改
竄
が
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
22
。
藤
原
定
家
な
り
藤
原
定
家
側
の
人
間
な
り
が
、
陽
明
本
本
文
の
よ
う
な
本
文
を
書
き
替
え
て
青
表
紙
本

本
文
を
作
っ
た
と
す
れ
ば
、
①
「
て
」
は
「
く
」
を
誤
写
し
た
も
の
で
あ
る
、
②
「
つ
か
」
は
元
は
二
回
あ
っ
た
、
と
い
う
二
つ
の
推
測
を
同
時
に
し
て
、
そ

の
推
測
に
基
づ
い
て
書
き
替
え
た
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
到
底
、
そ
の
よ
う
な
二
つ
の
推
測
が
同
時
に
で
き
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。

第
二
章

以
上
、
第
一
章
で
は
、
五
つ
の
巻
に
改
竄
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
い
っ
ぽ
う
、
前
拙
稿
「
陽
明
本
源
氏
物
語
前
編
螢
以
後
巻
々
に
つ
い
て
」
で
は
、
御

法
巻
の
他
、
螢
、
夕
霧
、
計
三
つ
の
巻
に
改
竄
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。『
陽
明
叢
書　

源
氏
物
語
』
全
十
六
巻
の
「
翻
刻
・
解
説
篇
」
で
は
、
先
に
挙
げ

た
第
三
巻
の
指
摘
の
他
に
、
若
紫
巻
陽
明
本
は
、
青
表
紙
本
と
河
内
本
を
合
成
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
、
非
常
に
多
く
の
根
拠
に
基
づ
き
、
喝
破
さ
れ
て
い

る
。
第
二
巻
「
翻
刻
・
解
説
篇
」
で
、
若
紫
巻
は
、
改
竄
の
巻
で
あ
る
と
喝
破
さ
れ
た
も
同
然
で
あ
る
。

五
足
す
三
足
す
二
で
、
十
で
あ
る
。
こ
れ
ら
全
て
、
古
写
の
巻
で
あ
る
。
阿
部
秋
生
氏
の
言
う
甲
類
の
巻
で
あ
る
。

『
源
氏
物
語
』前
編
に
は
、陽
明
本
が
古
写
の
巻
で
あ
る
巻
が
、二
十
七
あ
る
。
そ
の
う
ち
の
お
よ
そ
三
分
の
一
の
巻
に
改
竄
の
跡
が
見
ら
れ
た
。
だ
と
す
れ
ば
、

陽
明
本
古
写
二
十
七
巻
を
、
一
括
し
て
、
改
竄
本
で
あ
る
と
言
っ
て
構
わ
な
い
の
で
は
な
い
か
。
改
竄
本
で
あ
れ
ば
、
こ
れ
か
ら
作
成
さ
れ
る
新
し
い
活
字
校
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陽
明
本
源
氏
物
語
前
編
の
改
竄
―
須
磨
巻
か
ら
玉
鬘
巻
、
幻
巻
を
中
心
に
―

一
七

注
書
の
底
本
に
成
る
資
格
を
失
う
だ
ろ
う
。
陽
明
本
古
写
の
巻
が
底
本
に
な
る
資
格
を
失
っ
た
と
す
れ
ば
、
ま
し
て
、
陽
明
本
補
写
の
巻
に
は
、
底
本
に
な
る

資
格
は
な
い
だ
ろ
う
。

陽
明
本
以
外
の
別
本
に
つ
い
て
は
、
第
一
章
序
節
で
述
べ
た
よ
う
に
、
別
本
の
中
で
陽
明
本
が
最
善
本
だ
と
す
る
言
説
が
撤
回
さ
れ
て
い
な
い
現
在
、
や
は

り
、
新
た
に
作
ら
れ
る
本
格
的
な
新
校
注
書
の
底
本
と
し
て
ふ
さ
わ
し
く
な
い
。

ま
た
、
河
内
本
に
つ
い
て
は
、
吉
岡
曠
氏
が
「「
義
理
」
を
通
す
こ
と
を
旨
と
す
る
解
釈
本
文
な
い
し
は
校
訂
本
文
」
と
い
う
通
説
を
再
確
認
し
て
い
る
23
。

吉
岡
氏
の
著
書
の
ほ
か
、
吉
澤
義
則
氏
『
源
氏
随
攷
』「
帚
木
巻
「
こ
と
の
音
も
月
も
え
な
ら
ぬ
」
の
釈
」
24
、
根
来
司
氏
『
平
安
女
流
文
学
の
文
章
の
研
究　

続
』25
、
清
水
好
子
氏
『
源
氏
物
語
の
文
体
と
方
法
』26
が
あ
る
こ
と
を
付
言
し
て
お
く
。

新
校
注
書
の
底
本
は
、
従
っ
て
、
青
表
紙
本
系
大
島
本
か
そ
れ
に
似
た
本
文
の
伝
本
に
す
べ
き
で
あ
る
と
思
う
。
そ
の
結
果
、
そ
の
釈
文
の
部
分
は
、
既
刊

校
注
書
の
釈
文
の
部
分
と
あ
ま
り
変
わ
り
映
え
し
な
い
も
の
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
れ
で
も
や
は
り
、
原
作
に
近
い
も
の
が
良
い
と
い
う
私
の
立
場
か

ら
言
わ
せ
れ
ば
、
大
島
本
か
そ
れ
に
似
た
本
文
の
伝
本
が
良
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

青
表
紙
本
系
大
島
本
に
つ
い
て
、
佐
々
木
孝
浩
氏
の
一
連
の
ご
研
究
が
あ
る
。
佐
々
木
氏
は
、
別
筆
の
二
帖
を
除
く
五
十
一
帖
全
体
に
関
し
て
、「
文
明

十
三
年
（
一
四
八
一
）
よ
り
も
や
や
新
し
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
印
象
で
あ
っ
た
」
と
述
べ
て
い
る
。
そ
の
上
で
、
な
お
、

　

最
後
の
最
後
に
誤
解
の
無
い
よ
う
に
述
べ
て
お
き
た
い
が
、
稿
者
は
「
大
島
本
」
の
価
値
を
否
定
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。【
略
】「
現
在
の

と
こ
ろ
大
島
本
を
用
い
る
こ
と
が
共
通
の
理
解
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
も
の
の
、
そ
れ
で
は
た
し
て
よ
い
の
か
」
と
い
う
よ
う
な
【
伊
井
春
樹
氏
の
】

意
見
も
存
し
て
は
い
る
が
、
原
本
の
四
帖
【「
原
本
」
と
は
、
四
、五
行
前
か
ら
判
断
し
て
、「
定
家
の
関
与
し
た
『
源
氏
物
語
』」
の
「
原
本
」】
と
、
臨

模
本
で
あ
る
「
明
融
本
」
の
八
帖
（
原
本
と
重
複
す
る
「
柏
木
」
を
除
く
）
が
存
し
て
い
な
い
部
分
に
つ
い
て
は
、
や
は
り
「
大
島
本
」
に
拠
っ
て
原
本

の
本
文
を
考
え
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。

と
の
こ
と
で
あ
る
27
。
佐
々
木
氏
は
宮
河
印
が
捺
さ
れ
て
い
る
グ
ル
ー
プ
一
九
巻
と
宮
河
印
が
捺
さ
れ
て
い
な
い
グ
ル
ー
プ
三
二
巻
に
分
け
、
前
者
は
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一
八

一
四
八
一
年
と
一
五
六
三
、四
年
の
中
間
よ
り
は
、
一
五
六
三
、四
年
に
近
い
年
代
に
、
後
者
は
そ
れ
よ
り
少
し
後
だ
と
推
測
し
て
い
る
が
、
そ
れ
で
も
や
は
り
、

改
訂
に
あ
た
っ
て
の
附
記
で
、「
繰
り
返
す
が
、
稿
者
は
大
島
本
を
批
判
し
た
の
で
は
な
い
。
大
島
本
の
史
料
価
値
の
高
さ
は
本
編
で
も
確
認
し
て
い
る
通
り

で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
28
。

以
上
は
、
青
表
紙
本
原
本
と
大
島
本
と
の
距
離
に
つ
い
て
の
研
究
、
乃
至
推
測
で
あ
る
が
、
紫
式
部
の
原
本
と
青
表
紙
本
原
本
に
つ
い
て
の
研
究
、
乃
至
推

測
は
、
横
溝
博
氏
が
「
平
安
時
代
の
『
源
氏
物
語
』
本
文
」29
で
、
な
さ
っ
て
い
る
。

藤
原
定
家
は
、
目
の
前
に
あ
る
『
源
氏
物
語
』
の
複
数
の
写
本
に
つ
い
て
、
こ
れ
を
う
が
て
ば
、
い
よ
い
よ
堅
し
、
と
、
校
訂
を
加
え
よ
う
に
も
な
か
な
か

手
ご
わ
い
文
章
だ
と
い
う
認
識
を
持
っ
て
い
た
、
と
い
う
認
識
を
、『
明
月
記
』
元
仁
二
（
一
二
二
五
）
年
二
月
十
六
日
の
記
事
を
引
用
し
つ
つ
、
横
溝
氏
が

示
し
て
い
る
30
。

『
明
月
記
』
元
仁
二
（
一
二
二
五
）
年
二
月
十
六
日
に
は
、「
短
慮
」
に
基
づ
い
て
、『
源
氏
物
語
』
の
文
章
を
と
や
か
く
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
か
、
い
や
、

で
き
な
い
、
と
い
う
一
節
が
あ
る
。
私
が
思
う
に
、「
短
慮
」
と
い
う
言
葉
は
、
自
分
の
考
え
る
こ
と
な
ど
浅
は
か
で
あ
る
、
と
い
う
自
卑
が
籠
っ
て
い
る
の

で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
藤
原
定
家
の
使
う
こ
の
言
葉
は
、
む
し
ろ
、
紫
式
部
へ
の
尊
崇
の
思
い
も
発
信
し
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
紫
式
部
に
深
い
敬
意

を
抱
い
て
い
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
私
も
そ
う
思
う
。

そ
し
て
、
横
溝
氏
は
、

諸
本
の
異
同
に
つ
い
て
あ
る
程
度
、
紫
式
部
自
身
に
発
し
た
も
の
で
あ
る
と
、
定
家
は
認
め
て
い
た
。

と
い
う
認
識
も
示
し
て
い
る
。
こ
れ
に
関
連
し
て
、
紫
式
部
が
物
語
を
完
成
さ
せ
て
か
ら
藤
原
定
家
の
証
本
作
成
が
行
わ
れ
る
ま
で
の
約
二
百
十
年
の
期
間
、

書
き
替
え
は
、
現
在
学
界
で
そ
う
思
わ
れ
て
い
る
程
、
頻
繁
に
は
行
わ
れ
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
書
き
替
え
が
行
わ
れ
る
と
す
れ
ば
書
写
が
行
わ
れ
る
際
で

あ
る
が
、
菅
原
孝
標
女
に
着
目
す
る
と
、
証
本
を
作
る
と
い
う
目
的
を
持
た
な
い
人
間
は
、
熱
心
に
読
み
こ
そ
す
れ
『
源
氏
物
語
』
を
書
写
す
る
こ
と
さ
え
な

か
っ
た
と
い
う
推
測
が
可
能
で
あ
る
31
。
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陽
明
本
源
氏
物
語
前
編
の
改
竄
―
須
磨
巻
か
ら
玉
鬘
巻
、
幻
巻
を
中
心
に
―

一
九

横
溝
氏
論
文
で
示
さ
れ
た
右
の
よ
う
な
認
識
は
、
現
在
の
学
界
で
、
や
や
軽
視
さ
れ
過
ぎ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

更
に
、
横
溝
氏
論
文
の
最
後
の
ペ
ー
ジ
で
は
、

　

…
…
私
た
ち
の
目
の
前
に
あ
る
古
写
本
の
中
に
、
紫
式
部
の
達
意
を
示
す
平
安
時
代
の
本
文
が
蔵
さ
れ
て
い
る
…
…

と
記
さ
れ
て
い
る
。「
私
た
ち
の
目
の
前
に
あ
る
古
写
本
」
と
は
、
二
〇
一
五
年
以
前
に
、
影
印
や
翻
刻
が
公
開
さ
れ
て
い
る
古
写
本
、
の
意
で
あ
る
。「
紫
式

部
の
達
意
を
示
す
」
本
文
と
は
、
私
が
思
う
に
、「
紫
式
部
の
原
本
と
一
字
一
句
違
わ
な
い
、
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
に
も
拘
わ
ら
ず
、
紫
式
部
の
思
い
を
受

け
止
め
る
こ
と
が
で
き
る
本
文
」
と
い
う
意
味
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
の
よ
う
な
「
紫
式
部
の
達
意
を
示
す
」
本
文
の
伝
本
は
、
二
〇
一
五
年
以
前
に
公

開
さ
れ
た
伝
本
の
う
ち
の
複
数
が
そ
う
で
あ
る
と
し
て
、
大
島
本
も
、
そ
の
う
ち
の
一
つ
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
別
本
の
陽
明
本
は
、
そ
の
複
数
の
う
ち
に
入

ら
な
い
だ
ろ
う
。

な
る
ほ
ど
、
大
島
本
に
は
、
原
本
か
ら
一
字
、
二
字
の
範
囲
で
変
化
し
た
と
お
ぼ
し
き
箇
所
が
あ
る
。
既
に
新
大
系
脚
注
32

等
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
、
夕

霧
巻
第
四
十
四
丁
裏
二
行
目
の
「
月
こ
ろ
」（
私
に
釈
文
に
直
せ
ば
、「
月
ご
ろ
」、
若
し
く
は
、「
月
頃
」）
な
ど
で
あ
る
。

月
こ
ろ
へ
け
れ
は
九
月
に
な
り
ぬ
（
四
四
丁
ウ
２
行
目
）

こ
の
箇
所
に
つ
い
て
、
新
大
系
脚
注
、
日
本
古
典
文
学
全
集
（
略
称　

全
集
）
上
段
の
注
33

な
ど
を
参
照
し
て
み
て
も
、
本
来
、
例
え
ば
「
ひ
こ
ろ
」（
漢
字

に
直
す
と
「
日
頃
」）
の
よ
う
な
本
文
で
あ
っ
た
と
推
測
し
た
く
な
る
。
ま
た
、
新
大
系
、
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
（
略
称　

新
全
集
）、
全
集
な
ど
既
刊
校

注
書
に
指
摘
が
な
い
が
、
玉
鬘
巻
の
右
近
の
詞
、「
…
…
そ
の
よ
の
物
か
た
り
し
ゐ
て
侍
て
た
へ
か
た
く
思
給
へ
り
し
」（
三
四
ウ
７
〜
９
行
目
。
新
大
系
で
は
、

第
二
巻
三
五
七
頁
一
二
〜
一
三
行
目
に
相
当
）
の
「
思
給
へ
り
し
」
も
、
大
島
本
の
正
し
く
な
い
本
文
で
あ
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
右
近
が
主
語
で
あ
る
の

に
、
四
段
活
用
の
補
助
動
詞
「
た
ま
ふ
」
が
使
わ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
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二
〇

夕
霧
、
玉
鬘
の
巻
々
に
こ
う
し
た
疵
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
夕
霧
、
玉
鬘
以
外
の
巻
に
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、『
源
氏
物
語
』
は
、『
源
氏
物
語
』

前
編
だ
け
で
も
り
っ
ぱ
に
長
編
物
語
に
な
っ
て
い
る
。
前
編
に
つ
い
て
、
一
つ
一
つ
の
巻
が
、
前
後
か
ら
独
立
し
た
短
編
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
向
き
も
あ
る

が
、
私
は
そ
う
思
わ
な
い
。
一
つ
の
有
機
的
統
合
体
だ
と
思
っ
て
い
る
。
そ
う
で
な
く
て
も
、
一
つ
一
つ
の
巻
は
、
短
い
巻
を
除
い
て
、
分
量
的
に
中
編
物
語

の
名
に
値
す
る
。
中
編
物
語
、
長
編
物
語
に
は
、
こ
の
程
度
の
疵
が
あ
っ
て
も
、
原
作
者
の
思
い
を
把
握
す
る
こ
と
は
可
能
な
の
で
は
な
い
か
。

音
便
形
／
正
規
の
活
用
形
の
異
同
箇
所
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
箇
所
で
ど
ち
ら
が
紫
式
部
の
原
本
に
近
い
か
知
る
こ
と
を
諦
め
て
い
る
の
で
音
便
に
つ

い
て
は
置
く
と
し
て
、
一
字
の
違
い
、
ま
た
、
補
助
動
詞
の
適
切
／
不
適
切
、
活
用
語
の
活
用
語
尾
の
適
切
／
不
適
切
に
ま
で
目
を
光
ら
せ
る
と
、
大
島
本
に

全
幅
の
信
頼
を
寄
せ
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
で
も
な
お
、
原
作
者
の
思
い
を
把
握
す
る
の
に
ふ
さ
わ
し
い
伝
本
の
中
の
一
つ
で
あ
る
と
思
う
。

も
っ
と
も
、
二
〇
一
〇
年
代
に
入
っ
て
か
ら
の
日
本
の
社
会
経
済
情
勢
を
考
え
る
と
、
特
に
二
〇
二
〇
年
代
に
入
っ
て
か
ら
の
日
本
経
済
の
状
況
を
考
え
る

と
、
大
手
出
版
社
に
、
長
編
文
学
作
品
の
新
た
な
校
注
書
の
出
版
を
提
案
す
る
の
は
差
し
控
え
る
べ
き
か
も
し
れ
な
い
。
そ
う
で
あ
る
と
し
た
ら
、
岩
波
新
大

系
、
小
学
館
新
全
集
、
小
学
館
全
集
な
ど
を
『
源
氏
物
語
』
前
編
作
品
論
の
引
用
テ
キ
ス
ト
に
使
う
べ
き
で
あ
る
。

高
橋
早
苗
氏
「『
源
氏
物
語
』
御
法
巻
の
「
日
」
と
「
露
」
の
情
景
と
『
観
普
賢
経
』」34
も
、
新
全
集
を
引
用
テ
キ
ス
ト
に
し
て
い
る
。
氏
は
、

…
…
愛
す
る
女
性
た
ち
の
往
生
を
願
う
行
動
を
と
っ
て
い
た
光
源
氏
だ
が
、
紫
の
上
の
逝
去
後
に
限
っ
て
そ
う
し
た
姿
は
見
出
せ
な
い
。
興
味
深
い
こ
と

に
、
こ
の
後
、
紫
の
上
の
冥
福
を
願
っ
て
「
阿
弥
陀
仏
、
阿
弥
陀
仏
」（
同
五
一
一
）
と
唱
え
る
の
は
夕
霧
で
あ
っ
た
。
そ
の
直
後
、
光
源
氏
も
ま
た
「
阿

弥
陀
仏
を
念
じ
」
る
様
子
が
確
認
で
き
る
。
だ
が
、
そ
れ
は
夕
霧
と
は
対
照
的
に
、
紫
の
上
へ
の
愛
惜
の
念
ゆ
え
に
「
心
ま
ど
ひ
」
す
る
我
が
身
を
顧
み

た
、「
こ
の
思
ひ
…
忘
れ
さ
せ
た
ま
へ
」
と
い
う
願
い
に
基
づ
く
も
の
で
あ
っ
た
（
御
法
④
五
一
三
）。

と
述
べ
て
い
る
。
夕
霧
を
主
語
と
し
て
言
え
ば
、
夕
霧
は
光
源
氏
と
は
対
照
的
に
、「
阿
弥
陀
仏
」
を
連
呼
す
る
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
阿
弥
陀
仏
、
と
い

う
言
葉
が
一
回
記
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
は
、
連
呼
し
た
こ
と
が
読
者
に
伝
わ
り
に
く
い
。
大
島
本
に
、
阿
弥
陀
仏
、
と
い
う
言
葉
が
二
回
記
さ
れ
て
い
る
こ
と

に
よ
っ
て
（
二
度
目
は
踊
り
字
に
拠
る
。
こ
の
点
、
大
島
本
影
印
に
拠
っ
て
確
認
し
た
）、
夕
霧
は
二
回
唱
え
た
こ
と
に
な
る
。
二
回
ど
こ
ろ
か
、
何
回
も
何
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陽
明
本
源
氏
物
語
前
編
の
改
竄
―
須
磨
巻
か
ら
玉
鬘
巻
、
幻
巻
を
中
心
に
―

二
一

十
回
も
唱
え
た
こ
と
に
な
る
。
と
こ
ろ
が
、
陽
明
本
は
、「
阿
弥
陀
仏
に
引
き
た
ま
ふ
」
と
い
う
本
文
で
あ
り
（
一
八
ウ
８
行
目
。
私
に
釈
文
に
直
し
て
掲
出

し
た
）、「
に
」
の
解
釈
が
難
し
い
だ
け
で
な
く
、「
阿
弥
陀
仏
」
と
い
う
言
葉
が
一
回
だ
け
で
あ
る
。
高
橋
氏
が
も
し
陽
明
本
を
引
用
テ
キ
ス
ト
に
し
て
い
た
ら
、

あ
の
よ
う
な
す
ば
ら
し
い
論
文
を
書
く
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

高
橋
氏
は
、
ま
た
、

こ
れ
ま
で
最
愛
の
女
性
の
死
に
「
た
だ
く
れ
ま
ど
」
っ
て
い
た
光
源
氏
は
、
こ
こ
に
き
て
、
彼
女
へ
の
愛
惜
の
念
と
出
家
の
願
望
と
の
間
で
揺
れ
動
き
始

め
る
の
で
あ
り
、

と
も
述
べ
て
い
る
。
そ
の
、
光
源
氏
の
揺
れ
動
き
を
把
握
す
る
上
で
重
要
な
記
事
は
、
幻
巻
に
も
、
幾
つ
か
あ
る
。
そ
の
う
ち
の
一
つ
が
、

ち
か
く
さ
ふ
ら
ふ
人
々
は
御
ほ
い
と
け
給
へ
き
け
し
き
と
み
た
て
ま
つ
る
ま
ゝ
に
（
二
三
オ
１
０
〜
ウ
２
行
目
）

で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
陽
明
本
は
、

ち
か
う
さ
ふ
ら
ふ
ひ
と
〳
〵
は
お
ほ
む
仏
給
へ
き
け
し
き
と
み
た
て
ま
つ
る
ま
ゝ
に
（
二
四
ウ
７
〜
９
行
目
）

で
あ
る
。
こ
の
出
家
の
決
意
の
顕
在
化
の
箇
所
を
高
橋
氏
は
引
用
し
て
い
な
い
が
、
大
島
本
は
新
大
系
の
釈
文
で
示
す
と
、「
近ち
か

く
さ
ぶ
ら
ふ
人
々
は
、
御

本ほ

い

と
意
遂
げ
給
べ
き
け
し
き
と
見み

た
て
ま
つ
る
ま
ゝ
に
、」で
あ
る
。
陽
明
本
は
、「
御
本ほ

い

と
意
遂
げ
給
べ
き
け
し
き
」の
部
分
、「
お
ほ
む
仏
給
へ
き
け
し
き
」で
あ
り
、

私
が
釈
文
に
直
す
と
、「
御
仏
た
ま
ふ
べ
き
け
し
き
」、
或
い
は
、「
御
仏
賜
ふ
べ
き
け
し
き
」
で
あ
る
。
陽
明
本
を
前
提
に
し
た
場
合
は
、
光
源
氏
の
揺
れ
動

き
を
把
握
す
る
の
が
困
難
に
な
る
。
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二
二

そ
も
そ
も
、仏
は
人
間
の
一
人
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
断
言
し
て
し
ま
う
と
、宗
教
学
的
に
長
い
議
論
が
起
こ
り
そ
う
で
あ
る
が
、仏
は
人
間
の
一
人
で
あ
る
、

と
い
う
認
識
と
、
仏
は
物
質
の
一
つ
で
あ
る
と
い
う
認
識
と
、
ど
ち
ら
が
真
実
に
近
い
か
は
、
瞬
時
に
、
判
断
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
陽
明
本
本
文
は
、

仏
を
お
与
え
に
な
る
、
と
、
人
間
の
一
人
で
あ
る
仏
を
一
つ
の
物
質
扱
い
し
て
い
る
。
人
間
の
一
人
を
一
つ
の
物
質
扱
い
し
て
い
る
本
文
と
言
え
ば
、
藤
裏
葉

巻
の
国
冬
本
が
想
起
さ
れ
る
。「
と
り
の
使
」
を
捧
げ
る
、
で
あ
る
35
。

陽
明
本
御
法
巻
、
陽
明
本
幻
巻
を
含
む
陽
明
本
『
源
氏
物
語
』
前
編
を
引
用
テ
キ
ス
ト
に
し
て
、『
源
氏
物
語
』
前
編
の
作
品
論
を
成
す
場
合
、『
陽
明
叢
書

　

源
氏
物
語
』
第
一
巻
か
ら
第
十
二
巻
ま
で
の
「
翻
刻
篇
」
を
釈
文
に
直
す
、
即
ち
、
振
り
漢
字
を
施
し
、
句
読
点
、
鍵
括
弧
を
付
け
、
清
濁
を
判
断
す
る
こ

と
が
必
要
で
あ
る
。
時
間
さ
え
掛
け
れ
ば
、
誰
で
も
で
き
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
は
そ
れ
程
問
題
で
は
な
い
。
問
題
は
、
陽
明
本
本
文
の
読
む
甲
斐
無
さ
に
あ

る
。
そ
し
て
、
国
冬
本
を
引
用
テ
キ
ス
ト
に
す
る
場
合
の
問
題
点
も
、
国
冬
本
本
文
の
読
む
甲
斐
な
さ
に
あ
る
36
。
や
は
り
、『
源
氏
物
語
』
前
編
の
作
品
論
は
、

大
島
本
を
底
本
に
し
た
校
注
書
を
引
用
テ
キ
ス
ト
に
し
て
成
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

新
全
集
は
、
夕
霧
巻
の
中
段
に
「
月
ご
ろ
」、
玉
鬘
巻
の
中
段
に
「
思
ひ
た
ま
へ
り
し
」
と
い
う
釈
文
を
持
っ
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
、
完
璧
な
校
注
書
と

は
言
え
な
い
。
し
か
し
、『
源
氏
物
語
』
は
、『
源
氏
物
語
』
前
編
だ
け
で
も
り
っ
ぱ
に
長
編
物
語
に
な
っ
て
い
る
。
長
編
物
語
の
活
字
校
注
書
が
こ
の
程
度
の

疵
を
中
段
に
持
っ
て
い
た
と
こ
ろ
で
、
原
作
者
の
思
い
を
受
け
と
め
る
こ
と
は
可
能
な
の
で
は
な
い
か
。
少
な
く
と
も
、
彼
女
の
陸
機
へ
の
尊
崇
の
思
い
を
受

け
と
め
る
の
に
ふ
さ
わ
し
い
校
注
書
で
あ
る
。

注１　

角
田
文
衛
氏
・
室
伏
信
助
氏
監
修
。
角
川
書
店
、
一
九
九
六
年
。

２　

思
文
閣
出
版
、
一
九
七
九
〜
八
二
年
。

３　

新
美
哲
彦
氏
『
源
氏
物
語
の
受
容
と
生
成
』（
武
蔵
野
書
院
、
二
〇
〇
八
年
）
第
一
部
で
は
、「
青
表
紙
本
系
」
の
代
わ
り
に
「
第
一
類
」
と
い
う
名
称
に
変
更
す
る
こ
と
が

提
唱
さ
れ
て
い
る
。

４　

伊
井
春
樹
氏
、
伊
藤
鉃
也
氏
ら
編
。
桜
楓
社
、
一
九
八
八
年
。

５　
「
陽
明
文
庫
蔵
『
源
氏
物
語
』
校
注
・
訳
（
一
）」。『
詞
林
』
第
六
九
号
、
二
〇
二
一
年
四
月
。
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陽
明
本
源
氏
物
語
前
編
の
改
竄
―
須
磨
巻
か
ら
玉
鬘
巻
、
幻
巻
を
中
心
に
―

二
三

６　

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
。

７　
『
富
山
大
学
人
文
学
部
紀
要
』
第
六
七
号
、
二
〇
一
七
年
八
月
。

８　

双
文
社
出
版
、
一
九
九
九
年
。

９　

新
日
本
古
典
文
学
大
系
『
源
氏
物
語
』
第
一
巻
〜
第
五
巻
。
岩
波
書
店
、
一
九
九
三
〜
一
九
九
七
年
。

10　
「
朝
顔
姫
君
の
形
象
と
主
題
」。『
中
古
文
学
』
第
七
三
号
（
二
〇
〇
四
年
五
月
）
所
収
。
引
用
者
は
、新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
（
略
称　

新
全
集
）『
源
氏
物
語
』
及
び
『
新

編
国
歌
大
観
』
第
三
巻
所
収
『
一
条
摂
政
御
集
』
の
本
文
が
、
今
井
氏
論
文
の
通
り
で
あ
る
（
傍
線
の
有
無
、
漢
字
／
か
な
を
除
く
）
こ
と
を
確
認
し
た
。

11　
『
小
町
集
』
の
引
用
テ
キ
ス
ト
に
は
、『
新
編
国
歌
大
観
』
第
三
巻
（
角
川
書
店
、
一
九
八
五
年
）
を
用
い
た
。

12　

新
釈
漢
文
大
系
第
八
三
巻
『
文
選
（
文
章
篇
）　

中
』。
明
治
書
院
、
一
九
九
八
年
。

13　
「
翻
刻
・
解
説
篇
」
の
篠
原
昭
二
氏
の
解
説
、
並
び
に
、
第
一
巻
「
翻
刻
・
解
説
篇
」
の
阿
部
秋
生
氏
の
解
説
。

14　
『
省
筆
論
―
「
書
か
ず
」
と
書
く
こ
と
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
七
年
）
第
Ⅱ
部
第
五
論
文
。

15　

本
拙
稿
本
編
で
は
、私
が
釈
文
に
直
し
た
。
な
お
、『
源
氏
物
語
』「
玉
鬘
」
の
、こ
の
よ
う
な
文
言
は
、『
源
氏
物
語
』
の
先
行
研
究
で
も
、指
摘
さ
れ
て
い
る
通
り
、『
紫
式
部
集
』

一
八
番
に
も
あ
る
。

16　

池
田
亀
鑑
氏
『
源
氏
物
語
大
成
』
第
七
巻
（
中
央
公
論
社
、
一
九
五
六
年
）
所
収
『
源
氏
釋
』。

17　

池
田
亀
鑑
氏
『
源
氏
物
語
大
成
』
第
七
巻
（
中
央
公
論
社
、
一
九
五
六
年
）
三
八
頁
。

18　

注
16
に
同
じ
。

19　
『
富
山
大
学
人
文
科
学
研
究
』
第
七
八
号
、
二
〇
二
三
年
三
月
。

20　

大
島
本
（
の
注
１
で
挙
げ
た
影
印
本
を
そ
の
ま
ま
現
行
の
字
体
に
直
し
た
も
の
）
を
挙
げ
た
。
大
島
本
御
法
巻
と
尾
州
家
本
御
法
巻
見
セ
消
チ
補
入
前
本
文
と
で
は
、
ほ
と

ん
ど
変
わ
ら
ず
、
そ
の
た
め
、
論
旨
の
変
更
は
な
い
。

21　

野
分
巻
陽
明
本
に
即
し
て
、
陽
明
本
古
写
の
巻
書
写
者
・
書
写
監
督
者
な
ど
が
、「
わ
」
の
読
み
取
り
が
苦
手
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
た
。
注
19
の
学
術
誌
の
三
三
六
頁
。
ま
た
、

『
陽
明
叢
書　

源
氏
物
語
』
第
一
巻
の
「
翻
刻
・
解
説
篇
」
の
一
一
四
頁
一
七
行
目
も
参
照
さ
れ
た
い
（
阿
部
秋
生
氏
執
筆
）。

22　

七
六
頁
八
〜
一
〇
行
目
（
今
井
源
衛
氏
執
筆
）。

23　
『
源
氏
物
語
の
本
文
批
判
』。
笠
間
書
院
、
一
九
九
四
年
。

24　
『
源
氏
随
攷
』
は
、
晃
文
社
、
一
九
四
二
年
。「
帚
木
巻
「
こ
と
の
音
も
月
も
え
な
ら
ぬ
」
の
釈
」
で
は
、「
聞
く
」
を
響
か
せ
た
「
菊
」
の
用
例
（『
枕
草
子
』）
が
吉
澤
氏
説

の
有
力
な
根
拠
と
成
っ
て
い
る
。

25　

笠
間
書
院
、
一
九
七
三
年
。

26　

東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
〇
年
。

27　

中
古
文
学
会
関
西
支
部
『
大
島
本
源
氏
物
語
の
再
検
討
』（
和
泉
書
院
、
二
〇
〇
九
年
）
所
収
「「
大
島
本
源
氏
物
語
」
に
関
す
る
書
誌
学
的
考
察
」。
一
一
八
頁
。
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28　

注
27
の
論
文
。
一
二
七
頁
。
な
お
、
最
近
の
学
界
の
風
潮
と
し
て
、
青
表
紙
本
系
大
島
本
へ
の
必
要
以
上
の
軽
侮
が
あ
る
よ
う
に
感
じ
る
。
工
藤
重
矩
氏
「
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
）
で
も
、
伊
井
春
樹
氏
の
大
島
本
へ
の
厳
し
す
ぎ
る
評
価
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
私
は
、
工
藤
氏
の

ほ
う
に
賛
成
し
た
い
。
そ
し
て
、
こ
の
風
潮
は
、
若
紫
な
ら
若
紫
と
い
う
一
つ
の
巻
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
い
。
改
め
て
、
佐
々
木
孝
浩
氏
の
一
一
八
頁
と
一
二
七
頁
、
工

藤
氏
の
「
源
氏
物
語
若
紫
巻
の
本
文
」
と
「
注
釈
書
の
た
め
に
」（『
中
古
文
学
』
第
一
〇
〇
号
、
二
〇
一
七
年
一
一
月
）
の
重
要
性
を
認
識
す
る
必
要
が
あ
る
。

29　
『
新
時
代
へ
の
源
氏
学
』
第
七
巻
所
収
。
竹
林
舎
、
二
〇
一
五
年
。

30　

注
29
で
、
そ
の
所
収
を
挙
げ
た
と
こ
ろ
の
横
溝
氏
論
文
第
二
節
。
な
お
、
横
溝
氏
が
引
用
し
た
、
藤
原
定
家
『
明
月
記
』
元
仁
二
年
二
月
十
六
日
条
に
つ
い
て
、
私
も
、『
冷

泉
家
時
雨
亭
叢
書　

別
巻
三　

翻
刻　

明
月
記
二
』（
朝
日
新
聞
社
、
二
〇
一
四
年
）
の
本
文
が
、
横
溝
氏
論
文
の
通
り
（
三
角
括
弧
の
有
無
、
一
部
の
文
字
の
大
小
、
読
点

を
除
く
）
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
同
朝
日
新
聞
社
版
『
明
月
記
』
と
、
横
溝
氏
論
文
中
の
『
明
月
記
』
と
で
読
点
の
違
い
が
あ
る
こ
と
は
、
横
溝
氏
の
論
旨
を
左
右
し

な
い
こ
と
も
確
認
し
た
。

31　

注
29
で
、
そ
の
所
収
を
挙
げ
た
と
こ
ろ
の
横
溝
氏
論
文
第
二
節
〜
第
三
節
。

32　

新
大
系
第
四
巻
一
二
三
頁
。
こ
の
大
島
本
本
文
に
つ
い
て
は
、
注
19
で
、
そ
の
所
収
を
挙
げ
た
と
こ
ろ
の
拙
稿
で
も
、
触
れ
た
。

33　

第
四
巻
四
二
九
頁
の
注
。
注
の
所
在
地
は
、
四
二
九
〜
四
三
〇
頁
。

34　
『
中
古
文
学
』
第
一
一
〇
号
、
二
〇
二
二
年
一
一
月
。
な
お
、
高
橋
氏
が
五
一
一
頁
と
し
て
い
る
の
は
、
正
し
く
は
、
五
一
二
頁
か
。

35　

工
藤
重
矩
氏
「
国
冬
本
源
氏
物
語
藤
裏
葉
巻
の
本
文
の
疵
と
物
語
世
界
」。『
中
古
文
学
』
第
九
二
号
、
二
〇
一
三
年
一
一
月
。
三
八
頁
で
詳
述
さ
れ
て
お
り
、
私
も
、
こ
の

異
同
箇
所
に
関
す
る
工
藤
氏
の
お
考
え
に
賛
意
を
表
し
た
い
。

36　

越
野
優
子
氏
も
、「
一
度
も
国
冬
本
を
所
謂
一
般
的
に
善
本
と
考
え
た
こ
と
は
な
い
」
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
る
。『
国
冬
本
源
氏
物
語
論
』（
武
蔵
野
書
院
、
二
〇
一
六
年
）
五

頁
。
た
だ
、
国
冬
本
の
「
読
む
甲
斐
な
さ
」
は
、
越
野
氏
の
言
説
で
は
な
く
、
工
藤
重
矩
氏
「
国
冬
本
源
氏
物
語
藤
裏
葉
巻
の
本
文
の
疵
と
物
語
世
界
」
を
読
ん
だ
後
の
私

の
言
説
で
あ
る
。

　付
記本

拙
稿
は
、
二
〇
二
三
年
度
中
古
文
学
会
春
季
大
会
（
於　

國
學
院
大
学
）
の
口
頭
発
表
「
陽
明
本
源
氏
物
語
前
編
の
改
竄
―
須
磨
巻
か
ら
玉
鬘
巻
迄
を
中

心
に
―
」
を
大
幅
に
加
筆
し
た
も
の
で
あ
る
（
な
お
、
規
定
枚
数
を
超
過
し
た
た
め
、
同
学
会
機
関
紙
へ
の
投
稿
は
、
取
り
や
め
た
）。
席
上
、
新
美
哲
彦
氏
、

上
原
作
和
氏
よ
り
、
御
質
問
・
御
発
言
を
賜
り
、
一
部
受
け
入
れ
た
。
新
美
氏
の
御
質
問
に
対
し
て
回
答
す
る
の
を
新
美
氏
が
何
度
か
遮
ら
れ
た
た
め
、
ま
た
、

も
う
一
つ
に
は
時
間
が
足
り
な
く
な
っ
た
た
め
、
更
に
も
う
一
つ
に
は
、
咄
嗟
に
回
答
す
る
拙
さ
の
た
め
、
充
分
に
回
答
で
き
な
か
っ
た
。
活
字
化
に
当
た
り
、

出
来
る
限
り
、
当
日
言
い
た
か
っ
た
こ
と
を
詳
述
す
る
よ
う
に
し
た
。
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