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｢
そ
　
の
　
か
　
み
｣
　
考
　
(
二
)

本
論
考
は
前
に
､
｢
大
阪
樟
蔭
女
子
大
学
論
儀
｣
(
第
十
九
号
)
で
'
｢
そ
の

か
み
考
｣
　
と
題
し
て
'
｢
そ
の
か
み
｣
の
意
義
･
用
法
を
広
-
平
安
初
期
の
文

学
作
品
か
ら
流
し
て
概
観
し
て
き
た
が
､
今
回
は
'
平
安
初
期
の
作
品
の
み
に

限
定
し
て
'
紙
幅
の
許
す
限
り
'
用
例
を
残
さ
ず
集
め
て
'
つ
ぶ
さ
に
検
討
を

加
え
る
こ
と
に
す
る
｡

(
注
1
)

･
･
｢
そ
の
か
み
｣
と
い
う
語
乗
に
つ
い
て
ま
ず
'
漢
籍
文
を
見
る
と
｢
華
厳
宗
祖

師
伝
巻
上
　
-
　
建
治
二
年
権
憎
正
宗
性
書
写
｣
(
東
大
寺
図
書
館
蔵
)
に
t

o
の
テ
以
…
J
去
″
天
平
十
二
年
↓
屈
二
請
シ
其
ノ
師
ヲ
集
二
京
城
l
l
名
僧
↓
.
万
一
l
始
テ

就
雪
テ
金
鐘
ノ
道
場
I
I
t
講
二
演
ス
此
ノ
一
乗
↓
当
.
h
I
タ
昔
時
.
]
I
紫
雲
亘
二
覆
オ
ホ
へ
サ
春

山
I
J
t
天
皇
御
覧
シ
テ
奇
嘆
天
童
ナ
芝

と
あ
り
'
ま
た
､
｢
其
福
寺
本
･
遊
仙
窟
-
文
和
二
年
書
写
｣
　
(
貴
重
古
典
籍

刊
行
会
･
複
製
本
)
に
ト
ー

ソ
ノ
カ
ミ

o
宛
転
入
懐
中
　
当
〉
時
　
腹
裏
療
狂

ト
キ
一
t
ア
タ
り
テ

と
あ
り
､
｢
当
時
｣
　
の
二
字
漢
字
を
｢
華
厳
宗
祖
師
伝
巻
上
｣
中
に
　
｢
当
雪
昔

時
こ
と
'
｢
当
｣
と
｢
時
｣
を
分
離
さ
せ
返
読
の
訓
法
を
と
っ
て
い
る
｡
ま

村

　

　

英

　

　

子

ソ
ノ
カ
ミ

た
'
｢
冥
福
寺
本
･
遊
仙
窟
｣
の
例
文
中
に
示
し
た
｢
当
)
時
｣
の
左
訓
の
ど
と

ト
キ
ー
t
T
タ
り
テ

き
も
｢
ト
キ
ニ
ア
タ
-
テ
｣
と
｢
当
｣
と
｢
時
｣
を
分
訓
し
返
読
の
訓
法
を
と

っ
て
､
｢
そ
の
時
｣
　
と
い
う
語
義
で
使
用
し
て
い
る
の
は
興
味
を
引
く
｡
も
っ

ソ
ノ
カ
ミ

と
も
'
｢
真
福
寺
本
･
遊
仙
窟
｣
に
お
け
る
｢
当
)
時
｣
は
二
様
の
訓
み
が
附
さ

ト
キ
ニ
丁
タ
リ
テ

れ
て
い
る
｡
1
万
の
傍
訓
は
｢
当
時
｣
二
字
漢
字
で
｢
ソ
ノ
カ
､
､
､
｣
と
熟
語
訓

が
附
さ
れ
一
訓
と
し
て
扱
う
訓
法
で
'
も
う
1
万
の
左
訓
は
'
前
に
述
べ
た
通

り
､
｢
当
｣
　
と
｢
時
｣
　
を
分
訓
し
て
返
読
の
訓
法
を
す
る
場
合
の
二
通
り
の
訓

み
が
認
め
ら
れ
る
が
'
恐
ら
く
'
返
読
の
印
'
す
な
わ
ち
｢
)
｣
が
附
さ
れ
て

お
り
､
ま
た
'
前
に
示
し
た
｢
建
治
二
年
書
写
｣
の
｢
華
厳
宗
祖
師
伝
巻
上
｣

に
｢
当
雪
昔
時
こ
と
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
'
｢
ト
キ
ニ
ア
タ
-
テ
｣
と
純
然
た
る

漢
文
に
即
し
て
訓
む
方
が
'
｢
ソ
ノ
カ
ミ
｣
　
と
1
訓
で
訓
む
よ
り
古
い
訓
み
で

は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
｡
そ
の
後
､
意
味
に
即
し
て
｢
そ
の
か
み
｣
と
訓
む

よ
う
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
｡
そ
し
て
'
平
安
時
代
の
人
々
は
'
｢
そ
の
か
み
｣

と
い
う
訓
法
の
方
を
多
-
文
学
作
品
中
に
使
用
し
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
か
と

考
え
ら
れ
る
｡
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ま
た
'
前
稿
で
も
少
し
触
れ
た
｢
神
田
本
･
自
民
文
集
･
天
永
点
｣
(
古
典

保
存
会
･
複
製
本
)
に
､
｢
当
時
｣
の
二
字
漢
字
に
　
｢
そ
の
か
み
｣
と
和
訓
が

附
さ
れ
て
い
る
箇
所
が
あ
っ
た
｡
す
な
わ
ち
'

ソ
ノ
カ
ミ

o
当
時
美
人
猶
怨
悔

(
大
行
路
)

ソ
(
ノ
)
カ
へ
4
'
)

o
当
　
時
　
自
以
為
深
固
　
　
(
草
だ
荘
)

と
あ
り
､
意
味
に
即
し
て
｢
当
時
｣
の
漢
字
に
｢
そ
の
か
み
｣
と
附
さ
れ
て
い

る
｡

た
う
t
>

で
は
'
｢
当
時
｣
の
漢
字
音
と
し
て
の
言
葉
｢
当
時
｣
が
国
語
化
し
て
'
我

国
の
古
典
文
字
作
品
中
に
古
-
ど
の
よ
う
な
意
義
･
用
法
で
採
り
入
れ
ら
れ
て

い
た
か
'
興
味
を
引
-
と
こ
ろ
で
あ
る
｡
従
っ
て
'
古
典
語
と
し
て
の
｢
た
う

と
う
i
)

じ
｣
と
'
現
代
語
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
る
｢
当
時
｣
の
意
義
は
必
ず
し
も
同

1
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
｡
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
問
題
に
し
て
､
今
回
は
平

安
時
代
初
期
の
作
品
か
ら
用
語
例
を
す
べ
て
抽
出
し
て
考
察
し
て
み
た
い
｡

ま
ず
｢
伊
勢
物
語
｣
に
お
け
る
｢
そ
の
か
み
｣
と
い
う
語
か
ら
検
討
す
る
｡

け

ふ

o
　
山
の
み
な
移
り
て
今
日
に
あ
ふ
こ
と
は
春
の
別
れ
を
と
ふ
と
な
る
べ
し

0

0

｢
伊
勢
物
語
｣
の
文
を
よ
-
見
る
と
､
｢
い
ま
見
れ
ば
よ
く
も
あ
ら
ざ
り
け
り
｣

の
｢
い
ま
｣
と
い
う
語
と
｢
そ
の
か
み
｣
と
い
う
語
を
意
識
的
に
対
立
さ
せ
て

使
用
し
て
い
る
感
が
あ
る
｡

と
う
l
●
レ

こ
う
考
え
る
と
'
こ
こ
の
｢
そ
の
か
み
｣
は
現
代
語
と
し
て
の
'
｢
当
時
｣

の
意
に
解
す
る
こ
と
が
出
来
'
か
な
り
｢
昔
｣
と
い
う
要
素
を
強
く
備
え
て
いた

う

る
こ
と
が
知
れ
る
｡
そ
し
て
'
文
脈
上
和
語
が
勝
っ
て
い
る
た
め
漢
語
｢
当

i
)時

｣
は
忍
び
込
み
難
く
　
和
語
と
し
て
の
｢
そ
の
か
み
｣
が
使
用
さ
れ
て
い

た

う

じ

る
｡
従
っ
て
､
｢
伊
勢
物
語
｣
の
作
品
中
に
お
い
て
は
'
漢
語
｢
当
時
｣
の
用

語
は
1
例
も
見
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
.

次
に
｢
大
和
物
語
｣
に
お
け
る
｢
そ
の
か
み
｣
を
検
討
し
て
み
る
｡

①
土
佐
の
守
に
あ
り
け
る
さ
か
ゐ
の
人
真
と
い
ひ
け
る
人
'
病
し
て
弱
く

な
り
て
'
鳥
羽
な
り
け
る
家
に
行
く
と
て
よ
み
け
る
'

ゆ
-
人
は
そ
の
か
み
来
む
と
い
ふ
も
の
を
心
ぼ
そ
し
な
け
ふ
の
わ
か

れ
ば
<
百
二
段
>

0

0

と
よ
み
た
り
け
る
を
､
い
ま
見
れ
ば
よ
く
も
あ
ら
ざ
り
け
り
｡

は
こ
れ
や
ま
さ
り
け
む
'
あ
は
れ
が
り
け
り
｡
<
七
十
七
段
>

そ
の
か
み

②
｢
い
と
あ
さ
ま
し
き
に
'
さ
ら
に
物
も
き
こ
え
ず
｡
身
づ
か
ら
た
ゞ
い

ま
参
り
て
｣
　
と
　
｢
な
む
い
ひ
た
り
け
る
｡
か
く
て
す
な
は
ち
来
に
け

り
｡
そ
の
か
み
塗
寵
に
い
り
に
け
り
｡
<
百
三
段
>

と
､
｢
伊
勢
物
語
｣
に
お
い
て
は
'
こ
の
箇
所
一
回
き
り
の
使
用
で
終
り
用
例

が
稀
で
あ
る
た
め
へ
　
こ
の
作
品
と
し
て
際
立
っ
た
特
徴
を
見
る
こ
と
が
出
来
な

い
が
､
物
語
作
者
が
歌
を
評
し
て
い
る
地
の
文
に
使
用
し
て
い
る
｡
意
義
は
現

と
う
h
じ

代
語
と
し
て
の
｢
当
時
｣
と
解
す
る
の
が
適
当
で
'
後
世
の
作
品
に
見
ら
れ
る

よ
う
な
｢
昔
｣
と
か
　
｢
現
代
｣
と
い
う
意
義
で
は
な
い
｡
こ
こ
に
例
示
し
た

③
女
｢
こ
ゝ
に
も
'
さ
恩
ふ
に
'
人
の
心
ざ
し
の
同
じ
や
う
な
る
匝
陀
む

そ
の
か
み

恩
ひ
わ
づ
ら
ひ
ぬ
る
｡
さ
ら
ば
い
か
ゞ
す
べ
き
｣
と
い
ふ
に
'
当
時
､

い

く

た

生
田
の
川
の
つ
ら
に
'
女
平
張
を
う
ち
て
ゐ
に
け
り
｡
<
百
四
十
七

段
>
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④
｢
い
と
よ
き
こ
と
な
り
｣
と
い
ひ
て
'
_
野
匝
帽
ど
に
'
1
人
は
頭
の
か

そ
の
か
み

た
を
射
つ
｡
今
一
人
は
尾
の
方
を
射
つ
｡
当
時
い
づ
れ
と
い
ふ
べ
く
も

あ
ら
ぬ
に
'
女
恩
(
ひ
)
わ
づ
ら
ひ
て
'
<
百
四
十
七
段
>

答
云
　
そ
の
か
み
は
当
時
と
も
か
げ
り
そ
の
お
り
と
云
こ
と
也
さ
れ
ば
す

き
に
し
か
た
を
も
今
ゆ
く
す
ゑ
を
も
い
は
ん
に
と
か
な
し
大
和
物
語
に
い

-
た
の
海
に
身
な
け
た
る
女
の
こ
と
ば
に
も
そ
の
か
み
お
や
い
み
し
-
さ

は
き
て
と
あ
る
当
時
の
こ
と
～
き
こ
ゆ
こ
れ
な
ら
す
あ
ま
た
侍
り

⑤
1
i
は
足
を
と
ら
へ
､
い
ま
1
人
は
手
を
と
ら
へ
て
死
に
け
り
.

そ
の
か
み

当
時
'
親
い
み
じ
く
騒
ぎ
て
と
り
あ
げ
て
'
な
き
の
ゝ
し
り
て
葬
り

す
｡
<
百
四
十
七
段
>

⑥
｢
い
な
'
い
と
な
れ
た
セ
け
る
人
あ
り
け
れ
ば
'
憂
き
事
も
こ
れ
な
り

(
お
)

や
｡
し
ば
し
｣
と
言
ひ
を
こ
せ
た
り
｡
そ
の
か
み
男
恩
ひ
け
る
に
'
世

に
憂
き
心
ち
し
て
'
｢
も
し
然
か
｣
と
問
ひ
け
れ
ば
'
<
附
載
説
話
日
>

以
上
の
六
例
が
見
当
た
る
｡
百
二
段
に
お
い
て
は
歌
の
部
分
に
'
続
い
て
百
三

段
に
は
地
の
文
に
'
百
四
十
七
段
に
は
集
中
的
に
三
語
と
も
地
の
文
に
'
附
載

説
話
目
に
お
い
て
も
地
の
文
に
そ
れ
ぞ
れ
表
わ
れ
て
い
る
｡
こ
の
　
｢
大
和
物

語
｣
　
に
関
し
て
の
　
｢
そ
の
か
み
｣
に
つ
い
て
は
'
鎌
倉
時
代
の
成
立
で
あ
る

(
注
2
)

｢
清
輔
奥
儀
抄
三
｣
に
次
の
よ
う
に
解
か
れ
て
い
る
｡
こ
れ
は
注
目
に
値
す
る

解
説
書
と
し
て
示
し
て
お
き
た
い
｡

十
五
　
問
云
　
そ
の
か
み
と
は
す
き
に
し
か
た
を
い
ふ
也
文
字
に
も
当
初

さ
か
ゐ
の
ひ
と
ざ
ね

と
か
け
る
に
酒
井
人
虞
か
や
ま
ひ
た
い
し
に
て
山
里
へ
ゆ
く
時
の
寄
云

ゆ
く
人
は
そ
の
か
み
こ
む
と
い
ふ
も
の
を
心
は
そ
し
や
け
ふ
の
わ
か
れ

よ
と
よ
め
る
は
い
か
に

こ
の
解
説
の
問
に
'
用
例
①
で
示
し
た
｢
ゆ
-
人
は
そ
の
か
み
来
む
と
い
ふ

も
の
を
心
ぽ
そ
し
な
け
ふ
の
わ
か
れ
ば
｣
　
の
歌
の
l
首
中
の
難
語
と
し
て
'

｢
そ
の
か
み
｣
を
引
出
し
､
問
題
提
起
し
て
い
る
の
は
興
味
を
引
く
｡
そ
し
て
'

答
云
の
部
に
｢
当
時
と
も
か
け
り
'
そ
の
お
り
と
云
こ
と
也
'
さ
れ
ば
す
き
に

し
か
た
を
も
今
ゆ
-
す
ゑ
を
も
い
は
ん
に
｣
　
と
問
答
体
で
解
釈
を
加
え
て
お

り
'
藤
原
清
輔
の
豊
富
な
学
殖
を
伺
い
知
る
こ
と
が
出
来
る
｡

用
例
③
④
⑨
の
百
四
十
七
段
に
お
い
て
は
'
三
語
と
も
｢
古
典
文
学
大
系
｣

の
校
注
者
達
が
｢
当
時
｣
の
漢
字
を
当
て
て
い
る
が
'
漢
字
の
当
て
方
に
つ
い

て
は
種
々
問
題
が
あ
る
と
思
う
の
で
'
後
稿
に
譲
る
と
し
て
'
こ
こ
で
は
こ
の

｢
大
和
物
語
｣
に
関
す
る
｢
そ
の
か
み
｣
の
統
一
的
な
意
義
を
考
察
し
て
み
た

ヽ

1

　

0

L
v

用
例
①
は
'
前
に
示
し
た
｢
清
輔
奥
儀
抄
三
｣
に
よ
る
と
'
こ
の
和
歌
に
使

用
さ
れ
て
い
る
｢
そ
の
か
み
｣
は
'
一
応
一
首
中
の
難
語
と
し
て
注
目
さ
れ
て

お
り
､
和
歌
を
注
釈
す
る
上
で
中
心
と
な
る
大
切
な
用
語
で
あ
る
と
考
え
ら
れ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

る
｡
｢
答
云
'
-
-
そ
の
お
り
と
云
こ
と
也
｣
と
解
か
れ
て
い
る
ど
と
く
'
｢
そ

の
お
り
｣
と
か
｢
そ
の
時
｣
と
解
す
る
の
が
適
当
で
あ
る
｡
ま
た
'
｢
日
本
古

典
文
学
全
集
｣
の
頭
注
に
'

｢
そ
の
か
み
｣
は
'
そ
の
と
き
｡
出
か
け
て
い
-
そ
の
と
き
｡
間
接
話
法

的
表
現
｡
直
接
話
法
的
に
は
｢
ゆ
-
人
は
『
今
来
む
』
と
い
ふ
｣
｡
｢
今
来
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む
と
い
ひ
て
別
れ
し
人
な
れ
ば
｣
(
五
十
五
段
)

と
'
五
十
五
段
の
和
歌
｢
今
来
む
と
い
ひ
て
別
れ
し
｣
の
｢
今
来
む
｣
を
指
摘

し
て
､
そ
の
見
解
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
は
注
目
す
べ
き
で
あ
る
｡

こ
の
よ
う
に
｢
そ
の
か
み
｣
と
い
う
用
語
は
'
韻
文
に
も
見
当
た
り
'
次

に
'
逐
次
検
討
を
加
え
て
い
-
散
文
に
も
散
見
さ
れ
る
｡

用
例
㊤
③
④
⑨
⑥
の
諸
例
は
す
べ
て
散
文
中
に
そ
の
語
が
使
用
さ
れ
て
い

る
0
意
義
は
用
例
①
と
同
1
で
｢
そ
の
お
り
｣
｢
そ
の
時
｣
と
訳
す
の
が
も
っ

と
も
相
応
し
い
｡
そ
し
て
'
｢
事
の
あ
っ
た
そ
の
時
点
｣
｢
あ
る
事
が
起
っ
た
そ

の
時
点
｣
を
示
す
場
合
に
用
い
ら
れ
て
お
り
'
前
に
検
討
し
て
き
た
｢
伊
勢
物

と
･
つ
じ

語
｣
の
意
義
で
あ
る
｢
当
時
｣
と
は
異
な
り
を
見
せ
て
い
る
｡
結
局
'
こ
の

｢
大
和
物
語
｣
に
お
け
る
全
用
例
の
｢
そ
の
か
み
｣
の
意
義
は
す
べ
て
､
｢
そ
の

お
り
｣
｢
そ
の
時
｣
と
解
さ
れ
'
統
一
的
な
意
義
を
見
る
こ
と
が
出
来
た
｡

ま
た
'
用
例
⑨
に
お
け
る
｢
そ
の
か
み
｣
に
つ
い
て
は
｢
清
掃
奥
儀
抄
｣
中

に
｢
い
-
た
の
海
に
身
な
け
た
る
女
の
こ
と
ば
に
も
そ
の
か
み
お
や
い
み
し
く

さ
は
き
て
と
あ
る
-
-
｣
を
問
題
に
し
て
引
用
し
て
あ
る
の
は
興
味
深
い
｡

さ
て
､
｢
大
和
物
語
｣
に
お
い
て
は
'
以
上
検
討
し
て
き
た
ど
と
く
'
｢
そ
の

か
み
｣
の
語
義
と
し
て
'
す
べ
て
の
場
合
に
お
い
て
'
｢
そ
の
お
り
｣
｢
そ
の

時
｣
と
解
す
る
の
が
適
当
で
あ
る
｡

で
は
'
こ
の
｢
大
和
物
語
｣
に
お
い
て
'
｢
そ
の
か
み
｣
　
と
は
別
種
の
語
と

し
て
の
｢
そ
の
を
り
｣
と
か
｢
そ
の
時
｣
と
い
う
語
嚢
が
ど
の
よ
う
な
区
別
の

も
と
に
使
用
さ
れ
て
い
る
か
'
検
討
せ
ざ
る
を
得
な
い
｡

｢
そ
の
を
り
｣
に
関
し
て
は
'
用
例
が
稀
で
､
次
の
三
m
し
か
見
当
た
ら
な

1

　

0

I
L
∨

o
　
｢
い
み
じ
う
な
け
ば
'
血
の
涙
と
い
ふ
も
の
は
あ
る
も
の
に
な
ん
あ
り
け

る
｣
と
ぞ
い
ひ
け
る
｡
｢
そ
の
折
な
む
走
り
も
い
で
ぬ
べ
き
心
ち
せ
し
｣

と
ぞ
後
に
い
ひ
け
る
｡
<
百
六
十
八
段
>

こ
の
場
合
の
｢
そ
の
を
り
｣
は
現
代
語
で
い
う
｢
そ
の
お
り
｣
と
格
別
異
な

っ
た
意
義
は
認
め
ら
れ
な
い
｡
し
か
し
'
会
話
の
発
語
に
使
用
さ
れ
て
い
る
の

は
'
こ
の
語
の
特
色
で
あ
ろ
う
か
｡
用
例
が
僅
少
で
あ
る
た
め
そ
の
特
色
を
明

確
に
知
る
こ
と
が
出
来
な
い
｡

で
は
'
｢
そ
の
時
｣
と
い
う
語
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
｡

①
さ
て
心
づ
き
な
し
と
や
お
ば
し
け
む
'
も
と
の
宮
に
な
む
わ
た
り
た
ま

ひ
に
け
る
｡
そ
~
面
相
に
宮
す
む
所
の
御
も
と
よ
り
'
<
九
十
四
段
>

②
今
は
昔
､
二
人
し
て
一
人
の
女
を
よ
ば
ひ
け
り
｡
先
立
ち
て
よ
ば
ひ
け

る
男
つ
か
さ
ま
さ
り
て
'
剥
矧
の
帝
近
う
つ
か
ふ
ま
つ
り
け
り
.
<
附

載
説
話
‖
>

こ
の
二
例
し
か
見
当
た
ら
ず
'
散
文
か
ら
す
れ
ば
'
用
語
例
が
非
常
に
僅
少

で
あ
る
｡

用
例
①
の
｢
そ
の
時
｣
の
意
義
は
'
現
代
語
と
何
等
変
っ
た
特
色
は
な
く
､

｢
そ
の
時
点
｣
を
指
す
場
合
に
使
わ
れ
て
い
る
｡
用
例
②
に
お
け
る
｢
そ
の
時
｣

と

う

じ

は
'
用
例
①
の
｢
そ
の
時
｣
の
意
義
と
多
少
異
な
り
を
見
せ
て
お
り
'
｢
当
時

の
(
帝
)
｣
と
解
す
る
こ
と
が
出
来
'
昔
の
要
素
を
多
分
に
含
む
｢
そ
の
時
点
｣

を
指
示
し
て
い
る
｡
試
み
に
'
用
例
①
と
用
例
㊤
の
｢
そ
の
時
｣
と
い
う
語
を

仮
に
､
｢
そ
の
か
み
｣
と
い
う
語
乗
に
置
き
換
え
て
み
て
も
'
何
ら
意
味
の
変

化
を
見
せ
ず
'
｢
そ
の
か
み
｣
で
も
適
用
出
来
る
が
'
｢
そ
の
時
｣
と
い
う
語
莫
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の
使
用
も
｢
大
和
物
語
｣
に
お
い
て
は
用
例
が
稀
で
あ
る
た
め
'
古
典
の
語
法

と
し
て
の
明
ら
か
な
特
色
を
見
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
｡
し
か
し
'
｢
そ
の

か
み
｣
と
い
う
語
桑
は
'
和
語
と
し
て
伝
統
性
を
も
つ
古
語
と
し
て
の
語
気
が

感
じ
ら
れ
'
ま
た
'
｢
そ
の
を
り
｣
｢
そ
の
時
｣
と
い
う
語
桑
は
新
語
と
し
て
の

語
気
が
感
じ
ら
れ
て
な
ら
な
い
｡
尚
'
こ
の
｢
大
和
物
語
｣
に
お
い
て
も
'

た
う
i
)

｢
当
時
｣
と
い
う
漢
語
は
皆
無
で
あ
っ
た
｡

で
は
次
に
｢
伊
勢
物
語
｣
　
の
形
式
で
書
か
れ
'
｢
大
和
物
語
｣
と
一
致
す
る

い
く
ら
か
の
説
話
が
所
収
さ
れ
て
い
る
｢
平
中
物
語
｣
の
｢
そ
の
か
み
｣
は
'

ど
の
よ
う
な
意
義
･
用
法
で
使
用
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
検
討
し
て
み

る
｡

①
さ
り
け
れ
ば
'
帰
り
来
て
'
夜
ふ
-
る
ま
で
う
か
が
ひ
て
'
そ
の
男
の

来
て
'
も
の
い
ふ
を
聞
き
て
'
絶
え
て
あ
は
ず
な
り
ぬ
｡

そ
の
か
み
'

こ
の
女
'
佳
人
の
も
と
に
居
る
と
こ
ろ
に
'
灯
を
と
も
し
て
見
る
に
､

ま
だ
知
ら
ぬ
が
あ
や
し
き
ぞ
'
集
り
居
り
け
る
｡
<
二
十
八
段
>

④
こ
の
､
か
う
い
ふ
女
の
家
の
あ
た
り
よ
り
い
き
け
る
に
'
里
へ
と
い
ひ

し
は
ま
こ
と
か
と
て
'
も
の
の
気
色
も
見
む
と
'
恩
ひ
は
な
た
で
､
門

の
う
ち
の
か
た
に
'
車
な
ど
引
き
立
て
て
'
こ
の
品
高
き
男
の
供
な
る

男
ど
も
な
ど
'
あ
ま
た
立
て
り
け
り
｡

そ
の
か
み
'
も
の
い
は
で
'
奥

に
は
ひ
入
り
て
'
隠
れ
立
ち
て
'
見
れ
ば
'
女
'
蔀
押
し
上
げ
て
'
か

の
高
き
人
を
ぞ
い
だ
し
け
る
｡
<
三
十
四
段
>

と
'
こ
の
二
例
し
か
見
当
た
ら
な
い
｡

用
例
①
の
｢
そ
の
か
み
｣
の
用
法
は
'
に
せ
者
発
見
の
時
の
事
情
を
詳
し
く

と
･
つ
l
■
レ

始
め
か
ら
説
明
を
し
直
し
て
い
る
場
合
に
使
用
さ
れ
て
お
り
'
｢
そ
の
当
時
｣

と
意
味
づ
け
る
の
が
適
切
で
あ
る
｡

と
･
つ

で
は
'
こ
の
｢
平
中
物
語
｣
中
に
お
い
て
､
｢
そ
の
か
み
｣
と
は
別
個
に
｢
当

じ時
｣
と
い
う
語
乗
が
'
こ
の
作
品
中
に
見
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
か
興
味
の
あ
る
と

こ
ろ
で
あ
る
｡
す
な
わ
ち
'
和
語
で
あ
る
｢
そ
の
か
み
｣
と
'
漢
語
が
国
語
化

た

う

じ

し
て
出
来
た
｢
当
時
｣
と
い
う
言
葉
と
の
和
漢
の
区
別
を
見
て
み
た
く
思
い
調

た

う

じ

査
し
て
み
た
が
'
｢
当
時
｣
と
い
う
漢
語
は
残
念
な
が
ら
未
だ
こ
の
作
品
中
に

た

う

じ

使
用
さ
れ
て
い
な
い
｡
文
脈
上
和
語
が
勝
っ
て
い
て
'
漢
語
｢
当
時
｣
が
介
入

す
る
余
地
が
な
か
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
｡

続
い
て
'
用
例
④
の
｢
そ
の
か
み
｣
の
意
義
を
考
察
す
る
と
'
用
例
①
の

と
･
つ
じ

｢
当
時
｣
と
い
う
意
義
と
は
異
な
り
を
見
せ
'
｢
事
の
あ
っ
た
時
点
｣
を
指
示

し
､
｢
そ
の
時
｣
と
意
味
づ
け
る
の
が
適
切
で
あ
る
｡

で
は
'
こ
の
｢
平
申
物
語
｣
の
文
中
に
｢
そ
の
か
み
｣
と
は
別
個
に
｢
そ
の

時
｣
と
い
う
語
が
見
当
た
ら
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
'
検
討
を
加
え
て
み
る
と
'

こ
の
物
語
の
冒
頭
の
語
り
出
し
の
文
中
に
次
の
よ
う
に
見
ら
れ
る
｡

o
い
ま
は
む
か
L
t
男
二
人
し
て
女
一
人
を
よ
ば
ひ
け
り
｡
先
だ
ち
て
よ

り
い
ひ
け
る
男
は
'
官
ま
さ
り
て
'
そ
~
四
m
欝
り
帝
に
近
う
仕
う
ま
つ

り
､
の
ち
よ
り
い
ひ
け
る
男
は
'
<
一
段
>

こ
の
1
用
例
の
み
で
'
他
に
は
例
を
見
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
.
も
っ
と

も
､
こ
こ
に
示
し
た
一
例
は
､
前
に
検
討
し
た
｢
大
和
物
語
｣
の
<
附
載
説
話

‖
>
'
す
な
わ
ち
'

｡
今
は
昔
'
二
人
し
て
一
人
の
女
を
よ
ば
ひ
け
り
.
先
立
ち
て
よ
ば
ひ
け

る
男
つ
か
さ
ま
さ
り
て
'
劃
矧
の
帝
近
う
つ
か
ふ
ま
つ
り
け
り
｡
後
よ
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り
よ
ば
ひ
け
る
今
一
人
の
男
は
､
-
-

と
'
大
体
一
致
す
る
文
中
に
'
｢
そ
の
時
｣
と
い
う
語
桑
が
使
用
さ
れ
て
い
る
｡

こ
の
｢
大
和
物
語
｣
の
巻
末
に
附
さ
れ
て
い
る
<
附
載
説
話
>
は
｢
日
本
古
典

文
学
大
系
｣
の
頭
注
に
よ
る
と
'

拾
穂
抄
系
統
本
巻
末
に
付
さ
れ
て
い
る
も
の
で
'
底
本
に
は
な
い
｡
内
容

は
平
申
物
語
に
大
体
一
致
す
る
が
'
細
部
で
は
省
略
や
付
加
が
あ
り
､
散

伏
し
た
平
中
物
語
異
本
本
文
の
遊
離
混
入
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
｡
と

あ
り
､
｢
平
中
物
語
｣
の
異
本
本
文
が
｢
大
和
物
語
｣
に
遊
離
混
入
し
た
も
の

と
考
え
ら
れ
て
い
る
｡
従
っ
て
､
こ
こ
で
問
題
に
し
て
い
る
｢
平
申
物
語
｣
に

お
け
る
｢
そ
の
時
｣
の
意
義
は
'
｢
大
和
物
語
｣
の
　
｢
そ
の
時
｣
の
用
例
④
で

と
う
i
)

説
明
し
た
ど
と
く
､
｢
当
時
の
帝
(
宇
多
天
皇
の
こ
と
)
｣
と
解
し
'
物
語
の
語

と

う

じ

り
手
が
､
字
多
天
皇
の
当
時
の
こ
と
を
指
示
し
て
'
｢
そ
の
時
｣
と
語
っ
て
い

る
の
で
あ
る
か
ら
'
内
容
的
に
は
｢
昔
｣
の
要
素
を
多
分
に
含
ん
で
い
る
｡
で

あ
る
か
ら
'
｢
そ
の
時
｣
と
｢
そ
の
か
み
｣
は
表
現
上
の
l
〓
ア
ン
ス
は
あ
る

に
せ
よ
'
ほ
ぼ
同
義
で
あ
る
｡
従
っ
て
'
こ
こ
に
お
い
て
も
試
み
に
｢
そ
の
か

み
｣
と
い
う
用
語
に
'
仮
に
置
き
換
え
て
み
て
も
'
何
ら
現
代
語
に
訳
す
場
合

に
は
不
都
合
を
感
じ
な
い
｡
し
か
し
'
何
分
に
も
､
用
例
が
全
文
を
通
じ
て
､

こ
の
一
箇
所
し
か
見
当
た
ら
ず
稀
で
あ
る
た
め
､
古
典
語
と
し
て
の
明
ら
か
な

特
色
を
知
る
こ
と
は
出
来
な
か
っ
た
が
'
前
に
も
述
べ
た
通
り
'
｢
そ
の
か
み
｣

の
方
は
､
和
語
と
し
て
伝
統
性
を
も
つ
古
語
の
語
気
が
感
じ
ら
れ
､
1
万
'
｢
そ

の
時
｣
と
い
う
語
乗
は
'
当
時
新
語
で
は
な
か
っ
た
か
と
思
わ
れ
る
｡
因
に
'

後
世
の
作
品
を
手
当
り
次
第
見
て
み
る
と
'
｢
そ
の
か
み
｣
よ
り
｢
そ
の
時
｣

の
語
の
方
が
増
加
の
傾
向
に
あ
る
｡
結
局
'
同
義
の
関
係
に
あ
る
｢
そ
の
か

み
｣
と
｢
そ
の
時
｣
は
､
古
語
と
新
語
の
相
違
で
は
な
い
か
と
考
て
い
る
｡

で
は
次
に
'
平
安
初
期
の
大
作
で
あ
る
｢
宇
津
保
物
語
｣
の
｢
そ
の
か
み
｣

を
検
討
し
て
み
る
｡

こ
の
長
編
物
語
を
吟
味
す
る
こ
と
は
､
後
世
の
種
々
の
作
品
に
随
所
に
散
見

し
て
い
る
｢
そ
の
か
み
｣
の
語
義
･
用
法
を
解
-
上
で
重
要
な
参
考
と
な
る
で

あ
ろ
う
｡

｢
宇
津
保
物
語
研
究
会
編
｣
に
よ
る
｢
宇
津
保
物
語
-
本
文
編
｣
で
調
査
し

て
み
る
と
､
｢
そ
の
か
み
｣
の
用
語
は
十
四
個
数
え
る
こ
と
が
出
来
る
｡
す
な

わ
ち
'

①
-
し
　
っ
じ
か
ぜ
'
こ
の
ま
き
あ
げ
し
こ
と
を
'
こ
の
三
人
の
い
ひ
ゐ

た
る
ま
へ
に
'
こ
と
を
ま
き
も
て
き
て
'
お
ろ
し
を
き
つ
｡
そ
の
か
み

と
し
か
げ
'
こ
の
し
ら
木
ご
と
を
こ
の
人
～
ヽ
に
1
づ
～
た
て
ま
つ
る
.

<
一
と
し
か
げ
>

②
な
を
あ
く
れ
ば
か
は
ら
に
い
き
て
､
人
お
は
-
車
な
ど
あ
る
時
は
'
そ

の
ほ
ど
す
ぐ
し
て
い
で
～
み
る
に
'
み
づ
か
ゞ
み
の
ど
と
-
こ
は
れ

り
｡
そ
の
か
み
こ
の
こ
い
ふ
'

｢
ま
こ
と
に
我
孝
の
こ
な
ら
ば
'
氷
と

け
て
い
ほ
い
で
こ
｡
孝
の
子
な
ら
ず
ば
､
な
い
で
こ
そ
｣
<
一
と
し
か

げ
>

③
め
ぐ
ま
･
お
ぐ
ま
あ
ら
き
心
を
う
し
な
ひ
て
'
な
み
だ
を
お
と
し
て
'

お
や
こ
の
か
な
し
さ
を
し
り
て
､
ふ
た
り
の
-
ま
'
こ
ど
も
を
ひ
き
つ

れ
て
､
こ
の
木
の
う
つ
ほ
を
こ
の
子
に
ゆ
づ
り
て
'
こ
と
み
ね
に
う
つ
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ど　も

ぜ　し

ん　は
ヽ

は
li-の

一三コii

と　し等J

ひマは

.

爪

¶

H

I

 

h

･

-

　

ー

山

v

I

り
ぬ
｡
そ
の
か
み
'
こ
の
木
の
う
つ
は
を
え
て
'
木
の
か
ば
を
は
ぎ
､

ひ
ろ
き
こ
け
を
し
き
な
ど
す
.
<
1
と
し
か
げ
>

㊥
大
将
｢
あ
は
れ
､
ふ
き
あ
げ
に
て
'
わ
れ
ら
が
あ
や
し
き
事
を
'
せ
ぬ

わ
ざ
く
を
せ
し
や
は
｡
わ
れ
ら
は
'
か
く
か
ん
だ
ち
め
の
は
じ
め
に

④
お
と
ゞ
｢
れ
い
の
も
の
～
上
手
ど
も
､
い
と
お
も
し
ろ
う
あ
そ
ぶ
に
'

侍
従
い
で
き
な
む
と
お
も
ふ
に
､
さ
ら
に
い
で
こ
で
'
日
の
く
れ
つ
れ

(
と
り
カ
)

ば
､
い
と
-
ち
お
し
か
り
つ
る
に
'
夕
づ
け
て
か
づ
け
も
の
よ
り
い
で

(

て
あ
り
｡
か
の

即
断
㌃
く
て
あ
ら
ば
,
い
ま
と
う
な
ど
に
も
な
り
な

-
る
も
の
か
｡
そ
の
か
み
と
ら
へ
て
ゑ
は
し
て
'
『
れ
い
の
こ
と
ひ
き

た
ま
へ
』
と
い
ふ
に
'
さ
ら
に
き
か
ず
｡
-
‥
｣
<
一
と
し
か
げ
>

む
｡
そ
の
か
み
上
ら
う
に
も
あ
り
'
お
ぼ
え
も
あ
り
し
人
の
'
あ
は
れ

に
て
山
に
こ
も
り
た
る
｡
ひ
さ
し
く
え
こ
そ
と
ぶ
ら
は
ね
｡
と
ぶ
ら
ひ

給
や
｡
｣
<
十
五
-
ら
び
ら
き
の
下
>

㊥
え
み
や
づ
か
ひ
な
ど
に
も
い
だ
さ
ず
な
ど
し
て
あ
り
け
る
に
'
こ
の
な

か
よ
り
の
少
将
'
せ
ち
に
よ
ば
ふ
｡
そ
の
か
み
ち
～
ぬ
L
t
　
｢
か
～
る

本
ノ
(
も
カ
)

た
は
ぶ
れ
人
と
な
は
ふ
る
と
ん
　
わ
が
む
す
め
に
つ
き
て
よ
を
つ
く
さ

む
と
も
し
ら
ず
｡
-
-
｣
<
五
さ
が
の
ゐ
ん
>

⑨
中
納
言
｢
う
れ
し
き
に
も
､
ま
づ
も
の
お
ぼ
え
ぬ
物
に
な
ん
｡
む
か

し
､
さ
も
せ
ん
か
た
な
く
ま
ど
は
れ
侍
し
か
ば
'
た
ま
し
ゐ
を
し
づ
め

ん
と
'
た
び
　
-
'
た
ゞ
御
文
1
く
だ
り
を
み
給
は
ん
と
兵
衛
を
せ
め

侍
し
か
ど
'
え
み
給
は
ざ
り
し
を
'
そ
の
か
み
し
に
侍
な
ま
し
か
ば
､

か
ゝ
る
お
り
も
な
-
て
し
す
は
｡
｣
<
十
六
図
ゆ
づ
り
の
上
>

綱

山

　

　

こ

の
'
ま
い
ら
ぬ
こ
と
を
ゆ
ふ
か
し
げ
に
の
給
け
る
を
'
い
か
で
'
恩
ふ

事
し
て
ま
い
り
に
し
が
な
｡
｣
八
九
き
-
の
え
ん
ふ
き
あ
げ
の
な
ら
び
>

⑨
｢
い
せ
の
君
,
欝
か

マ)み
こ
に
た
い
め
ん
し
た
り
に
し
に
'
官
の
う
へ

(
勧
ま
ら
な
～
つ
や
つ
カ
)

⑲
お
と
ゞ
｢
そ
れ
は
天
下
に
御
ま
う
な
く
つ
や
つ
つ
き
給
へ
る
お
と
こ
､

ひ
と
た
び
に
三
四
む
ま
れ
給
と
も
'
さ
か
し
ら
さ
し
い
ら
へ
せ
ん
と
す
｡

(
み
く
ら
ゐ
カ
)

よ
を
ま
つ
り
ど
ち
な
れ
給
へ
る
み
を
う
ゐ
だ
に
臣
'
下
の
も
ろ
く
ち
と

⑦
君
｢
な
に
か
'
い
ま
は
天
女
い
ま
そ
か
り
と
も
'
な
に
と
か
み
た
ま
へ

ん
｡
た
ゞ
か
ゝ
る
な
ら
ひ
に
は
べ
る
を
'
さ
る
心
ぢ
し
も
あ
り
し
に
､

お
ぼ
つ
か
な
か
ら
じ
と
て
こ
そ
｡

か
れ
を
こ
そ
は
｡

そ
の
か
み
は
､

マ)
め
て
い
た
く
と
も

)た
き
た
て
ま
つ
ら

ば
'
お
な
じ
事
ぞ
や
｡
｣
<
十
三
-
ら
ひ
ら
き
の
上
>

申
す
事
は
､
え
い
な
び
給
は
ぬ
こ
と
な
り
｡
そ
の
か
み
'
む
こ
も
し
う

(
そ
う
せ
ん
カ
)

と
も
'
心
を
ひ
と
つ
に
て
う
れ
へ
そ
う
ら
ん
｡
こ
れ
こ
そ
む
つ
か
し
け

(
ふ
カ
)

れ
｡
そ
れ
も
'
よ
う
恩
ひ
時
は
'
女
こ
も
あ
れ
ば
'
さ
り
と
も
恩
ふ
も

の
を
｣
<
十
七
図
ゆ
づ
り
の
中
>

(

脱

文

ア

ル

カ

)

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

(

な

か

よ

り

カ

)

㊥
大
将
｢
こ
の
か
す
が
に
侍
り
し
少
将
な
り
よ
り
の
'
入
道
し
て
侍
と
ぶ
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(マ

も
侍
を
'
る
い

●

●

●

●

ら
ひ
に
'
そ
の
と
き
の
お
な
じ
こ
ゑ
の
ひ
と
な
り
｡
こ
れ
か
れ
い
ま
は

(
か
ん
た
ち
め
カ
)

な
か
た
ゞ
庵
か
く
か
た
ち
め
に
て
は
ん
べ
り
.
あ
る
は
頭
な
ん
ど
に
て

は
し
て
と
ぶ
ら
ひ
に
ま
か
ら
ん
と
す
｡
｣
　
そ
の
か
み
'

マ)

御
ぜ
ん
に
給
は
り
て
あ
そ
び
侍
し
よ
ろ
こ
び
申
給
事
､
き
は
ま
り
な

し
｡
｣
<
十
七
国
ゆ
づ
り
の
申
>

の
か
み
｣
と
い
う
語
嚢
が
､
同
義
語
｢
そ
の
と
き
｣
と
入
れ
か
わ
っ
て
い
る
箇

所
も
あ
り
'
非
常
な
戸
惑
を
感
じ
て
い
る
｡
し
か
し
'
こ
の
小
考
に
お
い
て

は
'
｢
宇
津
保
物
語
研
究
会
編
｣
(
笠
間
書
院
刊
)
　
の
｢
宇
津
保
物
語
-
本
文

編
｣
の
み
を
手
が
か
り
と
し
て
'
考
察
を
進
め
て
い
く
こ
と
に
す
る
｡

で
は
'
右
記
の
十
四
個
の
用
語
例
の
意
義
を
考
定
し
簡
潔
に
ま
と
め
て
表
示

す
る
と
'

⑲
｢
と
し
ご
ろ
は
な
に
事
か
し
給
つ
る
｡

は
'
か
の
山
ざ
と
に
お
は
せ
し
ぞ
か
し
｡

1
日
こ
～
に
物
し
給
へ
り
し

そ
の
か
み
は
中
将
に
ぞ
あ
り

し
｡
そ
れ
は
､
よ
ろ
づ
の
事
す
る
な
か
に
'
き
ん
の
じ
ゃ
う
ず
ぞ
｡
-

-
｣
<
十
七
国
ゆ
づ
り
の
中
>

⑲
む
す
め
｢
さ
れ
ば
こ
そ
t
 
L
に
い
り
て
ひ
さ
し
か
む
め
り
し
か
｡
山
へ

い
る
と
て
こ
そ
い
き
い
で
た
り
し
か
｡
か
の
か
み
侍
じ
う
な
り
し
人
だ

に
か
く
な
り
た
ま
ふ
め
れ
ば
'
か
の
君
'
い
ま
は
大
臣
に
も
篭
り
な
ま

し
｡
｣
∧
十
八
図
ゆ
づ
り
の
下
>

⑭
か
ん
の
殿
､
き
丁
の
ほ
こ
ろ
び
よ
り
み
た
ま
ふ
に
'
十
ば
か
り
に
て
げ

に
見
給
し
も
の
也
｡
あ
は
れ
に
'

<
廿
楼
の
う
へ
の
下
>

げ
に
そ
の
か
み
お
ぼ
ゆ
る
人
な
り
｡

以
上
の
ど
と
き
用
語
例
を
抄
出
す
る
こ
と
が
出
来
た
が
'
既
に
周
知
の
通
り

｢
宇
津
保
物
語
｣
の
本
文
は
'
誤
脱
や
鉛
簡
や
意
味
不
詳
の
箇
所
が
頗
る
多
く
'

諸
書
に
異
文
も
甚
だ
し
い
｡
従
っ
て
'
右
に
抄
出
し
た
十
四
個
の
用
語
例
に
お

い
て
も
'
か
な
り
異
文
が
認
め
ら
れ
､
こ
こ
で
問
題
に
採
り
上
げ
て
い
る
｢
そ

以
上
の
通
り
へ
｢
そ
の
か
み
｣
の
語
義
を
解
す
る
こ
と
が
出
来
よ
う
｡
こ
こ
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で
｢
そ
の
か
み
｣
の
語
義
の
1
つ
に
｢
そ
の
時
｣
と
解
さ
れ
る
場
合
が
あ
る
の

に
も
か
か
わ
ら
ず
､
｢
そ
の
か
み
｣
と
同
義
の
｢
そ
の
時
｣
と
い
う
語
が
本
文

中
に
随
所
に
散
見
し
て
い
る
｡
従
っ
て
'
｢
そ
の
か
み
｣
　
と
同
義
語
で
あ
る

｢
そ
の
時
｣
と
比
較
し
て
用
法
の
差
違
を
検
討
し
て
み
た
-
思
う
が
'
前
に
述

べ
た
通
り
'
こ
の
作
品
に
お
い
て
は
､
本
文
が
乱
れ
に
乱
れ
て
お
り
'
｢
そ
の

か
み
｣
の
箇
所
が
｢
そ
の
時
｣
と
入
れ
替
わ
っ
て
い
る
異
文
も
あ
り
'
｢
そ
の

か
み
｣
と
｢
そ
の
時
｣
と
い
う
二
種
の
語
が
混
乱
を
み
せ
て
い
る
感
が
あ
る
｡

で
あ
る
か
ら
､
こ
の
問
題
に
関
し
て
は
､
今
回
は
論
外
と
し
た
い
｡

で
は
先
程
か
ら
興
味
を
感
じ
て
い
る
｢
そ
の
か
み
｣
と
'
1
見
同
義
語
の
よ

う
に
思
わ
れ
る
｢
た
う
じ
｣
と
い
う
漢
語
に
つ
い
て
見
て
み
る
と
'
｢
字
津
保

と
･
つ
じ

物
語
｣
の
本
文
中
に
珍
ら
し
-
二
語
の
み
見
当
た
る
｡
そ
こ
で
､
｢
当
時
｣
の

意
味
を
有
す
る
｢
そ
の
か
み
｣
と
'
ま
た
こ
の
語
と
は
別
個
に
表
わ
れ
る
｢
た

う
じ
｣
の
語
義
･
用
法
の
差
違
を
検
討
し
て
み
た
く
思
う
｡

｢
た
う
じ
｣
の
用
語
例
は
'

①
｢
･
･
･
-
.
し
か
あ
れ
ど
'
た
暮
引
吊
の
は
か
せ
'
あ
は
れ
あ
さ
く
ど
ん
よ

-
ふ
か
-
し
て
､
れ
う
給
は
り
て
こ
と
し
廿
よ
ね
ん
に
な
り
ぬ
る
に
'

ひ
と
つ
の
し
き
あ
て
ず
｡
-
-
｣
　
<
六
ま
つ
り
の
つ
か
ひ
さ
が
の
院
の

な
ら
び
>

㊥
｢
瑠
引
出
に
を
や
侍
ま
さ
よ
り
が
お
と
こ
ど
も
ま
か
り
な
り
侍
り
て
'

か
れ
ら
が
を
く
れ
侍
ら
ん
は
､
こ
の
あ
そ
ん
の
れ
い
の
み
侍
ら
ん
こ
と

な
ん
'
い
と
お
し
-
か
な
し
う
侍
り
｡
-
-
｣
　
<
十
六
国
ゆ
ず
り
の

上
>

こ
の
二
例
見
当
た
る
｡
い
ず
れ
も
話
語
と
し
て
使
用
さ
れ
て
お
り
'
語
義
は

二
例
と
も
｢
只
今
｣
と
解
す
る
こ
と
が
出
来
よ
う
｡
こ
の
よ
う
に
考
察
し
て
み

る
と
'
一
見
｢
そ
の
か
み
｣
と
同
義
語
の
性
質
を
有
す
る
よ
う
に
思
え
た
が
'

こ
の
作
品
に
お
い
て
は
､
｢
そ
の
か
み
｣
と
｢
た
う
じ
｣
と
は
別
種
の
語
と
し

て
扱
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
｡

再
び
用
例
①
の
｢
た
う
じ
の
は
か
せ
｣
の
｢
た
う
じ
｣
の
語
義
に
つ
い
て
記

し
て
お
き
た
い
こ
と
が
あ
る
｡
原
田
芳
起
博
士
は
'
｢
そ
の
事
を
行
な
っ
た
｣

｢
そ
の
事
に
あ
た
っ
て
い
る
｣
と
解
さ
れ
'
｢
原
田
芳
起
校
注
･
角
川
文
庫
｣
の

た

う

じ

｢
宇
津
保
物
語
上
巻
｣
　
(
二
六
三
頁
｣
に
､
｢
当
事
｣
の
漢
字
が
当
て
ら
れ
て
い

る
｡
そ
の
お
説
は
創
見
の
卓
見
と
し
て
紹
介
し
て
お
き
た
い
｡

さ
て
こ
の
｢
宇
津
保
物
語
｣
に
珍
ら
し
く
｢
た
う
じ
｣
と
い
う
漢
語
が
使
用

さ
れ
て
い
た
が
'
｢
原
田
芳
起
著
-
宇
津
保
物
語
研
究
考
説
編
｣
で
'
｢
『
宇
津

保
物
語
』
は
『
遊
仙
窟
』
の
影
響
を
多
分
に
受
け
て
い
る
で
あ
ろ
う
｣
と
い
う

見
解
を
示
さ
れ
て
い
る
｡

こ
れ
は
前
に
も
示
し
て
き
た
'
こ
と
く
'
｢
遊
仙
窟
｣
中
に
'
｢
割
矧
腹
裏
療

狂
｣
｢
割
矧
樹
上
｣
と
｢
当
時
｣
の
漢
語
が
見
ら
れ
る
と
こ
ろ
か
ら
'
｢
宇
津
保

物
語
｣
の
作
者
は
､
こ
の
｢
当
時
｣
の
漢
字
を
｢
た
う
じ
｣
と
よ
ん
で
使
用
し

た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
気
が
し
て
な
ら
な
い
｡

ま
た
'
｢
原
田
芳
起
著
-
平
安
時
代
文
学
語
桑
の
研
究
｣
　
中
に
｢
宇
津
保
物

語
の
中
の
漢
語
｣
と
い
う
断
章
が
あ
り
'
か
な
り
の
量
の
漢
語
が
示
さ
れ
て
い

る
｡
博
士
の
ど
研
究
を
借
用
す
る
と
'

ぢ
う
も
ち
･
な
い
は
う
･
し
ち
ら
い
･
ど
ど
･
さ
い
･
み
ず
く
･
ぢ
し
･

て
い
ふ
-
･
る
ゐ
だ
い
･
す
か
う
･
い
ち
も
ち
･
せ
う
す
い
･
ち
う
ず
ん

･
ち
う
は
い
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等
を
あ
げ
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
｡
ま
た
'
索
引
の
中
か
ら
'
眼
に
止
ま
る
漢
語

を
少
し
拾
い
あ
げ
て
み
る
と
'

う
し
ん
･
あ
い
ぎ
ゃ
う
･
い
う
そ
く
･
さ
い
し
･
て
ん
げ
･
て
う
は
い
･

も
ん
じ
ゃ
う
･
ふ
せ
･
や
う
だ
い
･
ひ
げ
･
あ
み
だ
ざ
ん
ま
い
･
せ
か
い

･
が
く
･
が
く
し
や
う
･
つ
い
し
よ
う

等
'
次
々
見
に
止
ま
る
程
多
数
の
漢
語
を
'
｢
宇
津
保
物
語
｣
の
作
者
は
使
用

し
て
い
る
｡
こ
う
い
っ
た
､
漢
語
の
多
い
文
脈
上
'
こ
こ
で
問
題
に
し
て
い
る

｢
た
う
じ
｣
と
い
う
漢
語
が
見
ら
れ
る
の
も
奇
異
で
は
な
い
よ
う
な
気
が
す
る
｡

結
局
'
｢
字
津
保
物
語
｣
の
作
者
は
､
和
語
と
し
て
の
｢
そ
の
か
み
｣
と
､

た

う

じ

漢
語
と
し
て
の
｢
当
時
｣
を
区
別
し
'
別
種
の
語
と
し
て
扱
っ
て
い
る
こ
と
が

わ
か
っ
た
｡

以
上
'
本
論
考
に
お
い
て
は
､
平
安
時
代
の
初
期
の
作
品
で
あ
る
｢
伊
勢
物

語
｣
｢
大
和
物
語
｣
｢
平
申
物
語
｣
｢
宇
津
保
物
語
｣
に
つ
い
て
の
｢
そ
の
か
み
｣

と
い
う
語
を
吟
味
し
て
き
た
が
'
紙
幅
の
都
合
上
こ
こ
で
一
応
筆
を
摘
-
0

(
注
1
)
　
鈴
木
一
男
先
生
の
御
教
示
に
よ
る
｡

(
注
2
)
　
原
田
芳
起
先
生
の
御
教
示
に
よ
る
｡
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