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前
田
本
『
枕
草
子
』
の
た
め
に
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二
つ
の
枕
草
子

一　

枕
草
子
汎
諸
本
論
へ 

～
前
田
本
の
た
め
に
～

　

諸
本
論
は
、
か
つ
て
古
態
の
追
究
を
そ
の
使
命
と
し
て
い
た
。
代
表
本
文
と
か
最
善
本
と
か
呼
ば
れ
る
そ
の
一
本
の
追
尋
、
さ
ら
に
は
原
形
・
原
態
の
復

元
や
校
訂
作
業
と
い
っ
た
営
み
に
、
い
か
に
多
く
の
熱
情
や
労
力
が
注
が
れ
て
き
た
こ
と
で
あ
っ
た
ろ
う
か
。

　

事
は
、
む
ろ
ん
『
枕
草
子
』
に
お
い
て
も
例
外
で
は
な
か
っ
た
。
雑
纂
形
態
本
か
類
纂
形
態
本
か
、
三
巻
本
か
能
因
本
か
、
そ
う
し
た
一
定
の
議
論
が
、

言
う
ま
で
も
な
く
、
原
作
な
い
し
原
形
・
原
態
は
一
つ

0

0

で
あ
る
と
す
る
発
想
の
な
か
で
営
々
と
行
な
わ
れ
て
き
た
。

　

前
田
本
は
、
諸
伝
本
の
な
か
で
は
書
写
時
期
の
最
も
古
い
写
本
で
は
あ
る
が
、
能
因
本
と
堺
本
と
を
合
成
し
て
編
纂
さ
れ
た
改
修
本
な
い
し
再
構
成
本
で

あ
る

―
こ
の
、
こ
ん
に
ち
の
ほ
と
ん
ど
定
説
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
見
取
図
も
、
し
た
が
っ
て
、
と
い
う
べ
き
か
、
し
か
る
に
、
と
い
う
べ
き
か
、
当

然
の
こ
と
な
が
ら
、
そ
う
し
た
「
発
想
」
に
お
い
て
描
か
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
、
と
い
う
こ
と
は
、
こ
こ
で
改
め
て
確
認
し
て
お
い
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。

　

前
稿（

１
）
で
も
少
し
く
顧
み
た
が
、
そ
の
見
取
図
の
描
破
を
主
導
し
た
楠
道
隆
「
枕
草
子
異
本
研
究
（
上
・
下
）
―
類
纂
形
態
本
考
証
―
」（『
國
語
・
國
文
』

一
九
三
四
年
六
・
七
月
）
が
、
当
初
に
立
て
た
仮
説
す
な
わ
ち
「
前
田
家
本
は
伝
能
因
本
と
堺
本
と
を
底
本
と
し
て
集
成
し
て
作
ら
れ
た
後
人
に
よ
る
改
修 

本
で
あ
る
」
と
の
見
立
て
に
対
し
て
、
前
田
家
本
が
参
照
し
た
伝
本
に
は
三
巻
本
も
含
ま
れ
て
い
る
と
の
指
摘
と
と
も
に
、
当
該
仮
説
に
お
け
る
「
伝
能
因

本
」
と
「
堺
本
」
と
を
、
そ
れ
ぞ
れ
「
現
存
能
因
本
の
源
流
本
」「
現
存
堺
本
の
源
流
本
」
へ
と
修
正
す
べ
き
こ
と
の
示
唆（

２
）
を
受
け
て
、
前
田
本
編
者
が
使 

用
し
た
異
本
の
中
に
は
三
巻
本
も
あ
っ
た
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
る
と
︿
転
向
﹀
す
る
ほ
か
な
か
っ
た
と
い
う
事
実
、
さ
ら
に
言
え
ば
、
右
の
、
三
巻
本

を
も
参
照
し
て
い
た
は
ず
と
の
指
摘
が
な
さ
れ
た
そ
の
時
点
で
事
実
上
瓦
解
し
て
い
た
は
ず
の
仮
説
が
、
つ
い
に
取
り
下
げ
ら
れ
る
こ
と
も
、
周
囲
か
ら
適
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正
適
確
に
批
判
さ
れ
る
こ
と
も
な
い
ま
ま
に
、
む
し
ろ
そ
う
な
る
こ
と
が
当
然
で
あ
っ
た
か
の
よ
う
に
定
説
な
い
し
定
説
に
準
じ
る
位
置
へ
と
迫せ

り
上
げ
ら

れ
て
い
っ
た
事
実
も
ま
た
、
前
田
本
の
た
め
に
は
想
起
し
て
お
く
に
如
く
は
な
い
だ
ろ
う
。

　

そ
れ
に
し
て
も
、
右
の
「
仮
説
」
に
対
す
る
異
論
に
し
て
か
ら
が
、「
源
流
本
」
と
い
う
、
お
よ
そ
夢
想
の
な
か
に
し
か
定
立
し
得
な
い
写
本
を
導
き
入

れ
る
こ
と
で
修
正
を
逼
る
ほ
か
な
か
っ
た
よ
う
に
、『
枕
草
子
』
の
諸
本
論
は
そ
の
総
て
が
、
原
作
な
い
し
原
形
・
原
態
は
一
つ

0

0

で
あ
る
と
す
る
発
想
に
縛

ら
れ
つ
づ
け
て
き
た
の
で
あ
る
。
は
た
し
て
前
田
本
は
、
諸
伝
本
中
に
独
立
の
地
位
を
保
ち
得
る
資
格
を
与
え
ら
れ
ず
、
お
題
目
の
よ
う
に
く
り
か
え
さ
れ

る
、
そ
れ
で
も
最
も
興
味
深
い
最
古
唯
一
の
貴
重
な
古
写
本
で
は
あ
る
、
と
い
っ
た
、
ま
さ
に
付
け
た
り
の
体
を
以
て
良
し
と
す
る
か
の
よ
う
な
扱
い
に
甘

ん
ず
る
ほ
か
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。
か
の
『
校
本
枕
冊
子
』
を
編
み
、『
枕
冊
子
本
文
の
研
究
』
を
著
し
た
田
中
重
太
郎
の
、「
前
田
家
本
に
対
す
る
注
解

は
、
旧
著
『
前
田

家
本

枕
冊
子
新
註
』（
昭
和
二
六
年
九
月
刊
）
以
上
に
く
わ
し
い
も
の
を
将
来
出
す
意
志
は
な
い
し
、
堺
本
に
対
し
て
の
注
釈
も
い
ま
の
わ
た
く

し
の
計
画
に
は
な
い（

３
）」
と
の
言
が
象
徴
す
る
よ
う
に
、「
異
本
に
は
独
特
の
疎
外
性
が
遺
存（
４
）」
す
る
こ
と
、『
枕
草
子
』
の
伝
本
研
究
に
お
い
て
も
例
外
で
は

な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
諸
本
論
を
い
っ
た
ん
突
き
放
し
て
み
る
と
、
類
纂
形
態
が
原
初
で
は
な
か
っ
た
と
し
て
、
な
ら
ば
そ
の
形
態
本
の
生
成
の
由
縁
は
、
那

辺
に
求
め
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
、
あ
る
い
は
、
さ
ら
に
溯
っ
て
、『
枕
草
子
』
に
録
さ
れ
た
「
―
は
」「
―
も
の
」
の
創
生
の
現
場
は
、
い
か
よ
う
な
も
の

で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
、
と
い
う
素
朴
な
疑
問
が
わ
い
て
く
る
。
た
と
え
ば
、
中
宮
定
子
が
「
〇
〇
は
？
」
と
問
い
、「
×
×
も
の
」
を
挙
げ
よ
！
と
迫
る
、

こ
れ
に
清
少
納
言
が
応
じ
、
挙
例
し
て
み
せ
る
、
そ
の
よ
う
な
サ
ロ
ン
に
お
け
る
対
話
を
そ
の
ま
ま
に
写
し
た
も
の
が
類
聚
章
段
で
は
な
か
っ
た
か
、
あ
る

い
は
ま
た
、
と
あ
る
日
に
定
子
か
ら
そ
の
集
成
を
下
命
さ
れ
、
雑
纂
形
態
を
清
女
み
ず
か
ら
が
再
編
し
て
成
っ
た
問
答
集
・
応
答
集
が
類
纂
形
態
本
の
原
姿

で
は
な
か
っ
た
か
、
と
問
い
得
る
可
能
性
の
下
に
『
枕
草
子
』
を
据
え
直
し
て
み
る
と
き
、
旧
来
の
諸
本
論
に
お
け
る
雑
纂
形
態
か
類
纂
形
態
か
と
い
っ
た

窮
屈
な
二
項
対
立
は
に
わ
か
に
雲
散
し
、
そ
の
本
文
は
、
い
わ
ば
︿
二
つ
の
枕
草
子
﹀
と
い
う
観
点
か
ら
俯
瞰
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

　

か
つ
て
能
因
本
の
校
注
・
訳
を
果
た
し
た
松
尾
聰
の
「
補
い
の
こ
と
ば（

５
）
」
が
想
起
さ
れ
る
。
林
和
比
古
「
枕
草
子
『
わ
ろ
き
も
の
』
詳
論
―
三
巻
本
は
原

初
稿
本
か
別
人
改
作
稿
か
―
」（
大
阪
大
学
教
養
部
『
研
究
集
録
』
第
二
十
一
輯
）
に
触
れ
て
、
次
の
よ
う
に
陳
べ
て
い
た
。

　
　

通
説
は
、
三
巻
本
が
作
者
の
初
稿
本
な
ら
能
因
本
は
再
稿
本
、
前
田
家
本
・
堺
本
は
後
人
の
合
成
本
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、（
…
）
個
々
の
章
段
に 

　
　

つ
い
て
み
れ
ば
、
そ
う
簡
単
に
は
わ
り
切
れ
な
い
節
々
が
多
く
て
、
多
分
に
問
題
は
今
後
に
残
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
近
年
、
林
和
比 

　
　

古
博
士
は
、（
…
）
堺
本
は
原
稿
的
な
本
、
能
因
本
は
再
稿
的
な
本
、
三
巻
本
は
上
記
の
二
本
を
以
っ
て
別
人
が
改
作
し
た
本
で
あ
る
こ
と
を
、
詳
細 
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に
本
文
を
再
吟
味
し
つ
つ
主
張
し
て
お
ら
れ
る
。
博
士
の
主
張
を
論
破
し
て
通
説
を
堅
持
し
お
お
す
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
、（
…
）
お
そ
ら
く
そ 

　
　

れ
へ
の
道
は
必
ず
し
も
平
坦
で
は
あ
り
得
な
い
で
あ
ろ
う
。（
…
）
／
そ
ん
な
わ
け
で
ど
の
本
が
最
も
原
作
者
の
原
本
に
近
い
か
の
結
論
は
急
ぐ
わ
け 

　
　

に
は
い
か
な
い
よ
う
で
あ
る
。

こ
こ
に
、
い
わ
ば
枕
草
子
汎0

諸
本
論
の
萌
芽
は
あ
っ
た
も
の
と
観
る
。
雑
纂
形
態
本
へ
と
衆
目
が
集
ま
る
な
か
で
喪
わ
れ
た
︿
も
う
一
つ
の
枕
草
子
﹀
は
、

取
り
戻
さ
れ
て
然
る
べ
き
で
あ
る
。
実
態
と
し
て
、
そ
れ
を
語
る
言
葉
の
真
の
意
味
に
お
い
て
紛
れ
な
き
「
最
古
」
の
本
文
を
有
す
る
前
田
本
と
向
き
合
わ

ず
し
て
『
枕
草
子
』
を
読
ん
だ
こ
と
に
は
な
る
ま
い
。

　

前
稿
に
つ
づ
い
て
以
下
に
取
り
あ
げ
る
の
は
、
こ
れ
ま
で
の
諸
本
論
に
よ
っ
て
は
説
明
の
つ
か
ぬ
、
も
し
く
は
そ
の
説
明
の
論
理
を
裏
切
る
前
田
本
『
枕

草
子
』
の
諸
段
で
あ
る
。

二　

前
田
本
を
読
む
／
前
田
本
で
読
む 
～
二
〇
六
段
の
場
合
～

　

ま
ず
凡
例
を
掲
げ
る
。
前
稿
と
は
一
部
相
違
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。

［ 

凡 

例 

］

　

一
、
本
文
は
、
尊
経
閣
叢
刊
丁
卯
歳
配
本
『
前
田
本
枕
草
子
』（
育
徳
財
団
、
一
九
二
七
）
に
拠
り
、
次
の
よ
う
な
方
針
に
よ
っ
て
翻
刻
す
る
。

　
　

１　

仮
名
は
現
在
に
お
こ
な
わ
れ
る
字
体
に
よ
り
、
漢
字
は
常
用
漢
字
表
に
あ
る
も
の
に
つ
い
て
は
そ
の
字
体
を
使
用
す
る
。

　
　

２　

段
落
を
切
り
、
句
読
を
加
点
す
る
。

　
　

３　

会
話
の
箇
所
は
「　

」
で
く
く
り
、
会
話
文
中
の
会
話
は
『　

』
で
く
く
る
。

　
　

４ 　

仮
名
に
は
必
要
に
応
じ
て
漢
字
を
当
て
、
も
と
の
仮
名
は
読
み
仮
名
（
ふ
り
が
な
）
の
か
た
ち
で
残
す
。
な
お
、
そ
の
仮
名
が
歴
史
的
仮
名
遣
い
と
相
違
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
仮

名
の
直
下
に
（　

）
で
そ
れ
を
補
記
す
る
。

　
　

５　

漢
字
に
は
、
必
要
に
応
じ
て
読
み
仮
名
を
（　

）
に
入
れ
て
付
す
。
ま
た
場
合
に
よ
り
、
漢
字
を
仮
名
に
開
き
、
も
と
の
漢
字
を
傍
記
す
る
。

　
　

６　

漢
字
が
動
詞
の
場
合
、
適
宜
、
送
り
仮
名
を
補
い
、
そ
の
仮
名
の
右
傍
に
圏
点
（「
・
」）
を
付
す
。

210310_教育研究34_縦.indb   3 2021/03/10   17:34:25



4― ―

　
　

７　

当
て
字
の
類
は
、
一
般
に
お
こ
な
わ
れ
る
表
記
に
改
め
、
も
と
の
当
て
字
は
ふ
り
が
な
の
位
置
に
残
す
。

　
　

８　

仮
名
遣
い
は
、
底
本
の
ま
ま
と
し
、
本
文
が
歴
史
的
仮
名
遣
い
に
一
致
し
な
い
場
合
に
は
、（　

）
で
そ
れ
を
傍
記
す
る
。

　
　

９　

語
の
清
濁
に
つ
い
て
は
、
近
年
の
研
究
成
果
を
参
照
し
て
、
こ
れ
を
区
別
す
る
。

　
　

10　

反
復
記
号
「
ゝ
」「
〳
〵
」
は
適
宜
仮
名
に
改
め
、
当
該
の
記
号
は
ふ
り
が
な
の
位
置
に
残
す
。

　

二
、
通
釈
は
、
本
文
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
を
現
代
日
本
語
表
現
を
も
っ
て
示
す
。

〔
二
〇
六
（
６
）
〕

　

ま
ず
、
当
章
段
は
、
三
巻
本
・
能
因
本
に
は
存
し
な
い
こ
と
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。
そ
の
う
え
で
着
目
し
た
い
の
は
、
小
異
が
散
在
し
な
が
ら
も
ほ
ぼ

同
内
容
を
伝
え
る
堺
本
︹
二
〇
〇
︺
が
、
そ
の
掉
尾
の
一
文
を
「
秋
の
露
お
も
ひ
や
ら
れ
て
、
お
な
じ
心
に
」
と
、
大
き
く
異
に
し
て
い
る
点
で
あ
る
。

　

見
ら
れ
る
と
お
り
、
掲
出
し
た
前
田
本
の
あ
り
よ
う
は
、
前
田
本
は
能
因
本
と
堺
本
の
合
成
で
あ
る
と
い
っ
た
論
理
で
は
い
か
ん
と
も
処
理
し
が
た
く
、

ま
さ
に
仮
想
体
と
し
て
の
「
能
因
本
の
源
流
本
」
な
り
「
堺
本
の
源
流
本
」
な
り
を
持
ち
出
さ
ね
ば
説
明
の
つ
か
ぬ
典
型
例
で
あ
っ
た
と
言
う
べ
き
だ
ろ
う
。

さ
て
、
そ
う
し
た
旧
説
の
理
窟
に
す
な
お
に
従
え
ば
、
当
の
「
源
流
本
」
に
あ
っ
た
「『
一
葉
の
庭
に
落
つ
る
時
』
と
か
言
ふ
な
り
」
を
前
田
本
こ
そ
が
記

し
伝
え
、
現
行
の
堺
本
は
そ
れ
を
な
に
ゆ
え
か
改
変
せ
し
め
て
今
日
に
及
ん
で
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
は
ず
だ
が
、
山
中
悠
希
に（

７
）
よ
れ
ば
、
①
堺
本
本
文 

は
『
白
氏
文
集
』
巻
十
二
所
収
「
長
恨
歌
」
中
の
詩
句
「
…　

春
風
桃
李
花
開
日　

秋
雨
梧
桐
葉
落
時　

…
」
を
指
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
、
②
前
田
本
の
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直
接
的
な
引
用
は
、
落
葉
と
い
う
言
語
状
況
に
引
か
れ
て
白
詩
の
類
似
場
面
を
注
記
的
に
加
え
て
い
る
だ
け
と
い
う
ふ
う
に
も
見
え
、
あ
る
い
は
編
纂
者
な

い
し
書
写
者
が
堺
本
の
「
秋
の
露
」
よ
り
も
分
か
り
や
す
い
別
の
白
詩
す
な
わ
ち
「
新
秋
」
の
一
節
を
引
い
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

　

い
っ
た
い
、
前
田
本
の
引
く
「
一
葉
の
庭
に
落
つ
る
時
」
と
の
詩
句
に
夙
に
着
目
し
た
池
田
亀
鑑（

８
）
は
、
そ
れ
が
『
白
氏
文
集
』
巻
十
八
所
収
「
新
秋
」
と

題
す
る
五
言
律
詩
、

　
　こ

の
傍
線
を
施
し
た
第
二
句
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
、
さ
ら
に
、
堺
本
の
同
位
置
に
お
け
る
表
現
が
前
田
本
と
は
異
な
る
こ
と
を
不
審
と
し
た
池
田（
９
）
は
、
そ

の
表
現
「
秋
の
露
お
も
ひ
や
ら
れ
て
…
」
に
も
ま
た
「
古
詩
の
引
用
が
あ
る
」
と
し
て
、
や
は
り
『
白
氏
文
集
』
は
巻
二
十
所
収
「
逢
二

張
十
八
員
外
籍
一

」 

中
の
「
旅
思
正
茫
茫
／
相
逢
此
道
傍
／
晩
嵐
林
葉
闇
／
秋
露
草
花
香
」
が
典
拠
か
と
説
い
て
い
た
。

　

実
は
先
の
山
中
が
指
摘
し
た
①
は
、
こ
の
池
田
の
説
い
た
と
こ
ろ
へ
の
批
判
説
と
し
て
提
示
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
け
れ
ど
も
、
翻
っ
て
、「
秋
の 

露
お
も
ひ
や
ら
れ
て
、
同
じ
心
に
」
と
は
、
典
拠
あ
り
と
す
る
に
足
る
表
現
で
あ
ろ
う
か
。
ま
し
て
や
、
山
中
が
自
身
の
指
摘
し
た
「
秋
雨0

梧
桐
葉
落
時
」

そ
の
ま
ま
で
は
典
拠
た
り
得
ぬ
と
し
て
、
異
本
の
伝
え
る
「
秋
露0

…
」
に
拠
っ
た
の
だ
ろ
う
と
す
る
窮
屈
な
手
続
き
を
経
て
ま
で
典
拠
と
す
る
要
は
あ
っ
た

の
で
あ
ろ
う
か
。
立
ち
返
っ
て
み
る
に
、
典
拠
だ
と
す
る
詩
句
「
春
風
桃
李
花
開
日
／
秋
雨
梧
桐
葉
落
時
」
は
、「
思
い
出
す
の
は
、
春
の
風
に
桃す

も
も李
の
花 

が
ほ
こ
ろ
び
る
夜
に
二
人
で
過
ご
し
た
こ
と
、
秋
の
雨
に
梧あ
お
ぎ
り桐
の
葉
が
落
ち
る
時
に
語
り
合
っ
た
こ
と
」
く
ら
い
に
解
さ
れ
よ
う
が
、
そ
も
そ
も
、
そ
の
「
秋 

の
雨
に
」
が
「
秋
の
露
に
」
で
は
、
句
意
・
句
脈
を
形
成
し
得
ぬ
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

　

か
く
て
、
堺
本
の
「
秋
の
露
お
も
ひ
や
ら
れ
て
、
お
な
じ
心
に
」
は
、
章
段
冒
頭
の
暦
日
「
六
月
廿
余
日
ば
か
り
」
と
に
わ
か
に
は
打
ち
合
わ
ぬ
こ
と
も
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相
俟
っ
て
、
不
審
の
遺
る
憾
み
無
し
と
し
な
い
の
で
あ
る
。
も
し
、
そ
れ
で
も
文
意
を
通
そ
う
と
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
ひ
ら
ひ
ら
と
舞
い
落
ち
て
し
ま
っ
た

黄
色
い
葉
の
上
に
置
く
は
ず
で
あ
っ
た
秋
の
露
の
こ
と
が
お
の
ず
と
想
像
さ
れ
て
、
つ
い
露
と
同
じ
気
持
ち
に
…
、
く
ら
い
に
解
す
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う

か
。
と
も
あ
れ
、
こ
と
さ
ら
に
典
拠
を
求
め
る
必
要
は
な
い
も
の
と
考
え
る
の
だ
が
、
い
か
が
で
あ
ろ
う
か
。

　

一
方
の
前
田
本
は
、
右
に
総
体
を
引
い
た
「
新
秋
」
自
体
を
も
併
せ
参
照
す
る
に
つ
け
、
本
文
の
表
現
と
引
用
の
詩
句
の
そ
れ
と
が
相
呼
応
し
て
間
然
す

る
と
こ
ろ
な
く
、
さ
ら
に
細
部
に
つ
い
て
言
え
ば
、「
六
月
廿
余
日
ば
か
り
」
の
晩
夏
を
描
く
文
脈
に
「
新
秋
」
を
主
題
と
す
る
詩
の
一
節
を
導
き
入
れ
る 

に
あ
た
り
、
そ
の
符
節
を
合
わ
せ
る
要
あ
る
を
知
れ
ば
こ
そ
「
…
と
か
言
ふ
な
り

0

0

」
と
の
婉
曲
朧
化
の
辞
を
用
い
る
と
い
う
、
文
脈
・
文
辞
整
調
へ
の
細
や

か
な
神
経
の
介
在
さ
え
指
摘
し
得
る
の
で
あ
る
。

　

よ
っ
て
、
百
歩
譲
っ
て
堺
本
の
当
該
の
表
現
が
白
詩
を
典
拠
と
し
て
い
る
と
し
て
も
、
畢
竟
、
そ
れ
が
同
じ
類
纂
形
態
本
内
に
お
い
て
前
田
本
の
そ
れ
に

先
行
し
て
い
る
と
は
見
做
し
得
な
い
の
で
あ
っ
て
、
言
い
得
る
と
こ
ろ
は
、
雑
纂
形
態
本
に
は
記
し
留
め
ら
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
当
段
を
、
な
に
ゆ
え
か

類
纂
形
態
本
は
有
し
、
こ
と
に
よ
っ
て
は
堺
・
前
田
両
本
と
も
に
白
詩
と
の
聯
関
を
指
摘
し
得
る
な
か
で
、
前
田
本
こ
そ
は
、
白
詩
か
ら
の
確
か
な
引
用
を

含
み
こ
む
短
文
の
な
か
で
「
六
月
廿
余
日
ば
か
り
」
の
「
あ
は
れ
」
な
る
あ
り
よ
う
を
見
事
に
描
き
き
っ
て
い
る
と
い
う
事
実
に
尽
き
る
で
あ
ろ
う
。

　

た
だ
し
、
そ
の
事
実
は
ま
た
、
堺
本
の
本
文
に
付
さ
れ
た
注
記
が
本
行
本
文
化
し
た
も
の
と
見
て
前
田
本
を
貶
め
る
こ
と
の
非
と
、
前
田
本
は
能
因
本
と

堺
本
と
の
合
成
本
で
あ
る
と
の
旧
説
に
よ
る
枠
取
り
の
非
と
を
、
こ
こ
に
改
め
て
炙
り
出
し
て
も
い
る
の
で
も
あ
る
。

三　

前
田
本
を
読
む
／
前
田
本
で
読
む 

～
二
二
七
段
の
場
合
～

〔
二
二
七
〕
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ま
ず
、
当
段
に
対
応
す
る
三
巻
本
・
能
因
本
の
本
文
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る）

₁₀
（

。
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三
巻
・
能
因
両
本
で
は
、
冒
頭
、「
十
二
月
二
十
四
日
」
の
、「
宮
の
御
仏
名
」
の
「
初
夜
」
な
い
し
「
半
夜
」
の
読
経
の
後
の
夜
の
情
景
で
あ
る
こ
と
を

断
っ
て
お
り
、「
十
二
月
十
日
」
を
描
く
前
田
本
は
、
そ
れ
と
は
大
き
く
乖
離
し
、
諸
所
に
お
け
る
表
現
の
径
庭
も
枚
挙
に
遑
な
き
こ
と
、
見
ら
れ
る
と
お 

り
だ
が
、
以
下
、
少
し
く
仔
細
に
辿
っ
て
み
よ
う
。

　

師
走
の
月
下
の
同
車
行
を
描
い
た
当
段
は
、
前
半
の
冒
頭
か
ら
数
行
の
と
こ
ろ
で
、
い
わ
ば
総
論
に
相
当
し
そ
う
な
行
文
、
す
な
わ
ち
前
田
本
で
は
「
里

へ
ま
れ
、
も
し
は
、
夜
の
ほ
ど
忍
び
て
出
づ
る
に
も
あ
れ
、
相
乗
り
た
る
車
の
ほ
ど
こ
そ
、
を
か
し
け
れ
」、
能
因
本
で
は
「
里
へ
も
出
で
、
も
し
は
、
し 

の
び
た
る
所
へ
も
夜
の
ほ
ど
出
づ
る
に
も
あ
れ
、
あ
ひ
乗
り
た
る
道
の
ほ
ど
こ
そ
を
か
し
け
れ
」
と
あ
る
そ
れ
を
、
な
ぜ
か
三
巻
本
は
持
た
な
い
と
い
う
差

異
を
見
せ
る
。
そ
の
一
方
で
、
三
巻
・
能
因
の
両
本
は
、
地
面
や
屋
根
に
降
り
敷
い
た
雪
、
軒
端
に
長
短
さ
ま
ざ
ま
に
掛
か
る
氷
柱
の
活
写
を
口
切
り
に
、

月
光
に
照
ら
し
出
さ
れ
た
、
冴
え
き
っ
た
明
澄
感
の
あ
ふ
れ
る
空
間
を
描
出
し
て
お
い
て
、
さ
て
同
車
の
男
女
の
衣
裳
・
姿
態
、
さ
ら
に
吟
誦
へ
と
移
ろ
っ

て
ゆ
く
、
い
う
な
れ
ば
美
的
に
し
て
整
然
た
る
筆
さ
ば
き
が
確
認
で
き
る
の
に
対
し
て
、
前
田
本
は
、
地
面
―
衣
裳
―
総
論
―
屋
根
―
氷
柱
―
吟
誦
と
経
て

後
半
へ
と
展
が
る
と
い
う
恰
好
で
、︿
屋
根
﹀
を
描
く
筆
も
︿
氷
柱
﹀
の
そ
れ
も
、
三
巻
本
・
能
因
本
の
筆
の
入
れ
方
に
比
べ
れ
ば
、
ず
い
ぶ
ん
と
浅
少
で 

あ
る
。

　

し
か
る
に
、
後
半
、「
若
き
人
の
」
以
下
の
段
落
は
、
三
巻
本
を
引
け
ば
、「
月
の
影
の
は
し
た
な
さ
に
、
う
し
ろ
ざ
ま
に
す
べ
り
入
る
を
、
つ
ね
に
ひ
き

よ
せ
、
あ
ら
は
に
な
さ
れ
て
わ
ぶ
る
も
を
か
し
」
と
い
っ
た
あ
た
り
を
敷
衍
し
た
よ
う
に
、
そ
の
筆
は
ふ
く
よ
か
で
あ
る
。

　

尤
も
、「
は
し
た
な
さ
に
」
に
看
取
さ
れ
る
よ
う
に
、
三
巻
本
や
能
因
本
の
記
述
が
清
女
自
身
の
体
験
で
あ
る
こ
と
を
滲
ま
せ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
前 

田
本
は
客
観
的
な
ス
ケ
ッ
チ
と
い
っ
た
体
裁
に
拠
っ
て
お
り
、
文
体
の
差
異
も
ま
た
歴
然
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
は
、
後
段
す
な
わ
ち
掉
尾
の
四
行
の
、「
年
老
い
」
て
な
お
「
相
乗
る
」
こ
と
へ
の
想
察
は
、
三
巻
本
・
能
因
本
に
は
悉
皆
見
出
し
得
な
い
と
い 

う
恰
好
な
の
で
あ
る
。

　

さ
て
、
な
ら
ば
堺
本
は
ど
う
か
。
引
い
て
み
よ
う）

₁₁
（

。

︻
堺
本
︼︹
二
二
五
︺

　

十
二
月
十
日
よ
ひ
の
月
い
と
明
か
き
に
、
日
ご
ろ
降
り
積
も
り
た
る
雪
の
、
凍し

み
固
ま
り
た
る
が
、
空
は
や
み
た
れ
ど
、
な
べ
て
白
く
見
え
わ
た
り
た
る

に
、
直
衣
い
と
白
く
、
指さ

し
ぬ
き貫

濃
き
人
の
、
色
々
の
衣き

ぬ

ど
も
あ
ま
た
着
て
、
片
つ
方
の
袴
軾

と
じ
き
みに

踏
み
出
だ
し
た
る
が
、
か
た
は
ら
に
白
き
衣
ど
も
、
濃
き
綾あ

や

の
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あ
ざ
や
か
な
る
上
に
着
て
、
簾す
だ
れ
高
や
か
に
上
げ
て
、
里
へ
ま
れ
、
も
し
は
、
夜
の
ほ
ど
忍
び
て
出
づ
る
に
ま
れ
、
相あ
ひ

乗
り
た
る
車
は
道
の
ほ
ど
こ
そ
、
を
か

し
け
れ
。

　

例
は
い
と
き
た
な
げ
に
見
ゆ
る
家
ど
も
も
、
雪
に
面お

も

隠
し
て
、
銀
し
ろ
が
ねを
葺ふ

き
た
ら
む
や
う
に
、
お
し
な
べ
て
、
世
の
端つ
ま

々〴
〵

に
は
、
垂た
る
ひ氷
の
長
く
短
く
つ
や
め

き
て
見
え
た
る
、
な
ほ
い
と
を
か
し
と
見
ゆ
く
に
、「
月
千
里
に
明
ら
か
な
り
」
と
い
ふ
こ
と
を
声
の
か
ぎ
り
誦ず

ん

じ
た
る
は
、
さ
ら
に
琴
・
笛
の
音
よ
り
も 

を
か
し
く
、
め
で
た
し
。

　

若
き
人
の
、
髪
う
る
は
し
く
か
か
り
た
る
、
搔か

い
ね
り練
の
つ
や
に
も
わ
か
れ
ず
、
額ひ
た
ひ
が
み髪
の
は
ざ
ま
よ
り
見
え
た
る
面つ
ら

つ
き
、
い
と
ふ
く
ら
か
に
、
頤
お
と
が
ひの
下し
た

、
も

の
よ
り
殊こ

と

に
白
う
見
え
た
る
な
ど
、
鴟と
み

の
尾
の
方
よ
り
射
し
入
り
た
る
月
影
に
見
る
か
ひ
あ
れ
ば
、
片
つ
方
の
袖
ど
も
は
一ひ
と

連つ
ら
ねの
や
う
に
貫
き
な
し
て
搔か

き

寄
せ
て
、
も
の
な
ど
言
ひ
行
く
は
、
や
が
て
千ち

夜よ

も
尽
く
し
つ
べ
く
お
ぼ
え
ぬ
べ
き
わ
ざ
な
り
。

　

年
老
い
、
顔
に
く
げ
に
、
鬘か

づ
ら
な
ど
し
た
る
と
、
な
ほ
そ
の
を
り
に
さ
だ
に
相
乗
る
人
あ
ら
ば
、
飛
び
つ
き
ぬ
べ
き
心
地
こ
そ
す
れ
。
わ
い
て
も
、
人
や
り

な
ら
ず
、「
あ
な
、
心
づ
き
」
な
ど
見
お
こ
せ
む
尻し

り

目め

こ
そ
、
こ
と
に
心
地
わ
び
し
か
り
ぬ
べ
け
れ
。

見
ら
れ
る
と
お
り
で
あ
る
。
前
田
本
は
、
先
に
引
い
た
三
巻
本
・
能
因
本
か
ら
は
あ
ま
り
に
遠
く
、
こ
の
堺
本
と
は
限
り
な
く
近
似
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

旧
説
が
、
前
田
本
は
底
本
た
る
能
因
本
・
堺
本
両
々
全
部
を
解
体
し
、
両
方
を
対
照
し
て
、
共
通
し
な
い
部
分
は
す
べ
て
採
用
し
、
共
通
す
る
と
こ
ろ
は
一 

々
判
断
し
て
採
択
し
稀
に
校
訂
を
加
え
…
と
説
き
来
た
っ
た
と
こ
ろ
に
は
、
と
う
て
い
当
て
嵌
ま
ら
ぬ
本
文
の
様
相
が
目
に
つ
く
ば
か
り
で
あ
ろ
う
。

　

畢
竟
、
当
段
の
本
文
の
こ
う
し
た
あ
り
よ
う
、
改
め
て
言
え
ば
、
前
田
本
の
三
巻
本
な
い
し
能
因
本
か
ら
の
遠
大
な
距
離
、
一
方
で
、
ほ
ぼ
同
文
に
も
映

る
堺
本
と
の
濃
密
と
い
っ
て
よ
い
ほ
ど
の
近
さ
か
ら
浮
上
す
る
の
は
、
殊
に
前
田
本
本
文
７
行
目
の
「
月
千
里
に
明
ら
か
な
り
」
と
三
巻
本
・
能
因
本
の
う

し
ろ
か
ら
４
行
目
の
「
凛
凛
と
し
て
氷
鋪
け
り
」
と
の
異
同
が
象
徴
的
に
物
語
っ
て
い
る
と
い
う
べ
く
、
三
巻
本
・
前
田
本
的
な
る
本
文
か
ら
堺
本
・
前
田

本
的
な
る
本
文
へ
の
、
あ
る
い
は
そ
の
逆
へ
の
、
改
修
の
跡
の
厳
存）

₁₂
（

で
あ
っ
て
、
卑
見
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
が
出
来
し
た
可
能
性
は
雑
纂
形
態
本
か
ら
類
纂
形

態
本
が
再
編
さ
れ
る
際
に
求
め
ら
れ
よ
う
こ
と
、
先
に
も
、
ま
た
前
稿
に
お
い
て
も
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
汎
諸
本
論
に
よ
れ
ば
、
も
は
や
問
う
べ
き
要
な
き
こ
と
な
が
ら
、
な
お
一
言
し
て
お
き
た
い
の
は
、
堺
本
・
前
田
本
間
の
異
同
に
つ
い
て
で

あ
る
。

　

右
に
引
い
た
堺
本
本
文
中
の
施
線
部
が
前
田
本
と
の
異
同
箇
所
で
あ
る
。
煩
瑣
を
避
け
、
い
ま
一
々
を
あ
げ
つ
ら
っ
て
の
比
較
の
跡
を
こ
こ
に
引
証
す
る
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こ
と
は
節
す
る
け
れ
ど
も
、
語
彙
・
語
法
の
如
何
、
あ
る
い
は
文
意
の
通
行
は
温
順
か
否
か
、
と
い
っ
た
観
点
か
ら
す
る
に
、
前
田
本
に
対
す
る
堺
本
の
劣

位
は
明
ら
か
で
あ
る）

₁₃
（

。
た
と
え
ば
堺
本
本
文
５
行
目
の
「
…
、
銀
を
葺
き
た
ら
む
や
う
に
、
お
し
な
べ
て
、
世
の
端
々
に
は
、
…
」
や
掉
尾
の
「
…
、
こ
と

ら
心
地
わ
び
し
か
り
ぬ
べ
け
れ
」
な
ど
は
、
そ
の
行
文
と
そ
の
文
意
の
あ
り
得
べ
き
と
こ
ろ
、
前
田
本
の
伝
え
た
本
文
な
く
し
て
知
る
よ
し
も
な
か
っ
た
の

で
は
あ
る
ま
い
か
。
説
か
れ
て
き
た
、
前
田
本
が
堺
本
を
参
照
し
た
と
い
う
把
捉
と
は
正
反
対
の
そ
れ
は
、
ほ
ん
と
う
に
あ
り
得
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
施

線
部
の
大
半
が
堺
本
系
統
内
に
お
け
る
異
同
を
抱
え
込
ん
で
い
る
事
実
に
つ
い
て
も
、
参
照
さ
れ
た
の
で
は
な
く
参
照
し
た
側
の
本
文
で
あ
る
が
ゆ
え
に
生

じ
た
揺
れ
で
あ
る
と
の
説
明
が
つ
く
も
の
と
考
え
る
の
だ
が
、
い
か
が
で
あ
ろ
う
か
。

　

そ
れ
と
も
、
ま
た
ぞ
ろ
、
前
田
本
は
堺
本
の
「
源
流
本
」
を
伝
え
て
い
る
の
だ
、
と
い
う
論
法
が
講
じ
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
な
ら
ば
そ
れ
で
、

そ
の
本
文
を
こ
ん
に
ち
に
現
に
伝
え
て
い
る
前
田
本
の
存
在
意
義
は
、
ま
す
ま
す
高
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
理
窟
で
は
な
い
か
。

　

前
田
本
は
、
や
は
り
、
そ
の
取
り
扱
い
を
誤
ら
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。

四　

前
田
本
を
読
む
／
前
田
本
で
読
む 

～
二
三
六
段
の
場
合
～

〔
二
三
六
〕
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さ
て
、
こ
の
両
本
と
前
田
本
と
の
異
同
の
位
相
は
様
々
で
あ
る
。
以
下
、
冒
頭
か
ら
順
を
追
っ
て
そ
の
主
な
と
こ
ろ
を
摘
記
し
て
お
き
た
い
。

　

前
田
本
本
文
６
行
目
、
二
つ
目
の
形
式
段
落
に
あ
た
る
と
こ
ろ
、
た
と
え
ば
三
巻
本
は
、「
昼
な
ど
も
た
ゆ
ま
ず
心
づ
か
ひ
せ
ら
る
。
夜
は
ま
い
て
う
ち 

と
く
べ
き
や
う
も
な
き
が
い
と
を
か
し
き
な
り
。」
と
、
前
田
本
に
比
し
て
い
え
ば
、
簡
素
淡
泊
で
あ
る
。
ま
た
、「
た
ゆ
む
」（
た
ゆ
ま
ぬ
／
た
ゆ
ま
ず
） 

の
用
い
ら
れ
た
文
脈
も
、「
昼
」
と
「
夜
」
と
が
交
差
し
て
い
る
。

　

10
行
目
の
「
立
ち
と
ま
り
て
」
は
、
三
巻
本
は
「
と
ど
ま
り
て
」、
能
因
本
は
「
と
ま
り
て
」
と
、
ま
た
、
そ
の
後
の
、「
そ
の
人
と
、
ふ
と
聞
き
知
ら
る

る
こ
そ
」
に
つ
い
て
も
、
三
巻
本
「
そ
の
人
な
り
と
ふ
と
聞
ゆ
る
こ
そ
」、
能
因
本
「
そ
の
人
な
な
り
と
、
ふ
と
知
ら
る
る
こ
そ
」
と
、
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
異 
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な
る
。

　

15
行
目
、「
い
と
ど
叩
け
ば
、
懸
け
な
が
ら
、『
や
を
ら
す
べ
り
よ
り
て
』
な
ど
言
ふ
を
り
も
あ
り
」
は
、
三
巻
本
で
は
「
い
と
ど
た
た
き
は
ら
へ
ば
、
声

に
て
も
い
ふ
に
、
か
げ
な
が
ら
す
べ
り
よ
り
て
聞
く
と
き
も
あ
り
」、
能
因
本
で
は
「
い
と
ど
た
た
き
ま
さ
り
、
声
に
て
も
言
ふ
に
、
陰
な
が
ら
す
べ
り
寄 

り
て
聞
く
を
り
も
あ
り
」
と
、
三
巻
・
能
因
両
本
間
の
差
異
の
小
さ
さ
と
同
時
に
、
前
田
本
が
独
自
の
文
脈
を
形
成
し
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

　

ま
た
19
行
目
の
「
物
語
な
ど
し
つ
き
ぬ
る
を
り
は
、
や
が
て
ゐ
明
か
し
て
や
む
も
」
に
つ
い
て
も
、
三
巻
本
は
「
入
る
べ
き
や
う
も
な
く
て
立
ち
明
か
す

も
」、
能
因
本
も
「
入
る
べ
き
や
う
も
な
く
て
立
ち
明
か
す
も
」
と
、
両
本
は
同
文
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
前
田
本
は
独
自
で
あ
る
。

　

21
～
29
行
目
の
「
君
達
」
と
「
六
位
の
蔵
人
」
に
係
る
文
脈
も
ま
た
、
三
巻
本
・
能
因
本
の
そ
れ
と
は
大
き
く
異
な
る
。
す
な
わ
ち
、
23
～
26
行
目
の
「
色 

々
の
…
を
か
し
か
ら
む
か
し
。
き
よ
げ
な
る
…
す
べ
て
を
か
し
」
と
、
27
～
29
行
目
の
「
六
位
の
蔵
人
の
…
を
か
し
け
れ
」
と
が
、
三
巻
本
・
能
因
本
に
お

い
て
は
全
く
入
れ
替
わ
っ
た
恰
好
で
あ
る
。「
色
々
の
…
」
以
下
が
新
た
に
立
ち
上
げ
ら
れ
る
両
本
の
文
脈
の
あ
り
よ
う
に
比
し
て
、
前
田
本
の
整
然
た
る 

そ
れ
を
多
と
し
た
い
と
考
え
る
の
だ
が
、
か
く
相
違
す
る
本
文
の
出
来
し
た
由
縁
に
つ
い
て
は
、
先
の
︹
二
二
七
︺
の
場
合
と
同
様
の
想
定
が
可
能
な
の
か

ど
う
か
、
堺
本
を
引
こ
う
。

︻
堺
本
︼︹
二
三
六
︺

　

内
裏
の
局
は
、
細
殿
こ
そ
を
か
し
け
れ
。
夏
は
、
上
の
蔀
を
上
げ
た
れ
ば
、
風
い
み
じ
く
吹
き
て
、
い
と
涼
し
。
冬
は
、
雪
・
霰
の
、
風
に
た
ぐ
ひ
て
降

り
入
り
た
る
も
、
い
み
じ
う
を
か
し
。
狭
く
て
、
童

①
わ
ら
べな

ど
の
の
ぼ
る
こ
そ
あ
し
け
れ
ど
も
、
屛
風
の
後
ろ
に
隠
し
す
ゑ
た
れ
ば
、
異
所
の
や
う
に
う
ち
と
け

て
声
高
く
笑
わ
ら
ひ
な
ど
せ
ぬ
、
い
と
よ
し
。

　

昼
も
、
人
の
立
ち
寄
ら
ぬ
を②

り
は
あ
る
。
ま
ぎ
れ
に
見
え
ぬ
を
り
も
、
い
ま
や
来
む
と
心
づ
か
ひ
せ
ら
れ
。
夜
は
た
、
ま
し
て
う
ち
と
く
べ
き
か
た
な
し
。 

か
な
ら
ず
人
あ
ら
む
と
の
み
お
ぼ
え
て
た
ゆ
ま
ぬ
が
、
い
と
を
か
し
き
な
り
。

　

沓
の
音
の
夜
一
夜
聞
こ
ゆ
る
が
、
立
ち
と
ま
り
て
、
指
た
だ
一
つ
し
て
叩
く
に
、
そ
の
人
と
、
ふ
と
聞
き
知
ら
る
る
こ
そ
、
を
か
し
け
れ
。
い
と
久
し
う

叩
く
に
、
音
も
せ
ね
ば
、
寝
た
る
と
や
思
ふ
ら
む
と
ね
た
く
て
、
う
ち
み
じ
ろ
く
衣
の
け
は
ひ
を
、
さ
な
ら
む
と
思
ふ
ら
む
か
し
。
冬
は
、
火
桶
に
や
を
ら

立
つ
る
箸
の
音
、
し
の
び
た
る
と
思
へ
ど
、
聞
こ
ゆ
る
に
や
、
い
と
叩
け
ば
、
や③

は
ら
す
べ
り
寄
り
て
物
な
ど
言
ふ
を
り
も
あ
り
。

　

ま
た
、
あ
ま
た
が
声
し
て
、
物④

誦
じ
、
歌
う
た
ひ
な
ど
す
る
を
り
は
、
叩
か
ね
ど
先
づ
開
け
た
れ
ば
、
来
む
と
し
も
思
は
ざ
り
け
る
人
も
立
ち
と
ま
り
て
、 
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物
語
な
ど
し
つ
き
ぬ
る
を
り
は
、
や
が
て
ゐ
明
か
し
て
や
む
も
、
い
と
を
か
し
。

　

簾
の
い
と
青
き
に
、
几
帳
の
帷
子
あ
ざ
や
か
に
て
、
簾⑤

の
つ
ま
こ
の
ま
し
く
、
う
ち
重
な
り
て
見
え
た
る
に
、
直
衣
の
後
ろ
ほ
こ
ろ
び
絶
え
ず
着
た
る
君

達
の
、
色
々
の
衣
こ
ぼ
し
出
で
た
る
が
、
簾
お
し
入
れ
て
、
半
ら
は
入
り
た
る
や
う
な
る
を
、
外
よ
り
見
る
は
、
を
か
し
か
ら
む
か
し
。
き
よ
げ
な
る
硯
ひ

き
寄
せ
て
、
文
書
き
、
も
し
は
鏡
乞
ひ
出
で
て
、
鬢
か
き
な
ほ
し
な
ど
す
る
も
、
す
べ
て
を
か
し
。

　

六
位
の
蔵
人
の
青
色
な
ど
に
て
、
う
け
ば
り
て
、
遣
戸
の
も
と
に
そ
ば
寄
せ
て
は
、
え
立
た
ず
、
塀
の
か
た
に
う
し
ろ
お
し
て
、
袖
う
ち
あ
は
せ
が
ち
な

る
こ
そ
、
を
か
し
け
れ
。

　

細
殿
の
口
は
、
三
尺
の
几
帳
を
立
て
た
る
に
、
樋
の
下
た
だ
簾
越
ぞ
あ
る
、
そ
れ
に
、
下
に
立
て
る
人
び
と
、
う⑥

ち
に
ゐ
た
る
人
に
言
ふ
顔
の
、
い
と
よ

く
あ
た
り
た
る
こ
そ
、
を
か
し
け
れ
。
丈⑦

い
と
短
く
高
か
ら
む
人
や
、
い
か
が
あ
ら
む
。
な
ほ
、
世
の
常
の
人
は
、
さ
の
み
ぞ
あ
る
。

　

さ
て
、
い
か
が
で
あ
ろ
う
か
。
一
見
し
て
知
ら
れ
る
と
お
り
、
総
じ
て
言
え
ば
前
章
で
確
認
し
た
︹
二
二
七
︺
と
同
様
、
や
は
り
雑
纂
形
態
本
対
類
纂
形

態
本
と
い
う
対
立
の
構
図
の
中
で
捉
え
る
べ
き
本
文
状
況
で
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。
要
す
る
に
、
当
段
に
つ
い
て
も
堺
本
と
前
田
本
と
は
近
似
類
同

の
本
文
を
有
し
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

し
か
る
に
、
事
は
ど
こ
ま
で
も
単
純
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
い
ま
、
右
の
堺
本
本
文
中
に
線
部
を
施
し
た
箇
所
は
、
い
ず
れ
も
前
田
本
と
の
異
同
を
包

含
し
て
い
る
の
だ
が
、
そ
の
数
こ
そ
少
な
く
は
あ
れ
一
つ
ひ
と
つ
は
必
ず
し
も
小
さ
く
は
な
い
そ
れ
ら
を
仔
細
に
閲
す
る
と
こ
ろ
か
ら
見
え
て
く
る
の
は
、

き
わ
め
て
興
味
深
い
事
実
で
あ
る
。

　

た
と
え
ば
①
は
、「
童
な
ど
も
」
に
作
る
前
田
本
は
も
と
よ
り
、「
童
べ
な
ど
の
の
ぼ
り
ゐ
た
る
も
あ
し
け
れ
ば0

」
と
伝
え
る
能
因
本
と
も
径
庭
が
あ
る

な
か
で
、
三
巻
本
の
「
童
べ
な
ど
の
の
ぼ
り
ぬ
る
ぞ
あ
し
け
れ
ど
も

0

0

」
に
近
く
、
④
に
つ
い
て
も
、「
歌
な
ど
う
た
ふ
」（
能
因
本
）
や
「
誦
じ
て
歌
ひ
」（
前 

田
本
）
よ
り
は
三
巻
本
の
「
詩
誦
じ
、
歌
な
ど
う
た
ふ
」
に
通
い
、
さ
ら
に
⑥
な
ど
は
、
前
田
本
と
は
は
っ
き
り
と
離
れ
、
と
も
に
「
内
に
ゐ
た
る
人
と
物
い

ふ
」
に
作
る
三
巻
本
・
能
因
本
に
沿
う
体
な
の
で
あ
る
。

　

す
な
わ
ち
、
当
段
に
お
い
て
も
や
は
り
、
旧
説
が
、
前
田
本
は
底
本
た
る
能
因
本
・
堺
本
両
々
全
部
を
解
体
し
、
両
方
を
対
照
し
て
、
共
通
し
な
い
部
分

は
す
べ
て
採
用
し
、
共
通
す
る
と
こ
ろ
は
一
々
判
断
し
て
採
択
し
稀
に
校
訂
を
加
え
…
と
説
き
来
た
っ
た
と
こ
ろ
は
お
よ
そ
当
て
嵌
ま
ら
ず
、
さ
ら
に
言
え

ば
、
少
な
く
と
も
当
段
に
関
す
る
限
り
、
三
巻
本
を
も
参
照
し
て
い
た
の
は
前
田
本
と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ
堺
本
で
あ
る
、
と
さ
え
言
え
よ
う
。
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か
く
て
、
能
因
本
と
堺
本
と
の
合
成
本
で
あ
る
と
信
じ
（
さ
せ
）
ら
れ
、
事
実
上
、
要
な
き
も
の
と
し
て
見
限
ら
れ
て
き
た
前
田
本
は
、
い
ま
こ
そ
或
る

種
の
偏
見
か
ら
解
き
放
た
れ
、
救
わ
れ
、
読
ま
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
正
対
は
お
ろ
か
見
向
き
も
さ
れ
ぬ
ま
ま
に
今
日
に
至
ら
さ
れ
た
言
葉
や
表
現
、
語
彙
や

語
法
の
中
に
、
未
だ
気
づ
か
れ
ざ
る
枕
草
子
的
な
る
も
の
が
さ
ら
に
潜
在
し
つ
づ
け
る
ま
ま
に
な
る
と
し
た
ら
、
私
た
ち
に
と
っ
て
、
ま
た
歴
史
に
と
っ

て
、
い
や
何
よ
り
も
『
枕
草
子
』
に
と
っ
て
、
そ
れ
ほ
ど
の
不
幸
は
あ
る
ま
い
、
そ
う
か
ん
が
え
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

［
注
］

（
１
）　

拙
稿
「『
枕
草
子
』
を
前
田
本
で
読
む
と
い
う
こ
と

―
い
わ
ゆ
る
共
通
テ
ス
ト
の
向
こ
う
側
へ
、
も
し
く
は
多
様
な
る
も
の
た
ち
へ
の
ま
な
ざ
し

―
」（『
教
育
・
研
究
』
第
33
号
、

二
〇
二
〇
年
三
月
）。

（
２
）　

田
中
重
太
郎
『
前
田

家
本

枕
冊
子
新
註
』（
古
典
文
庫
、
一
九
五
一
年
）
の
「
解
説
」
の
三
「
前
田
本
枕
冊
子
の
本
質
」（
四
一
四
～
四
一
八
頁
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
３
）　｢

『
枕
草
子
』
伝
本
研
究
の
現
段
階｣

（『
月
刊 
文
法
』
第
三
巻
第
四
号
、
一
九
七
一
年
二
月
）。
な
お
、『
校
本
枕
冊
子
』
は
、
上
巻
が
一
九
五
三
年
、
下
巻
が
一
九
五
六
年
、
付
巻
が 

一
九
五
七
年
、
い
ず
れ
も
古
典
文
庫
刊
、『
枕
冊
子
本
文
の
研
究
』
は
、
一
九
六
〇
年
、
初
音
書
房
刊
、
で
あ
る
。

（
４
）　｢

諸
本
論
と
の
つ
き
あ
い
方
―
平
家
物
語
研
究
を
ひ
ら
く
―
」（『
中
世
文
学
』
60
巻
、
二
〇
一
五
年
六
月
）。

（
５
）　

日
本
古
典
文
学
全
集
第
35
回
配
本
第
11
巻
『
枕
草
子
』
月
報
（
一
九
七
四
年
四
月
）
所
収
。

（
６
）　

以
下
、
前
田
本
の
章
段
番
号
は
、
便
宜
上
、
田
中
重
太
郎
『
前
田

家
本

枕
冊
子
新
註
』（
古
典
文
庫
、
一
九
五
一
年
）
に
従
う
。

（
７
）　
『
堺
本
枕
草
子
の
研
究
』（
武
蔵
野
書
院
、
二
〇
一
六
年
）
第
Ⅱ
部
第
七
章
「
堺
本
・
前
田
家
本
に
お
け
る
『
白
氏
文
集
』
受
容

―
堺
本
の
随
想
群
と
『
和
漢
朗
詠
集
』
―
」
参
照
。

（
８
）　｢

枕
草
子
評
註

―
（六）
音
と
聲
の
美｣

（『
国
文
学 

解
釈
と
鑑
賞
』
第
十
二
巻
第
八
号
、
至
文
堂
、
一
九
四
七
年
八
月
）。

（
９
）　
『
全
講
枕
草
子 

下
』（
至
文
堂
、
一
九
五
七
年
）
六
〇
四
頁
参
照
。

（
10
）　

以
下
、
三
巻
本
の
本
文
な
ら
び
に
章
段
番
号
は
、
田
中
重
太
郎
著
『
校
注 

枕
冊
子
』（
笠
間
書
院
、
一
九
七
五
年
）
に
、
ま
た
、
能
因
本
の
本
文
な
ら
び
に
章
段
番
号
は
、
便
宜
上
、

松
尾
聰
・
永
井
和
子
校
注
・
訳
『
枕
草
子 

一
・
二
』（
完
訳 

日
本
の
古
典 

第
12
・
13
巻
、
小
学
館
、
一
九
八
四
年
）
に
拠
る
。

（
11
）　

以
下
、
堺
本
の
本
文
は
、
吉
田
幸
一
編
『
堺
本
枕
草
子 

斑
山
文
庫
本
』（
古
典
文
庫
、
一
九
九
六
年
）
に
拠
り
、
私
に
句
読
を
加
点
し
、
適
宜
、
仮
名
に
漢
字
を
当
て
る
な
ど
一
般
的

な
校
訂
を
施
し
て
掲
出
す
る
。
た
だ
し
、
章
段
番
号
は
林
和
比
古
編
著
『
堺
本
枕
草
子
本
文
集
成
』（
私
家
版
、
一
九
八
八
年
）
に
拠
る
。

（
12
）　

山
脇
毅
『
枕
草
子
本
文
整
理
札
記
』（
山
脇
先
生
記
念
会
、
一
九
六
六
年
）
は
、
楠
道
隆
「
枕
草
子
異
本
研
究
（
下
）
―
類
纂
形
態
本
考
証
―
」（『
國
語
・
國
文
』
一
九
三
四
年
七
月
）

が
、「（
雑
纂
本
カ
ラ
堺
本
ヘ
ノ
）
全
く
巧
み
な
き
改
作
振
り
で
あ
る
が
、
原
作
者
の
作
為
で
内
な
い
事
は
、
そ
の
中
に
使
用
さ
れ
た
素
材
（
語
句
及
感
覚
美
）
を
そ
の
ま
ゝ
採
用
し
て
ゐ 

る
無
能
ぶ
り
か
ら
明
か
で
あ
る
」
と
説
い
た
の
に
対
し
て
、
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堺
本
が
後
人
の
改
作
に
な
る
も
の
と
は
、
全
く
考
へ
ら
れ
な
い
。
た
ゞ
こ
の
段
は
、
作
者
が
、
冬
の
夜
、
男
と
相
乗
り
し
た
経
験
と
し
て
書
い
て
ゐ
る
の
で
は
な
く
、
さ
う
い
ふ
境
地

を
空
想
し
、
創
作
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
、
経
験
の
有
無
は
、
こ
ゞ
（
マ
マ
）で
は
問
題
に
し
な
く
て
よ
い
、
だ
か
ら
気
に
入
ら
な
け
れ
ば
、
添
削
も
し
よ
う
、
又
書
き
な
ほ
し
も
し
よ
う
と
考
へ

て
居
る
。

　
　

 

と
述
べ
て
い
る
（
同
書
五
九
節
）。
雑
纂
形
態
本
か
ら
類
纂
形
態
本
へ
の
改
修
・
改
編
に
際
し
て
、
清
女
の
心
の
内
は
、
そ
の
具
体
は
そ
れ
と
し
て
、
自
在
で
あ
っ
た
と
だ
け
は
言
え
よ
う 

と
い
う
の
が
本
稿
の
立
場
で
あ
る
。

（
13
）　

山
中
悠
希
は
、
注
（
７
）
所
掲
書
の
第
Ⅱ
部
第
八
章
「︿
雪
月
花
﹀
と
︿
車
﹀
の
景
の
再
構
成

―
「
十
二
月
十
日
よ
ひ
の
月
い
と
明
か
き
」
の
段
と
一
連
の
随
想
群
を
め
ぐ
っ
て

―
」

に
お
い
て
、

　
　
　
　

 

三
巻
本
・
能
因
本
の
よ
う
な
本
文
か
ら
堺
本
本
文
へ
と
い
う
流
れ
が
認
め
ら
れ
得
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
こ
う
し
た
堺
本
の
再
構
成
行
為
は
相
当
の
工
夫
と
趣
向
を
凝
ら
し
て

行
わ
れ
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
う
し
た
堺
本
の
あ
り
よ
う
を
見
て
い
く
こ
と
は
、『
枕
草
子
』
生
成
の
営
み
を
再
確
認
す
る
こ
と
で
も
あ
る
だ
ろ
う
。

　
　

 

と
述
べ
て
い
る
。
三
巻
・
能
因
両
本
対
堺
本
と
い
う
枠
組
に
お
い
て
は
、
ま
こ
と
に
肯
う
べ
き
考
察
だ
が
、
同
論
は
論
理
展
開
の
主
軸
・
趣
旨
を
重
視
す
る
都
合
か
ら
か
、
当
章
段
に
つ

い
て
の
堺
本
本
文
と
前
田
本
本
文
と
の
比
較
検
討
は
埒
外
に
置
い
て
い
る
。
い
ま
、
ま
さ
に
そ
の
点
へ
の
視
座
を
設
け
て
み
た
結
果
と
し
て
、
右
の
山
中
の
言
説
の
中
の
「
堺
本
」
を
悉 

皆
「
前
田
本
」
へ
と
置
換
し
得
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
の
が
本
稿
の
判
断
で
あ
り
、
立
場
で
も
あ
る
。

（
14
）　

こ
こ
は
、
三
巻
本
・
能
因
本
で
は
一
般
に
「
帽
額
の
下
た
だ
少
し
ぞ
あ
る
」
と
整
定
し
、
お
よ
そ
疑
い
を
入
れ
る
こ
と
な
く
「
簾
の
帽
額
の
下
と
几
帳
の
間
に
ほ
ん
の
す
こ
し
あ
き

0

0

が

あ
る
」（
石
田
穣
二
／
角
川
ソ
フ
ィ
ア
文
庫
）、「
ほ
ん
の
少
し
す
き
間
が
あ
る
」（
萩
谷
朴
／
新
潮
日
本
古
典
集
成
）
と
い
っ
た
解
釈
が
行
な
わ
れ
て
き
た
。
本
稿
の
立
場
か
ら
は
、
雑
纂 

形
態
本
の
伝
え
る
「
帽も

額か
う

」
が
類
纂
形
態
本
の
伝
え
る
「
樋
」
へ
と
、
よ
り
精
確
を
期
し
て
改
修
さ
れ
た
と
見
ら
れ
、
そ
れ
自
体
い
か
に
も
興
味
深
い
と
こ
ろ
だ
が
、
い
ま
問
い
た
い
の 

は
、「
あ
き
」
や
「
す
き
間
」
は
、
本
文
の
い
ず
れ
の
文
字
列
に
対
応
す
る
も
の
で
あ
っ
た
の
か
、
と
い
う
一
点
で
あ
る
。
い
わ
ば
状
況
証
拠
的
に
そ
こ
に
「
あ
る
」
も
の
と
し
て
捻
出
さ 

れ
た
と
し
か
思
え
な
い
の
で
あ
る
。
試
み
に
、「
す
こ
し
」
に
「
簾
越
」
を
当
て
る
所
以
で
あ
る
。「
簾
越
」
は
、『
後
撰
集
』
に
「
人
の
も
と
に
ま
か
れ
り
け
る
に
、
簾
の
外と

に
据
ゑ
て
物 

言
ひ
け
る
を
、
簾
を
引
き
上
げ
け
れ
ば
、
い
た
く
騒
ぎ
け
れ
ば
、
ま
か
り
帰
り
て
、
ま
た
の
朝
に
つ
か
は
し
け
る
／
荒
か
り
し
浪
の
心
は
つ
ら
け
れ
ど
す
越ご

し
に
寄
せ
し
声
ぞ
恋
し
き
」（
巻 

第
十
一
・
恋
三
・
七
四
七
／
藤
原
守
正
）
と
あ
る
。『
枕
草
子
』
の
当
該
箇
所
の
文
脈
で
は
、
簾
越
に
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
、
く
ら
い
の
意
味
合
い
で
あ
ろ
う
と
読
む
。
な
お
、
つ
い
で
に
言
い

添
え
れ
ば
、
こ
の
、「
…
ぞ
あ
る
」
の
直
後
に
「
そ
れ
に
」
を
有
し
、「
…
あ
た
り
た
る
」
が
そ
れ
を
承
け
る
、
前
田
本
・
堺
本
と
い
う
類
纂
形
態
本
の
み
が
有
す
る
構
文
こ
そ
、「
…
簾
越
に

な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
る
、
そ
こ
に
、
外
と
内
と
か
ら
語
ら
う
男
女
の
顔
が
（
位
置
と
し
て
）
ぴ
っ
た
り
当
た
る
」
と
の
意
味
な
い
し
情
報
を
伝
え
る
に
十
全
で
あ
ろ
う
と
は
指
摘
し
て
お

き
た
い
。

210310_教育研究34_縦.indb   18 2021/03/10   17:34:31


