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前
田
本
『
枕
草
子
』
の
た
め
に
（
三
）

 

金 　

井 　

 

利 　

浩  

〈
キ
ー
ワ
ー
ド
〉
二
つ
の
枕
草
子
枕
草
子　
　

前
田
本　
　

諸
本
論　
　

汎
諸
本
論　
　

再
構
成
本

　

本
稿
は
、
前
稿
﹁
前
田
本
﹃
枕
草
子
﹄
の
た
め
に
︵
二
︶﹂︵
本
誌
第
三
五
号
、
二
〇
二
二
年
三
月
発
行
︶
の
続
稿
で
あ
る
。

　

旧
来
の
﹃
枕
草
子
﹄
諸
本
論
に
お
い
て
不
当
に
冷
遇
さ
れ
て
き
た
と
思
し
い
前
田
本
の
、
該
論
の
説
く
と
こ
ろ
と
は
背
離
・
悖
反
す
る
諸
段
を
、
前
稿
に 

ひ
き
つ
づ
き
汎
諸
本
論
の
視
座
か
ら
取
り
あ
げ
て
ゆ
く
。

　

な
お
、
前
稿
で
は
い
わ
ゆ
る
﹁﹃
正
月
一
日
は
﹄
の
冊
﹂
所
収
の
諸
段
を
議
論
の
対
象
に
据
え
た
が
、
本
稿
で
は
、﹁﹃
春
は
あ
け
ぼ
の
﹄
の
冊
﹂
の
う
ち 

の
そ
れ
に
向
き
合
っ
て
み
た
い

［ 

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
年
︶
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
。

　
　

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
歴
史
的
仮
名
遣
い
に
改
め
、
底
本
の
あ
り
よ
う
は
ふ
り
が
な
の
位
置
に
残
す
。
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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
。

九　

前
田
本
を
読
む
／
前
田
本
で
読
む 

～
四
四
段
前
半
部
の
場
合
～

　

ま
ず
は
第
四
四
段
前
半
の
本
文︵
１
︶を
見
つ
め
る
と
こ
ろ
か
ら
始
め
て
み
た
い
。
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さ
て
、
本
段
は
、
三
巻
本
〔
三
五
〕、
能
因
本
〔
四
四
〕、
堺
本
〔
七
〕
が
こ
れ
に
対
応
す
る
が
、
三
巻
・
堺
の
両
本
が
、
５
～
９
行
目
の
﹁
卯
の
花
は
﹂

に
始
ま
る
一
段
を
持
た
な
い
と
い
う
大
い
な
る
異
同
を
抱
え
る
ほ
か
、
文
体
に
差
異
を
生
ず
る
も
の
も
あ
り
、
小
異
に
つ
い
て
は
枚
挙
に
遑
が
無
い
。
以
下
、 

そ
れ
ら
の
う
ち
主
た
る
も
の
、
特
徴
的
な
も
の
を
掲
げ
る
。

　

ま
ず
冒
頭
、﹁
木
の
花
は
﹂
の
あ
と
を
、
三
巻
本
は
﹁
濃
き
も
薄
き
も
、
紅
梅
。﹂、
能
因
本
は
﹁
梅
の
濃
く
も
薄
く
も
紅
梅
。﹂
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
に
一 

段
を
始
発
す
る
。
他
方
、
堺
本
は
、﹁
濃
き
も
淡
き
も
﹂
を
﹁
う
す
き
も
こ
き
も
﹂
と
表
現
す
る
。

　

２
行
目
、﹁
桜
の0

﹂
は
、
卑
見
で
は
、
後
置
の
﹁
藤
の
﹂
と
対
偶
的
に
、﹁
桜
の
、
⋮
⋮
た
る
、﹂﹁
藤
の
、
⋮
⋮
た
る
﹂
と
の
構
文
を
成
し
て
﹁
い
と
め
で 

た
し
﹂
に
収
斂
す
る
も
の
と
捉
え
る
。
す
な
わ
ち
、
当
該
一
文
の
構
造
を
図
式
化
す
れ
ば
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
　

　

こ
れ
に
対
し
て
三
巻
・
堺
両
本
が
と
も
に
﹁
桜
は
﹂

0

と
し
、﹁
藤
の
、
花
の
色
よ
く
﹂
に
つ
い
て
は
、
三
巻
本
が
﹁
藤
の
花
は
﹂、
能
因
本
が
﹁
藤
は
﹂
と 
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す
る
。
ま
た
、
三
巻
本
は
、﹁
枝
は
細
く
、
葉
は
ま
れ
に
咲
き
た
る
﹂
を
、﹁
枝
ほ
そ
く
て
咲
き
た
る
﹂
と
、﹁
葉
﹂
に
は
触
れ
る
こ
と
な
く
表
現
し
、
能
因 

本
は
、﹁
花
の
色
濃
き
が
﹂
を
﹁
花
の
色
よ
き
が
﹂、﹁
葉
は
ま
れ
に
﹂
を
﹁
か
れ
は
れ
に
﹂
と
伝
え
る
。﹁
か
れ
は
れ
に
﹂
は
意
を
通
じ
な
い
も
の
と
思
し
い 

が
、
堺
本
の
﹁
か
れ
は
に
﹂
も
ま
た
不
詳
で
あ
る
。
つ
づ
く
﹁
藤
﹂
に
係
る
と
こ
ろ
、﹁
藤
の
花
は
﹂
と
起
ち
上
げ
る
三
巻
本
は
、﹁
し
な
ひ
長
く
色
濃
く
咲 

き
た
る
﹂
と
、﹁
藤
の
花
﹂
と
起
こ
す
能
因
本
は
、﹁
し
な
ひ
長
く
、
色
よ
く
咲
き
た
る
﹂
と
繋
い
で
い
、
堺
本
は
独
り
﹁
藤
は
﹂
と
起
こ
し
た
あ
と
を
﹁
し 

な
ひ
長
く
、
色
濃
く
咲
き
た
る
﹂
と
展
じ
る
の
は
三
巻
本
と
同
断
な
が
ら
、
結
び
に
至
っ
て
は
ま
た
、﹁
い
と
を
か
し
う
め
で
た
し
﹂
と
独
自
、
と
い
っ
た

恰
好
な
の
だ
が
、
そ
れ
ら
す
べ
て
は
、
前
田
本
が
し
か
と
伝
え
来
た
っ
た
対
偶
構
造
を
理
解
し
き
れ
な
か
っ
た
ば
か
り
に
恣
意
的
な
手
を
入
れ
ざ
る
を
得
な

か
っ
た
、
そ
の
結
果
な
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

　

ま
た
、
５
行
目
の
﹁
卯
の
花
﹂
の
く
だ
り
に
つ
い
て
は
、
他
本
で
は
能
因
本
の
み
が
こ
れ
を
有
す
る
こ
と
前
述
し
た
と
お
り
だ
が
、
前
田
本
と
ほ
ぼ
同
文 

を
伝
え
る
な
か
で
﹁
単
衣
重
ね
て
着
た
る
﹂
の
と
こ
ろ
は
﹁
単ひ
と
へ
が
さ
ね

衣
襲
か
づ
き
た
る
﹂
に
作
る
。

　

さ
ら
に
、
う
し
ろ
か
ら
５
行
目
、﹁
橘
の
﹂
の
直
後
、
能
因
本
は
﹁
葉
は
い
と
﹂
を
、
堺
本
は
﹁
葉
は
い
と
濃
く
青
き
に
、
花
の
﹂
を
、
そ
れ
ぞ
れ
持
た 

な
い
。
ま
た
堺
本
は
、
そ
の
あ
と
の
﹁
い
と
白
う
咲
き
た
る
に
﹂
を
﹁
い
と
白
う
咲
き
て
﹂
に
作
り
、
さ
ら
に
、﹁
世
に
な
う
心
あ
る
さ
ま
﹂
を
﹁
な
べ
て 

な
ら
ぬ
さ
ま
﹂
と
表
現
す
る
。
一
方
、
三
巻
本
は
、﹁
花
の
い
と
白
う
咲
き
た
る
が0

﹂
と
の
言
回
し
で
、﹁
世
に
な
う
心
あ
る
さ
ま
に0

を
か
し
。﹂
と
結
ん
で 

い
る
。
な
お
、
こ
の
﹁
に
﹂
は
、
能
因
本
も
有
す
る
。

　

さ
て
、
う
し
ろ
か
ら
４
行
目
の
﹁
黄
金
の
鈴
﹂、
他
本
は
い
ず
れ
も
こ
れ
を
﹁
黄
金
の
玉
﹂
と
伝
え
て
い
る
。
既
に
指
摘
さ
れ
来
た
っ
た
と
お
り
、﹃
和
漢

朗
詠
集
﹄
に
﹁
枝
繫
二

金
鈴
一

春
雨
後
﹂︵
上
・
花
橘
・
後
中
書
王
︶
と
の
表
現
が
あ
り
、
こ
れ
と
同
相
と
視
れ
ば
、
前
田
本
が
支
持
さ
れ
る
が
、﹁
玉
﹂
こ
そ

が
﹃
枕
草
子
﹄
プ
ロ
パ
ー
の
表
現
で
あ
っ
て
﹁
鈴
﹂
は
﹃
和
漢
朗
詠
集
﹄
に
引
き
ず
ら
れ
た
後
人
の
手
に
よ
る
恣
意
的
な
改
変
と
見
ら
れ
な
く
も
な
く
、
先 

後
優
劣
は
俄
か
に
は
決
し
得
な
い
。
た
だ
し
、
先
に
触
れ
た
対
偶
的
な
表
現
構
造
を
前
田
本
の
み
が
今
日
に
伝
え
来
た
っ
た
点
を
重
く
視
れ
ば
、
こ
こ
も
独

り
﹁
鈴
﹂
を
伝
え
た
こ
と
を
多
と
す
べ
き
余
地
は
残
さ
れ
て
い
よ
う
。

　

と
こ
ろ
で
、
う
し
ろ
か
ら
３
行
目
、﹁
桜
﹂
に
冠
さ
れ
た
形
容
表
現
の
如
何
に
つ
い
て
は
な
か
な
か
に
興
味
深
い
と
言
う
べ
く
、
能
因
本
は
前
田
本
と
同

断
、
三
巻
本
は
﹁
朝
露
に
濡
れ
た
る
﹂
の
あ
と
に
さ
ら
に
﹁
朝
ぼ
ら
け
の
﹂
が
置
か
れ
、
堺
本
は
﹁
春
の
﹂
と
、
端
的
で
あ
る
。
な
お
、﹁
郭
公
の
よ
す
が
﹂

の
﹁
よ
す
が
﹂
に
つ
い
て
は
、
能
因
本
だ
け
が
﹁
よ
る
﹂
と
伝
え
て
い
る
。

　

さ
て
、
つ
づ
く
後
半
部
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
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一
〇　

前
田
本
を
読
む
／
前
田
本
で
読
む 

～
四
四
段
後
半
部
の
場
合
～
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こ
の
後
半
部
で
も
異
同
は
多
岐
に
わ
た
る
が
、
例
に
よ
っ
て
主
な
も
の
の
み
を
掲
げ
て
ゆ
く
。

　

１
行
目
。
ま
ず
冒
頭
、﹁
梨
の
花
﹂
を
、
堺
本
は
﹁
梨
の
木
は
﹂
と
起
こ
す
。
三
巻
本
は
、﹁
あ
や
し
き
﹂
を
持
た
な
い
。
ま
た
、﹁
目
に
近
う
も
て
な
し
﹂ 

を
﹁
近
く
も
て
な
さ
ず
﹂
に
作
る
。
ち
な
み
に
、
能
因
本
は
﹁
も
て
な
し
﹂
を
有
さ
ず
、
堺
本
は
﹁
目
に
近
う
も
て
な
し
﹂
全
体
を
持
た
な
い
。
惟
る
に
、 

前
田
本
が
﹁
⋮
も
て
な
し
﹂
︱
﹁
文
つ
け
な
ど
だ
に
せ
ず
﹂
と
、
い
わ
ゆ
る
対
偶
中
止
︵
連
用
中
止
︶
法
を
も
っ
て
確し
か

と
構
え
る
行
文
を
、
他
本
は
い
ず
れ 

も
伝
え
き
れ
な
か
っ
た
、
そ
の
結
果
が
そ
れ
ぞ
れ
の
現
態
な
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
前
半
部
で
確
認
し
た
対
偶
表
現
の
こ
と
が
思
い
合
わ
さ
れ
る
と
こ
ろ
で 

あ
る
。

　

２
行
目
の
﹁
は
か
な
う
﹂
は
、
三
巻
本
に
﹁
は
か
な
き
﹂
と
あ
っ
て
、
事
実
上
﹁
文
つ
け
﹂
に
掛
か
る
体
で
あ
り
、
い
さ
さ
か
異
な
る
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
形 

成
す
る
。
ま
た
、﹁
愛あ
い

﹂
は
、
他
本
い
ず
れ
も
﹁
あ
い
ぎ
や
う
﹂。﹁
愛
敬
﹂
を
当
て
る
。
あ
る
い
は
前
田
本
に
誤
脱
あ
る
か
。

　

３
行
目
。﹁
花
の
色
﹂
は
、
三
巻
本
が
﹁
葉
の
色
﹂、
能
因
本
が
﹁
そ
の
色
﹂
に
作
り
、
堺
本
は
﹁
色
﹂
と
の
み
伝
え
る
。
ま
た
、﹁
あ
は
ひ
な
く
﹂
を
三 

巻
本
は
﹁
あ
い
な
く
﹂、﹁
⋮
見
ゆ
る
を
﹂
を
堺
本
は
﹁
⋮
す
さ
ま
じ
け
れ
ば
、
こ
と
は
り
に
お
も
ひ
し
を
﹂
の
ご
と
く
に
表
現
し
、
独
特
で
あ
る
。

　

５
行
目
。﹁
あ
る
や
う
あ
ら
む
﹂
を
三
巻
本
は
﹁
や
う
あ
ら
む
﹂
と
し
て
、﹁
あ
る
﹂
を
持
た
な
い
。

　

６
～
７
行
目
の
﹁
泣
き
け
る
顔
﹂
を
、
堺
本
が
﹁
な
げ
き
た
る
ほ
ど
の
に
ほ
ひ
﹂
と
、
こ
こ
で
も
独
自
の
表
現
を
用
い
、﹁
喩
へ
て
﹂
を
三
巻
・
能
因
の 

両
本
が
﹁
似
せ
て
﹂
と
、
別
の
動
詞
を
用
い
る
。

　

７
行
目
。﹁
春
の
雨
に
﹂
は
、
三
巻
本
で
は
﹁
春
の
雨
を
﹂、
能
因
本
で
は
﹁
春
雨
を
﹂
で
あ
る
。
助
詞
は
﹁
に
﹂
で
は
な
く
﹁
を
﹂
が
正
格
で
あ
ろ
う
が
、 

い
ま
は
仮
に
﹁
に
﹂
の
ま
ま
に
通
釈
を
試
み
た
。

　

と
こ
ろ
で
、
８
行
目
の
﹁
な
ほ
﹂
以
下
の
一
文
に
つ
い
て
、
文
末
の
﹁
お
ぼ
え
た
り
﹂
ま
で
を
、
堺
本
は
﹁
よ
ろ
づ
の
は
な
よ
り
め
で
た
し
﹂
に
作
る
。 

本
章
段
に
は
、
見
来
た
っ
た
と
お
り
堺
本
の
独
自
異
文
が
散
見
さ
れ
る
の
だ
が
、
こ
こ
は
そ
の
最
た
る
も
の
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

　

う
し
ろ
か
ら
８
行
目
。﹁
桐
の
花
﹂
を
三
巻
本
は
﹁
桐
の
木
の
花
﹂
と
し
て
始
発
し
、﹁
を
か
し
き
を
﹂
の
文
節
の
助
詞
に
は
、
先
と
は
逆
の
関
係
を
形
成 

す
る
か
の
よ
う
に
、
こ
こ
で
は
三
巻
本
が
﹁
を
﹂
で
は
な
く
﹁
に
﹂
を
用
い
る
。
ま
た
、
能
因
本
は
、﹁
⋮
う
た
て
こ
ち
た
け
れ
。
さ
れ
ど
﹂
を
、﹁
⋮
う
た

て
あ
れ
ど
も
﹂
と
約
め
て
表
現
す
る
。

　

う
し
ろ
か
ら
６
～
５
行
目
。
三
巻
本
は
﹁
こ
と
ご
と
し
き
﹂
を
、
堺
本
は
﹁
選
り
て
﹂
を
、
そ
れ
ぞ
れ
持
た
な
い
。
ま
た
、﹁
こ
れ
に
し
も
﹂
の
﹁
し
も
﹂ 

の
位
置
に
、
三
巻
本
は
﹁
の
み
﹂
を
置
く
。
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う
し
ろ
か
ら
４
行
目
の
末
尾
、﹁
⋮
な
ど
は
を
か
し
。﹂
を
、
三
巻
・
能
因
の
両
本
は
、﹁
⋮
を
か
し
な
ど
﹂
と
し
て
次
な
る
文
節
に
直
接
せ
し
め
る
。
文 

の
あ
り
よ
う
と
し
て
は
、
そ
ち
ら
が
滑
ら
か
と
言
え
よ
う
か
。

　

う
し
ろ
か
ら
３
行
目
の
﹁
い
み
じ
う
こ
そ
め
で
た
け
れ
﹂
を
堺
本
は
持
た
な
い
。
こ
れ
も
ま
た
同
本
の
独
自
異
文
で
あ
る
。

　

う
し
ろ
か
ら
２
行
目
、﹁
異こ

と

木き

の
花
に
は
さ
ま
こ
と
に
咲さ

 き
て
﹂
の
と
こ
ろ
、
堺
本
は
﹁
異
木
の
花
に
は
似
ず
、
い
と
か
れ
は
に
さ
き
て
﹂
と
の
表
現
を 

用
い
、
三
巻
・
能
因
の
両
本
は
、﹁
異
木
の
花
に
は
﹂
を
﹁
か
れ
が
れ
に
﹂
に
作
る
。

　

章
段
掉
尾
の
﹁
あ
ふ
も
を
か
し
﹂
の
﹁
あ
ふ
も
﹂
を
、
堺
本
は
﹁
あ
ふ
こ
ろ
﹂
と
し
、﹁
を
か
し
﹂
を
強
調
し
て
﹁
い
と
を
か
し
﹂
と
結
ぶ
。
最
後
ま
で 

同
本
は
独
自
性
を
貫
い
て
変
わ
ら
な
い
。

　

さ
て
、
主
た
る
異
同
は
ざ
っ
と
以
上
の
と
お
り
だ
が
、
同
じ
類
纂
本
で
あ
り
な
が
ら
前
田
本
と
堺
本
と
で
か
な
り
の
径
庭
が
存
す
る
さ
ま
、
別
け
て
も
、 

堺
本
が
独
り
異
な
る
さ
ま
を
見
て
き
た
。
そ
れ
ら
は
、
旧
説
に
よ
っ
て
は
説
明
し
き
れ
ま
い
、
と
い
う
よ
り
も
、
旧
説
を
は
っ
き
り
と
峻
拒
す
る
で
あ
ろ
う
。

　

そ
れ
に
つ
け
て
も
、
先
に
確
認
し
た
、
前
田
本
の
み
が
対
偶
中
止
の
構
え
を
伝
え
来
た
っ
た
事
実
を
、
改
め
て
多
と
し
た
い
。
三
巻
本
の
形
姿
は
、
い
か 

に
も
意
を
以
て
改
め
た
そ
れ
で
あ
ろ
う
し
、
能
因
本
や
堺
本
の
そ
れ
は
、
対
偶
中
止
の
構
文
そ
の
も
の
を
認
識
し
得
な
か
っ
た
こ
と
に
よ
る
恣
意
的
改
変
の 

結
果
と
見
ら
れ
よ
う
。

　

前
田
本
は
、
精
査
に
も
玩
味
に
も
堪
え
得
る
本
文
を
私
た
ち
の
目
の
前
に
示
し
て
く
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

一
一　

前
田
本
を
読
む
／
前
田
本
で
読
む 

～
四
五
段
前
半
部
の
場
合
～

　

つ
づ
い
て
第
四
五
段
も
見
て
み
よ
う
。
ま
ず
は
前
半
部
か
ら︵
２
︶ 。
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本
章
段
は
、﹁
花
の
木
な
ら
ぬ
は
﹂
に
始
ま
る
、
三
巻
本
は
〔
三
八
〕、
堺
本
は
﹁
八
﹂
が
、
ま
た
、﹁
木
は
﹂
に
始
ま
る
能
因
本
〔
四
七
〕
が
、
こ
れ
に 

対
応
す
る
。
異
同
に
つ
い
て
は
、
概
し
て
言
え
ば
、
三
巻
本
と
の
間
で
は
小
異
な
が
ら
そ
の
箇
所
は
多
く
、
堺
本
本
文
と
の
径
庭
に
は
甚
だ
し
い
も
の
が
あ 

る
。
つ
い
て
は
、
こ
こ
で
も
、
主
た
る
と
こ
ろ
を
取
り
あ
げ
て
ゆ
く
。

　

１
行
目
、﹁
桂
﹂
か
ら
﹁
柳
﹂
ま
で
を
、
三
巻
本
は
﹁
楓
。
桂
。
五
葉
﹂、
能
因
本
は
﹁
桂
。
五
葉
。
柳
。
橘
﹂、
堺
本
は
﹁
五
葉
。
桂
。
柳
﹂
と
伝
え
る
。 

同
じ
﹁
花
の
木
な
ら
ぬ
は
﹂
に
始
発
し
な
が
ら
三
巻
本
と
堺
本
と
が
挙
例
を
異
に
し
て
い
る
事
実
を
、
後
の
考
察
の
た
め
に
先
ず
は
記
憶
に
と
ど
め
て
お
き 

た
い
。

　

２
行
目
、﹁
そ
ば
の
木
﹂
を
三
巻
本
が
﹁
た
そ
ば
の
木
﹂
と
す
る
が
、﹁
た
﹂
は
衍
か
。
ま
た
、﹁
お
し
な
べ
た
る
﹂
は
、
こ
こ
で
は
三
巻
本
と
堺
本
と
が 

揃
っ
て
﹁
お
し
な
べ
て
﹂
と
の
、
連
用
修
飾
の
構
え
で
あ
る
。

　

３
・
4
行
目
、﹁
つ
や
め
き
て
﹂
以
下
が
、
堺
本
で
は
﹁
つ
や
や
か
に
て
、
青
葉
の
さ
し
出
で
た
る
﹂
と
な
っ
て
、
文
脈
を
だ
い
ぶ
異
に
す
る
。
ま
た
、

﹁
い
と
め
づ
ら
し
﹂
が
、
三
巻
・
能
因
両
本
で
は
﹁
め
づ
ら
し
﹂
の
み
、
堺
本
で
は
﹁
い
と
を
か
し
﹂
で
あ
る
。

　

５
・
６
行
目
、
堺
本
は
、﹁
檀
﹂
の
あ
と
、﹁
さ
ら
に
も
言
は
ず
﹂
か
ら
﹁
い
と
あ
は
れ
な
り
﹂
ま
で
を
持
た
ず
、
直
ち
に
﹁
榊
﹂
に
つ
づ
く
体
で
あ
る
。

　

な
お
、
７
行
目
の
﹁
臨
時
の
祭
﹂
の
あ
と
に
、
三
巻
本
と
堺
本
は
﹁
の
﹂
を
置
く
。
前
田
本
と
能
因
本
に
お
い
て
は
﹁
臨
時
の
祭
﹂
と
並
列
す
る
﹁
御
神 

楽
﹂
が
、
三
巻
・
堺
の
両
本
で
は
﹁
臨
時
の
祭
﹂
に
包
摂
さ
れ
る
関
係
に
な
る
。
ま
た
、﹁
神
の
前
﹂
の
﹁
前
﹂
の
ま
え
に
、
前
田
本
以
外
は
す
べ
て
﹁
御
﹂ 

を
置
く
。
さ
ら
に
能
因
本
は
、﹁
生
ひ
﹂
を
﹁
い
ひ
﹂
と
す
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
７
～
８
行
目
の
﹁
世
に
木
ど
も
こ
そ
あ
れ
﹂
に
始
ま
る
一
文
を
、﹁
木
し
も
こ
そ
あ
れ
﹂
と
始
発
す
る
堺
本
は
、
そ
の
結
尾
を
﹁
と
り
わ
き 

を
か
し
﹂
で
は
な
く
、﹁
も
と
よ
り
わ
き
て
か
し
こ
し
﹂
に
作
る
。
独
自
異
文
で
あ
る
。

　

う
し
ろ
か
ら
９
行
目
の
﹁
い
と
を
か
し
﹂、
こ
れ
を
三
巻
本
・
堺
本
は
﹁
あ
は
れ
な
り
﹂
に
作
る
。

　

同
じ
く
８
行
目
、
堺
本
は
、﹁
さ
さ
や
か
な
る
中
に
﹂
の
位
置
に
﹁
わ
か
や
か
に
﹂
を
配
し
、﹁
赤
み
て
﹂
と
﹁
葉
の
さ
ま
﹂
と
を
持
た
な
い
。﹁
葉
﹂
に 

ま
つ
わ
る
情
報
が
他
本
と
は
異
な
る
、
三
た
び
の
独
自
異
文
で
あ
る
。

　

後
ろ
か
ら
５
行
目
、
三
巻
本
と
堺
本
の
両
本
は
、
冒
頭
に
﹁
あ
す
は
ひ
の
木
﹂
と
の
主
語
を
置
い
て
始
発
す
る
。
本
段
の
構
文
の
総
体
か
ら
す
れ
ば
、
そ 

ち
ら
が
自
然
で
あ
る
と
言
う
べ
き
か
。
な
お
、
そ
の
主
語
が
置
か
れ
れ
ば
、
あ
と
の
﹁
持
て
ま
う
で
来
め
る
﹂
で
読
点
な
い
し
句
点
が
打
て
よ
う
し
、
打
つ 

べ
き
も
の
と
も
考
え
る
が
、
前
田
本
︵
な
い
し
能
因
本
︶
に
お
い
て
は
﹁
枝
ざ
し
﹂
に
掛
か
っ
て
い
く
も
の
と
み
る
ほ
か
あ
る
ま
い
。
と
こ
ろ
で
、
そ
の
修 
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飾
句
﹁
持
て
ま
う
で
来
め
る
﹂
だ
が
、
能
因
本
は
﹁
し
か
も
て
あ
り
く
め
る
﹂
と
表
現
し
、
三
巻
本
は
﹁
ま
う
で
﹂
を
持
た
な
い
。

　

う
し
ろ
か
ら
４
行
目
の
﹁
あ
ら
あ
ら
し
け
れ
ど
﹂
は
、
三
巻
本
で
は
﹁
あ
ら
く
ま
し
け
れ
ど
﹂、
堺
本
で
は
﹁
あ
ら
ま
し
け
れ
ど
﹂
と
伝
え
、
伝
写
上
の 

不
安
定
さ
が
想
わ
れ
る
。

　

う
し
ろ
か
ら
２
行
目
、﹁
誰
に
頼
め
る
こ
と
と
﹂
を
堺
本
は
﹁
誰
が
頼
め
た
る
に
か
と
﹂
に
作
っ
て
主
客
を
異
に
し
、﹁
知
ら
ま
ほ
し
く
﹂
は
、
三
巻
本
で 

は
﹁
聞
か
ま
ほ
し
く
﹂、
堺
本
で
は
﹁
聞
か
ま
ほ
し
う
﹂
と
伝
え
て
い
る
。

　

さ
て
、
見
来
た
っ
た
と
お
り
、
三
巻
・
堺
の
両
本
が
表
現
を
同
じ
う
す
る
と
こ
ろ
両
三
箇
所
に
と
ど
ま
ら
ず
、
と
同
時
に
、
両
本
が
そ
れ
ぞ
れ
に
前
田
本 

と
表
現
を
異
に
す
る
と
こ
ろ
が
散
在
し
、
前
田
本
本
文
が
能
因
本
の
そ
れ
に
近
し
い
こ
と
歴
然
で
あ
る
。

　

た
だ
し
、
前
記
し
た
よ
う
に
、
能
因
・
前
田
の
両
本
は
、
章
段
冒
頭
を
と
も
に
﹁
木
は
﹂
と
起
こ
し
な
が
ら
、
挙
示
さ
れ
た
﹁
橘
﹂
と
﹁
柳
﹂
と
が
逆
位 

で
あ
り
、
ま
た
、
掉
尾
の
段
落
始
発
部
に
﹁
あ
す
は
ひ
の
木
﹂
を
置
か
ぬ
こ
と
は
同
断
な
が
ら
、﹁
御
嶽
に
詣
で
て
帰
り
た
る
ひ
と
﹂
の
述
部
の
表
現
が
区 

々
で
あ
る
な
ど
、
前
田
本
が
能
因
本
を
さ
な
が
ら
単
純
に
引
き
写
し
た
の
で
は
な
い
こ
と
も
ま
た
明
白
で
あ
る
。

　

つ
ま
る
と
こ
ろ
、
こ
こ
で
の
前
田
本
本
文
は
、
能
因
本
と
も
堺
本
と
も
距
離
の
あ
る
こ
と
を
は
っ
き
り
と
指
し
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

一
二　

前
田
本
を
読
む
／
前
田
本
で
読
む 

～
四
五
段
後
半
部
の
場
合
～
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す
さ
の
お

の
み
こ
と

ひ
ょ
う
え
の
か
み

す
け

じ
ょ
う

　

さ
て
、
後
半
部
で
あ
る︵
３
︶。
異
同
だ
が
、
当
然
と
い
え
ば
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
そ
の
状
況
は
前
半
部
と
変
わ
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
能
因
本
に
比
し
て
三 

巻
・
堺
の
両
本
と
表
現
を
異
に
す
る
箇
所
が
多
く
を
数
え
、
殊
に
堺
本
と
の
間
の
異
な
り
に
は
際
立
つ
と
こ
ろ
が
あ
る
。
以
下
、
例
に
よ
っ
て
主
た
る
も
の 
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を
掲
げ
て
ゆ
く
。

　

１
行
目
、﹁
人
な
み
な
み
⋮
﹂
の
前
に
、
堺
本
は
﹁
ひ
と
び
と
し
う
﹂
を
置
く
。

　

３
行
目
、﹁
あ
ふ
す
ぢ
﹂
は
、
他
本
は
い
ず
れ
も
﹁
あ
ふ
ち
﹂
で
あ
る
。
前
田
本
の
﹁
あ
ふ
す
ぢ
﹂
は
不
明
。
あ
る
い
は
﹁
す
﹂
は
衍
か
。
ま
た
、﹁
花
橘
﹂ 

は
、
三
巻
本
・
堺
本
で
は
﹁
山
橘
﹂。
こ
れ
も
、﹁
山
橘
﹂
が
本
来
か
。

　

４
行
目
の
﹁
常
磐
に
﹂
は
、
三
巻
・
堺
の
両
本
で
は
﹁
常
磐
木
は
﹂
と
伝
え
る
。

　

６
～
７
行
目
、
堺
本
は
、﹁
ま
い
て
﹂
を
持
た
ず
、﹁
三
位
﹂
と
﹁
二
位
﹂
と
が
逆
位
で
あ
る
。

　

７
行
目
、
三
巻
本
は
、﹁
見
る
め
れ
﹂
を
﹁
見
る
め
れ
ば
﹂
と
し
て
文
脈
を
下
接
さ
せ
、﹁
め
で
た
き
こ
と
﹂
と
﹁
を
か
し
き
こ
と
﹂
と
が
逆
位
で
あ
る
。 

並
立
す
る
語
句
の
転
位
が
、
こ
の
よ
う
に
三
巻
本
と
堺
本
そ
れ
ぞ
れ
に
同
様
に
認
め
ら
れ
る
点
、
興
味
深
い
。
ま
た
、﹁
⋮
す
べ
う
﹂
は
、
他
本
い
ず
れ
も 

﹁
と
り
出
づ
べ
く
﹂
で
あ
り
、﹁
い
つ
と
も
な
く
﹂
は
、
三
巻
本
で
は
﹁
い
づ
く
と
も
な
く
﹂
で
あ
り
、
堺
本
は
こ
れ
を
持
た
な
い
。

　

10
行
目
、﹁
御
供
に
て
﹂
は
、
三
巻
本
は
﹁
御
こ
と
を
思
ひ
て
﹂
に
作
り
、﹁
見
る
に
﹂
は
、
三
巻
本
で
は
﹁
思
ふ
に
﹂、
堺
本
で
は
﹁
思
ふ
に
は
﹂
で
あ 

る
。
堺
本
は
さ
ら
に
、﹁
い
み
じ
く
﹂
の
位
置
に
﹁
見
て
﹂
を
置
く
。

　

11
行
目
、﹁
言
ふ
こ
と
に
て
も
﹂
は
、
三
巻
本
は
こ
れ
を
持
た
ず
、
能
因
本
は
﹁
い
ひ
こ
と
﹂、
堺
本
は
﹁
い
ふ
こ
と
に
つ
け
て
も
﹂
と
す
る
。
ま
た
、
堺 

本
は
﹁
折
に
つ
け
て
﹂
を
持
た
ず
、﹁
あ
は
れ
な
り
と
も
﹂
が
﹁
あ
は
れ
と
も
﹂、﹁
聞
き
お
き
つ
る
﹂
が
﹁
き
き
お
も
へ
る
﹂
で
あ
る
。
な
お
、﹁
草
・
木
﹂ 

は
、
能
因
本
・
堺
本
で
は
﹁
草
も
木
も
﹂
と
伝
え
る
。

　

う
し
ろ
か
ら
11
行
目
、
ま
ず
、﹁
ゆ
づ
り
葉
﹂
が
能
因
本
で
は
﹁
ゆ
づ
る
葉
﹂
で
あ
る
。
ま
た
、﹁
ふ
さ
や
き
、
つ
や
め
き
、
こ
は
げ
な
る
に
﹂
の
と
こ
ろ
、 

﹁
ふ
さ
や
ぎ
﹂
が
三
巻
本
・
能
因
本
で
は
﹁
ふ
さ
や
か
に
﹂、﹁
こ
は
げ
な
る
に
﹂
が
能
因
本
で
は
﹁
い
と
青
う
清
げ
な
る
に
﹂
で
あ
り
、
堺
本
は
こ
の
箇
所 

総
体
を
﹁
つ
や
つ
や
め
き
、
ふ
さ
や
ぎ
た
る
は
、
い
と
あ
を
く
き
よ
げ
な
る
に
﹂
に
作
る
。
な
お
、
三
巻
本
は
、﹁
こ
は
げ
な
る
に
﹂
か
ら
﹁
茎
の
﹂
ま
で 

を
、
単
に
﹁
茎
は
﹂
と
の
み
伝
え
る
。

　

う
し
ろ
か
ら
９
行
目
、﹁
い
や
し
け
れ
﹂
を
三
巻
本
は
﹁
あ
や
し
け
れ
﹂、﹁
月
の
こ
ろ
は
﹂
を
三
巻
本
は
﹁
月
に
は
﹂、
能
因
本
・
堺
本
は
﹁
月
ご
ろ
は
﹂ 

と
す
る
。

　

う
し
ろ
か
ら
７
行
目
、
堺
本
は
、﹁
敷
く
に
や
﹂
を
﹁
し
く
を
み
る
が
﹂、﹁
齢よ

は
ひを
延の

ぶ
る
﹂
を
﹁
た
と
へ
な
く
、
い
は
ひ
の
を
り
﹂
と
伝
え
る
。

　

う
し
ろ
か
ら
６
行
目
の
﹁
具
に
も
し
て
使
ふ
﹂
は
、
三
巻
本
・
能
因
本
で
は
﹁
具
に
も
も
て
つ
か
ひ
た
め
る
は
﹂、
堺
本
で
は
﹁
を
り
に
も
し
き
て
つ
か 
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ひ
た
め
る
は
﹂
に
作
る
。

　

う
し
ろ
か
ら
４
行
目
、
堺
本
は
、﹁
葉
守
り
の
﹂
を
﹁
は
の
い
ま
だ
ち
ひ
さ
き
を
り
よ
り
は
も
り
の
﹂、﹁
い
と
を
か
し
﹂
を
﹁
か
し
こ
し
﹂
と
す
る
。

　

結
尾
の
一
文
、﹁
わ
ろ
き
﹂
が
三
巻
本
で
は
﹁
わ
る
き
﹂、﹁
も
の
と
は
﹂
が
堺
本
で
は
﹁
か
ど
に
は
﹂
で
あ
る
。
ま
た
、
堺
本
は
、
前
田
本
を
含
む
他
の 

伝
本
が
﹁
⋮
と
は
見
え
ず
。﹂
を
も
っ
て
閉
じ
め
と
す
る
の
に
対
し
、
そ
の
あ
と
に
、
こ
の
位
置
で
、﹁
な
に
と
な
け
れ
ど
、
や
ど
り
木
と
い
ふ
名
は
、
か
ら 

だ
ち
て
い
と
を
か
し
﹂
の
一
文
を
置
く
。

　

総
じ
て
、
右
の
最
後
の
一
事
が
象
徴
す
る
と
お
り
、
前
半
部
に
つ
づ
い
て
堺
本
の
特
異
が
顕
著
な
章
段
で
あ
る
。
然
様
な
特
異
が
奈
辺
に
由
来
す
る
も
の 

か
も
然
り
な
が
ら
、
そ
れ
が
、
か
つ
て
山
中
悠
希
が
主
張
し
た
よ
う
な
、
堺
本
の
﹁
再
構
成︵
４
︶
﹂
の
結
果
で
あ
る
に
せ
よ
、
そ
れ
に
し
て
は
、
た
と
え
ば
﹁
ゆ 

づ
り
葉
﹂
の
く
だ
り
な
ど
に
は
語
脈
や
文
脈
の
乱
れ
を
生
じ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
、
該
本
本
文
に
は
捉
え
が
た
さ
が
残
る
よ
う
に
思
わ
れ
て
な
ら
な
い
。 

前
田
本
が
そ
の
こ
と
を
教
え
示
し
て
く
れ
て
い
る
。

一
三　

前
田
本
を
読
む
／
前
田
本
で
読
む 

～
四
六
段
の
場
合
～
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本
章
段︵
５
︶
は
、
三
巻
本
〔
六
四
〕、
能
因
本
〔
七
〇
〕、
そ
し
て
堺
本
〔
九
〕
が
こ
れ
に
対
応
し
、
異
同
は
大
小
さ
ま
ざ
ま
、
か
な
り
の
数
に
の
ぼ
る
。
例
に
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よ
っ
て
、
以
下
、
そ
の
主
だ
っ
た
と
こ
ろ
を
取
り
あ
げ
て
ゆ
く
。

　

１
行
目
の
末
尾
の
﹁
め
で
た
し
﹂
が
、
堺
本
で
は
﹁
を
か
し
﹂。

　

２
行
目
、
能
因
本
は
﹁
朝
顔
﹂
と
﹁
壺
菫
﹂
を
二
つ
な
が
ら
、
堺
本
は
﹁
女
郎
花
﹂
を
、
そ
れ
ぞ
れ
持
た
な
い
。
ま
た
、
三
巻
本
と
堺
本
は
、
掉
尾
の
﹁
刈 

萱
﹂
を
、﹁
菊
﹂
の
前
に
置
く
。
さ
ら
に
、
能
因
本
は
、
単
に
﹁
菊
﹂
と
せ
ず
、﹁
菊
の
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
う
つ
ろ
ひ
た
る
﹂
と
指
定
す
る
。

　

６
行
目
の
﹁
花
の
﹂
は
、
他
本
い
ず
れ
も
こ
れ
を
持
た
な
い
。

　

７
行
目
の
﹁
⋮
う
た
て
あ
る
。﹂
の
あ
と
、
こ
の
位
置
に
、
先
学
は
校
注
訳
書
の
類
い
に
お
い
て
一
様
に
、
い
か
に
も
﹁
か
ま
つ
か
の
花
﹂
に
係
る
事
項 

で
あ
る
と
断
じ
た
体
で
、
三
巻
本
で
は
﹁
か
り
の
く
る
花
と
ぞ
文も

じ字
に
は
書
き
た
る
﹂、
能
因
本
で
は
﹁
か
り
の
く
る
花
と
文も

じ字
に
は
書
き
た
る
﹂、
堺
本
で 

は
﹁
か
り
の
く
さ
花ば
な

と
こ
そ
、
文も

じ字
に
は
書か

き
た
る
﹂
を
置
く
。
こ
れ
は
明
ら
か
に
、
前
田
本
で
は
次
行
の
﹁
が
ん
ぴ
の
花
﹂
を
説
く
く
だ
り
に
対
応
す
る
。 

し
て
み
れ
ば
、
三
巻
・
能
因
・
堺
の
三
本
い
ず
れ
も
み
な
、
い
ま
引
い
た
文
節
を
、
む
し
ろ
直
後
の
﹁
が
ん
ぴ
の
花
﹂
に
冠
す
る
そ
れ
と
し
て
把
捉
・
理
解 

す
べ
き
な
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
こ
こ
は
、
そ
う
問
い
得
る
料
と
し
て
の
前
田
本
の
存
在
な
い
し
そ
の
あ
り
よ
う
を
多
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

な
お
、
と
言
う
べ
き
か
、
た
だ
し
、
と
言
う
べ
き
か
、﹁
が
ん
ぴ
の
花
﹂
は
、
三
巻
本
で
は
﹁
か
に
ひ
の
花
﹂、
能
因
本
で
は
﹁
か
る
ひ
の
花
﹂
で
あ
る︵

６
︶。

　

10
行
目
の
﹁
夕
顔
は
﹂
に
始
ま
る
く
だ
り
、
そ
の
直
前
に
、
い
ま
引
用
は
節
す
る
が
、
三
巻
本
は
﹁
萩
﹂
に
係
る
一
節
と
﹁
八
重
山
吹
﹂、
能
因
本
は
﹁
壺 

菫
﹂
と
﹁
菫
﹂
と
に
係
る
一
節
と
﹁
し
も
つ
け
の
花
﹂
を
そ
れ
ぞ
れ
に
置
く
。

　

さ
て
、
10
・
11
行
目
、
堺
本
は
﹁
花
の
か
た
ち
﹂
を
﹁
花
の
さ
ま
﹂、﹁
花
の
姿
、
に
く
き
﹂
の
と
こ
ろ
を
﹁
葉は

の
姿す
が
た
 ぞ
に
く
き
や
。﹂
と
す
る
。
一
方
、
三

巻
本
は
、﹁
言い

ひ
続つ
ゞ

け
た
ら
む
に
をお

か
し
か
り
ぬ
べ
き
名な

を
、
花
の
姿す
が
た
 ﹂
を
﹁
言
ひ
つ
づ
け
た
る
に
、
い
と
を
か
し
か
り
ぬ
べ
き
花
の
姿
に
﹂
に
作
る
が
、
い

か
が
。
こ
こ
の
文
脈
に
、
前
田
本
の
有
す
る
﹁
名
を
﹂
を
欠
く
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

　

ま
た
、
つ
づ
く
﹁
に
く
き
実
の
﹂
の
﹁
に
く
き
﹂
を
、
三
巻
本
は
持
た
ず
、
能
因
本
は
﹁
に
く
く
﹂
と
、
連
用
修
飾
句
と
し
て
置
く
。

　

13
行
目
、﹁
夕
顔
と
い
ふ
ば
か
り
﹂
を
、
三
巻
本
は
﹁
夕
顔
と
い
ふ
名
ば
か
り
は
﹂
と
表
現
す
る
。
前
田
本
は
、
あ
る
い
は
一
文
を
、﹁
さ
れ
ど
、
名
を
夕 

顔
と
い
ふ
ば
か
り
、
を
か
し
。﹂
と
定
め
る
べ
き
か
。

　

14
行
目
、
能
因
本
は
先
に
、﹁
夕
顔
﹂
の
く
だ
り
の
前
に
﹁
し
も
つ
け
の
花
﹂
の
掲
出
を
済
ま
せ
て
お
り
、
同
花
は
当
然
な
が
ら
こ
こ
に
は
非
在
で
あ
る
。 

一
方
で
、﹁
葦
の
花
﹂
は
単
発
で
は
な
く
、
長
口
説
が
つ
づ
く
。
同
本
に
直
に
就
か
れ
た
い
。

　

15
行
目
、﹁
入
れ
ぬ
﹂
を
堺
本
は
﹁
入
り
ぬ
﹂
と
す
る
。
誤
で
あ
ろ
う
。



16― ―

　

16
行
目
、﹁
穂
先
の
い
と
濃
き
蘇
枋
に
て
﹂
は
、
三
巻
本
・
能
因
本
で
は
﹁
穂
先
の
蘇
枋
に
い
と
濃
き
が
﹂、
堺
本
で
は
﹁
末
い
と
濃
く
、
蘇
枋
に
て
﹂
と 

す
る
。
ま
た
、﹁
朝
霧
﹂
を
、
三
巻
本
・
能
因
本
は
﹁
朝
露
﹂
と
伝
え
る
。

　

う
し
ろ
か
ら
６
行
目
、﹁
お
ほ
ど
れ
た
る
も
知
ら
ず
﹂
は
、
能
因
本
に
﹁
お
ほ
き
な
を
も
知
ら
で
﹂
と
あ
る
が
、
文
意
を
捉
え
が
た
か
ろ
う
。
つ
づ
く
﹁
昔 

お
ぼ
え
顔
﹂
は
、
他
本
い
ず
れ
も
﹁
昔
思
ひ
出
で
顔
﹂
だ
が
、
語
と
し
て
の
坐
り
の
よ
さ
、
熟
成
度
の
高
さ
は
、
前
者
が
優
っ
て
い
よ
う
。
な
お
、﹁
な
び 

き
て
﹂
に
対
し
て
堺
本
は
﹁
な
み
よ
り
﹂
の
語
を
用
い
る
。
さ
ら
に
堺
本
は
、
つ
づ
く
後
ろ
か
ら
４
行
目
の
、﹁
⋮
思
ふ
べ
け
れ
。﹂
と
の
文
末
を
、
そ
れ
を 

も
っ
て
終
止
せ
ず
に
﹁
⋮
思
ふ
べ
け
れ
ど
﹂
と
つ
づ
け
、﹁
い
ざ
や
。﹂
で
閉
じ
る
。
一
方
、
能
因
本
は
、﹁
⋮
思
ふ
べ
け
れ
。﹂
で
閉
じ
た
後
に
、
こ
の
位
置 

で
﹁
萩
﹂
の
く
だ
り
を
置
く
。

　

さ
て
、
掉
尾
三
行
に
わ
た
る
﹁
唐
葵
﹂
の
く
だ
り
を
、
三
巻
本
・
堺
本
は
持
た
な
い
。
と
い
う
よ
り
も
、
こ
こ
で
は
な
く
、
三
巻
本
は
﹁
草
は
﹂
に
は
じ 

ま
る
〔
六
三
〕、
堺
本
は
﹁
花
な
き
草
は
﹂
と
始
発
す
る
〔
一
〇
〕
そ
れ
ぞ
れ
の
掉
尾
に
置
く
。
し
か
る
に
、﹁
唐
葵
﹂
が
、
単
に
名
辞
を
挙
げ
ら
れ
る
の
み 

な
ら
ず
、
そ
の
﹁
花
﹂
の
あ
り
よ
う
に
ま
で
言
い
及
ぼ
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
み
れ
ば
、﹁︵
花
な
き
︶
草
は
﹂
の
章
段
よ
り
は
﹁
草
の
花
は
﹂
の
そ
れ
に
こ
そ 

相
応
う
で
あ
ろ
う
こ
と
言
う
を
俟
た
ぬ
の
で
あ
っ
て
、
能
因
本
・
前
田
本
が
こ
こ
に
置
く
こ
と
の
正
当
は
担
保
さ
れ
て
い
る
と
言
っ
て
よ
か
ろ
う
。
一
方
で
、 

能
因
本
は
し
か
し
、
始
発
部
の
﹁
花
の
さ
ま
、
色
あ
ひ
﹂
を
伝
え
ず
、
結
び
の
﹁
⋮
い
ふ
べ
く
も
あ
ら
ず
、
い
み
じ
う
あ
は
れ
な
れ
﹂
を
﹁
⋮
お
ぼ
え
で
を 

か
し
﹂
に
作
り
、
さ
ら
に
そ
の
後
に
﹁
山
吹
﹂﹁
岩
つ
つ
じ
﹂﹁
薔
薇
﹂
に
係
る
く
だ
り
を
有
す
る
、
い
か
に
も
独
自
の
異
文
を
展
開
す
る
。

　

か
く
見
来
た
っ
て
み
る
と
、
少
な
く
と
も
本
章
段
に
拠
る
か
ぎ
り
、
前
田
本
は
堺
本
に
は
お
よ
そ
似
て
い
な
い
。
能
因
本
と
は
近
し
い
が
、
か
な
り
か
け 

離
れ
た
と
こ
ろ
を
も
有
す
る
。
そ
れ
は
、
予
て
よ
り
説
か
れ
来
た
っ
た
、
前
田
本
は
能
因
本
・
堺
本
の
両
々
を
対
照
し
、
非
共
通
部
分
は
総
て
採
用
し
、
共 

通
部
分
は
一
々
判
断
し
て
採
択
し
稀
に
校
訂
を
加
え
て
で
き
あ
が
っ
た
と
す
る
、
い
わ
ば
想
定
さ
れ
た
形
成
過
程
か
ら
は
、
決
し
て
生
ま
れ
得
ぬ
本
文
で
あ 

る
、
と
は
、
こ
こ
に
明
記
し
て
お
き
た
い
。

　

さ
て
、﹁
草
の
花
﹂
に
つ
い
で
﹁
花
な
き
草
﹂
を
主
題
と
す
る
次
の
〔
四
七
〕
で
は
、
そ
の
あ
た
り
、
い
か
が
で
あ
ろ
う
か
。
引
き
つ
づ
き
、
つ
ぶ
さ
に
見

つ
め
て
み
よ
う
。

一
四　

前
田
本
を
読
む
／
前
田
本
で
読
む 

～
四
七
段
の
場
合
～
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本
章
段
は
、
三
巻
本
〔
六
三
〕、
能
因
本
〔
六
七
〕、
そ
れ
に
﹁
花
な
き
草
は
﹂
に
は
じ
ま
る
堺
本
〔
一
〇
〕
が
こ
れ
に
対
応
す
る
。
異
同
は
大
小
多
岐
に

わ
た
る
が
、
殊
に
、
う
し
ろ
か
ら
９
行
目
の
﹁
芝
、
い
と
を
か
し
。﹂
以
下
は
、
諸
本
間
に
大
き
な
径
庭
が
あ
る
。
ひ
と
ま
ず
は
、
そ
こ
に
い
た
る
ま
で
の 

範
囲
内
で
、
主
だ
っ
た
と
こ
ろ
を
掲
げ
て
お
く
。

　

ま
ず
は
冒
頭
、
右
に
も
触
れ
た
と
お
り
、﹁
草
は
﹂
を
堺
本
は
独
り
﹁
花
な
き
草
は
﹂
と
始
発
す
る
。
該
本
で
は
前
段
の
〔
九
〕
が
、﹁
草
の
花
は
﹂
と
あ 

っ
た
の
に
並
置
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
意
識
し
た
表
現
と
言
う
べ
き
か
。
そ
の
意
味
で
は
、
山
中
悠
希
が
﹁
再
構
成
本
﹂
で
あ
る
と
主
唱
し
た
堺
本
の
、

そ
の
徴
表
的
事
象
と
も
言
え
よ
う
か
。

　

そ
の
堺
本
、
１
行
目
の
﹁
菰
﹂
を
持
た
ず
、
３
行
目
の
﹁
沢
瀉
﹂
に
つ
い
て
は
、﹁
名
の
を
か
し
き
な
り
。
心こ

ゝ
ろ
あ上
が
り
し
け
む
と
思
ふ3

に
。﹂
を
、﹁
心
あ 

が
り
し
た
ら
む
と
思
ふ
名
の
、
い
と
を
か
し
き
な
り
。﹂
と
、
ま
た
、
５
行
目
の
﹁
あ
や
ふ
草
﹂
に
つ
い
て
も
、﹁
岸
の
額
に
生
ふ
ら
む
も
﹂
を
、﹁
岸
の
額 

に
ね
を
は
な
れ
て
﹂
と
、
い
ず
れ
も
他
本
に
は
な
い
特
異
な
表
現
を
も
っ
て
評
し
、
ま
た
描
写
す
る
。

　

翻
っ
て
、
三
巻
本
は
、
１
行
目
の
﹁
祭
の
折
﹂
を
持
た
ず
、
５
行
目
の
﹁
あ
や
ふ
草
﹂
に
係
る
評
言
、﹁
頼
も
し
げ
な
く
、
あ
は
れ
な
り
﹂
を
、﹁
た
の
も 

し
か
ら
ず
﹂
に
留と
ど

め
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
４
行
目
、
三
巻
本
は
﹁
雪
間
の
青
き
草
﹂
の
﹁
青
き
草
﹂
を
﹁
若
草
﹂
と
す
る
く
ら
い
の
異
同
に
と
ど
ま
る
が
、
他
の
二
本
は
挙
例
の
あ
り 

よ
う
を
異
に
す
る︵
７
︶。

　

《
能
因
本
︾
三
稜
草
。
蛇
床
子
。
苔
。
こ
だ
に
。
雪
間
の
青
草
。
か
た
に
。
酢
漿
、
綾
の
紋
に
て
あ
る
も
、
こ
と
も
の
よ
り
は
を
か
し
。

　

《
堺　

本
︾
三
稜
草
。
蛇
床
子
。
苔
。
こ
だ
に
。
日
か
げ
。
雪
間
の
若
草
。
酢
漿
は
、
綾
の
紋
に
あ
る
も
を
か
し
。

つ
い
で
に
言
え
ば
、
見
ら
れ
る
と
お
り
、
こ
こ
で
は
能
因
本
と
堺
本
と
の
近
似
が
感
得
さ
れ
る
の
だ
が
、
の
ち
の
考
察
の
た
め
に
、﹁
日
か
げ
﹂
が
堺
本
で 

は
こ
こ
に
位
置
し
て
い
る
こ
と
を
記
憶
に
と
ど
め
て
お
き
た
い
。
ち
な
み
に
、
そ
の
﹁
日
か
げ
﹂、
前
田
本
で
は
後
ろ
か
ら
８
行
目
の
挙
例
中
に
置
か
れ
て 

い
る
。
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12
行
目
、﹁
こ
と
な
し
草
﹂
の
く
だ
り
、﹁
⋮
と
思
ふ
も
、
を
か
し
。﹂
の
後
に
、
能
因
本
は
﹁
ま
た
、
あ
し
き
こ
と
を
う
し
な
ふ
に
や
と
、
い
づ
れ
も
を 

か
し
。﹂
と
の
一
文
を
有
す
る
。

　

次
の
13
行
目
は
﹁
忍
ぶ
草
﹂
の
く
だ
り
、﹁
屋
端
﹂
以
下
の
一
文
に
つ
い
て
は
、
こ
ん
ど
は
逆
に
、
三
巻
本
に
非
在
で
あ
る
。

　

さ
て
、
う
し
ろ
か
ら
９
行
目
、﹁
芝
、
い
と
を
か
し
。﹂
以
下
の
挙
例
や
そ
の
順
序
、
あ
る
い
は
表
現
に
係
る
一
々
を
あ
げ
つ
ら
っ
て
の
比
校
は
お
そ
ら
く

煩
瑣
を
き
わ
め
、
事
を
却
っ
て
見
え
に
く
く
し
よ
う
。
諸
本
と
も
、
そ
の
ま
ま
を
引
く
こ
と
に
す
る
。

　

《
三
巻
本
︾ 

道
芝
、
い
と
を
か
し
。
茅
花
も
を
か
し
。
蓬
、
い
み
じ
う
を
か
し
。
山
菅
。
日
か
げ
。
山
藍
。
浜
木
綿
。
葛
。
笹
。
青
つ
づ
ら
。
薺
。
苗
。

浅
茅
、
い
と
を
か
し
。

　

《
能
因
本
︾ 

蓬
、
い
と
を
か
し
。
茅
花
、
い
と
を
か
し
。
浜
茅
の
葉
は
、
ま
し
て
を
か
し
。
ま
ろ
小
菅
。
浮
草
。
こ
ま
。
あ
ら
れ
。
笹
。
た
か
せ
。
浅
茅
。

青
つ
づ
ら
。
／
木
賊
と
い
ふ
も
の
は
、
風
に
吹
か
れ
た
ら
む
音
こ
そ
い
か
な
ら
む
と
、
思
ひ
や
ら
れ
て
を
か
し
け
れ
。
薺
。
な
ら
し
ば
、
い

と
を
か
し
。

　

《
堺　

本
︾ 

道
芝
。
茅
花
。
蓬
な
ど
も
、
い
と
を
か
し
。
山
菅
。
山
藍
。
浜
木
綿
。
葛
。
笹
。
青
つ
づ
ら
。
薺
。
苗
。
浅
茅
、
い
と
を
か
し
。

い
か
が
で
あ
ろ
う
か
。
三
巻
本
と
堺
本
と
の
近
し
さ
は
歴
然
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
先
に
触
れ
た
、
堺
本
で
は
す
で
に
挙
例
さ
れ
て
い
た
﹁
日
か
げ
﹂
が
、 

三
巻
本
で
は
こ
こ
に
現
出
す
る
こ
と
見
ら
れ
る
と
お
り
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
言
を
換
え
れ
ば
、
な
に
ゆ
え
﹁
日
か
げ
﹂
の
み
に
異
同
が
生
じ
た
の
か
と
い
う
、 

解
く
に
解
け
ぬ
不
可
思
議
な
一
点
を
内
包
し
つ
つ
両
本
が
こ
れ
だ
け
の
類
同
を
見
せ
つ
け
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
留
意
し
て
お
き
た
い
。
ま
た
、
前 

田
本
と
能
因
本
と
が
﹁
木
賊
﹂
を
共
有
す
る
点
、
近
し
さ
を
思
わ
せ
は
す
る
が
、
一
方
で
、
そ
の
前
後
の
異
同
の
甚
だ
し
き
こ
と
も
ま
た
明
ら
か
で
あ
り
、

た
と
え
ば
﹁
葛
﹂
は
、
こ
こ
で
は
能
因
本
に
非
在
で
あ
る
。

　

つ
い
で
本
文
末
尾
の
一
段
、﹁
蓮
の
浮
葉
﹂
の
く
だ
り
だ
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
も
諸
本
を
引
い
て
み
た
い
。

　

《
三
巻
本
︾  

蓮
葉
、
よ
ろ
づ
の
草
よ
り
も
す
ぐ
れ
て
め
で
た
し
。
妙
法
蓮
華
経
の
た
と
ひ
に
も
、
花
は
仏
に
た
て
ま
つ
り
、
実
は
数
珠
に
貫
き
、
念
仏
し 

て
往
生
極
楽
の
縁
と
す
れ
ば
よ
。
ま
た
花
な
き
こ
ろ
、
緑
な
る
池
の
水
に
紅
に
咲
き
た
る
も
、
い
と
を
か
し
。﹁
翠
扇
紅︵
８
︶
﹂
と
も
詩
に
作
り 

た
る
に
こ
そ
。

　

《
能
因
本
︾ 

蓮
の
浮
き
葉
の
い
と
ら
う
た
げ
に
て
、
の
ど
か
に
澄
め
る
池
の
お
も
て
に
、
大
き
な
る
と
小
さ
き
と
、
ひ
ろ
ご
り
た
だ
よ
ひ
て
あ
り
く
、
い

と
を
か
し
。
取
り
あ
げ
て
も
の
お
し
つ
け
な
ど
し
て
見
る
も
、
よ
も
に
い
み
じ
う
を
か
し
。
八
重
葎
。
山
菅
。
や
ま
ゐ
。
日
蔭
。
浜
木
綿
。 
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葦
。
／
葛
の
、
風
に
吹
き
か
へ
さ
れ
て
、
裏
の
い
と
白
く
見
ゆ
る
も
を
か
し
。

　

《
堺　

本
︾ 

蓮
葉
、
よ
ろ
づ
の
草
よ
り
も
す
ぐ
れ
て
め
で
た
し
。
妙
法
蓮
華
の
た
と
ひ
に
も
、
花
は
仏
に
た
て
ま
つ
り
、
実
は
数
珠
に
貫
き
、
念
仏
し
て 

往
生
極
楽
の
縁
と
す
れ
ば
よ
。
ま
た
花
な
き
こ
ろ
、
緑
な
る
池
の
水
に
紅
に
咲
き
た
る
も
、
い
と
を
か
し
。﹁
翠
扇
紅
﹂
と
も
詩
に
作
り
た 

る
に
こ
そ
。

も
は
や
贅
言
を
要
す
ま
い
。
三
巻
本
と
堺
本
と
の
同
類
近
似
は
、
前
段
〔
四
六
〕
で
触
れ
た
と
お
り
、
能
因
本
・
前
田
本
で
は
﹁
草
の
花
は
﹂
の
章
段
に
位 

置
し
て
い
た
﹁
唐
葵
﹂
を
、
両
本
が
と
も
に
、
実
は
こ
の
﹁︵
花
な
き
︶
草
は
﹂
の
章
段
の
、
右
に
ひ
い
た
﹁
蓮
葉
﹂
の
く
だ
り
の
あ
と
に
位
置
せ
し
め
て 

い
る
こ
と
も
含
め
、
明
々
白
々
で
あ
り
、
前
田
本
の
能
因
本
と
の
近
接
と
離
反 

︱ 

能
因
本
で
は
、
つ
い
に
﹁
葛
﹂
を
も
っ
て
章
段
が
閉
じ
ら
れ
る
の
で
あ 

る 

︱ 

も
ま
た
、
こ
こ
に
改
め
て
思
わ
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　

か
く
閲
し
て
く
る
と
、
畢
竟
、〔
四
六
〕
に
対
し
て
述
べ
た
の
と
同
然
の
判
断
を
下
さ
ざ
る
を
得
な
い
。
す
な
わ
ち
、
本
章
段
の
本
文
も
ま
た
、
前
田
本 

は
能
因
本
・
堺
本
の
両
々
を
対
照
し
、
非
共
通
部
分
は
総
て
採
用
し
、
共
通
部
分
は
一
々
判
断
し
て
採
択
し
稀
に
校
訂
を
加
え
て
で
き
あ
が
っ
た
と
す
る
、

想
定
上
の
で
し
か
な
い
形
成
過
程
か
ら
は
、
断
じ
て
生
ま
れ
得
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
、
と
考
量
す
る
ほ
か
な
い
の
で
あ
る
。

一
五　

前
田
本
を
読
む
／
前
田
本
で
読
む 

～
四
八
段
の
場
合
～
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旧
説
へ
の
肯
ん
じ
な
さ
が
確
認
さ
れ
た
前
段
・
前
々
段
で
あ
っ
た
が
、
さ
て
、
本
章
段︵
９
︶
は
ど
の
よ
う
な
様
相
を
見
せ
る
で
あ
ろ
う
か
、
と
問
う
や
、
冒
頭

か
ら
前
田
本
の
独
自
異
文
に
出
会
わ
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
対
応
す
る
三
巻
本
〔
三
九
〕
の
始
発
は
﹁
鳥
は　

こ
と
ど
こ
ろ
の
も
の
な
れ
ど
、 

鸚
鵡
、
い
と
あ
は
れ
な
り
。﹂、
能
因
本
〔
四
八
〕
の
そ
れ
﹁
鳥
は　

こ
と
ど
こ
ろ
の
物
な
れ
ど
、
鸚
鵡
は
、
い
と
あ
れ
は
な
り
。﹂
と
、
ほ
ぼ
同
文
を
も
っ 

て
伝
え
、
堺
本
〔
一
一
〕
は
﹁
鳥
は
、
ほ
か
の
鳥
な
れ
ど
、
鸚
鵡
い
と
を
か
し
。﹂
と
、
三
巻
・
能
因
の
両
本
と
は
や
や
表
現
を
異
に
し
な
が
ら
も
、
や
は 

り
﹁
鸚
鵡
﹂
を
筆
頭
に
据
え
て
起
筆
す
る
の
で
あ
っ
て
、
つ
ま
る
と
こ
ろ
前
田
本
だ
け
が
﹁
川
千
鳥
﹂
を
劈
頭
に
掲
げ
て
章
段
を
展ひ
ら
 い
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。 

　

い
や
、
開
扉
部
に
限
ら
な
い
。
一
段
全
体
に
わ
た
っ
て
鳥
た
ち
の
登
場
す
る
順
序
、
そ
れ
ぞ
れ
の
鳥
に
係
る
評
価
事
項
、
い
ず
れ
も
出
入
り
は
甚
だ
し
く
、 

い
ま
そ
れ
ら
の
一
々
を
詳
ら
か
に
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
差
異
・
異
同
は
却
っ
て
見
え
に
く
く
な
る
で
あ
ろ
う
。
是
非
、
各
伝
本
に
は
就
い
て
見
ら
れ
た
い
。

　

翻
っ
て
、
こ
こ
で
一
つ
二
つ
の
こ
と
に
と
ど
ま
っ
て
み
る
。
先
ず
考
量
し
て
み
た
い
の
は
、﹁
ほ
と
と
ぎ
す
﹂
に
係
る
記
述
に
つ
い
て
で
あ
る
。

　

は
じ
め
に
留
意
し
た
い
の
は
、
前
田
本
以
外
の
三
伝
本
が
、
い
ず
れ
も
﹁
鸚
鵡
﹂
の
あ
と
に
﹁
ほ
と
と
ぎ
す
﹂
を
挙
げ
る
本
文
を
伝
え
て
い
る
点
で
あ
る
。 

外
来
の
﹁
鸚
鵡
﹂
を
別
格
と
し
て
除
け
ば
﹁
ほ
と
と
ぎ
す
﹂
が
筆
頭
で
あ
る
と
す
る
価
値
基
準
が
そ
こ
に
作
動
し
て
い
た
と
し
て
、
そ
れ
自
体
に
違
和
を
覚

え
る
も
の
で
は
な
い
の
だ
が
、
如
何
か
と
や
や
訝
し
く
思
わ
れ
る
の
は
、
後
段
の
﹁
鶯
﹂
の
く
だ
り
に
﹁
ほ
と
と
ぎ
す
﹂
が
登
場
し
て
し
ま
う

0

0

0

0

0

こ
と
で
あ
る
。 

尤
も
、
登
場
す
る
と
は
い
え
﹁
鶯
﹂
に
係
る
文
脈
に
お
い
て
引
き
合
い
に
出
さ
れ
た
に
と
ど
ま
る
と
見
れ
ば
、
能
因
・
堺
の
二
本
に
つ
い
て
は
、
訝
し
む
に

は
及
ば
な
い
と
の
立
場
も
取
る
に
は
取
れ
よ
う
。
し
か
る
に
、
当
該
章
段
の
掉
尾
を
飾
る
か
の
よ
う
に
独
立
し
た
く
だ
り
を
構
え
、
そ
の
記
述
量
も
少
な
く

な
い
三
巻
本
に
お
い
て
は
、
重
複
の
感
は
、
や
は
り
否
め
ま
い
。

　

加
う
る
に
、
そ
の
く
だ
り
が
、﹁
な
ほ
、
さ
ら
に
言
ふ
べ
き
か
た
な
し
。﹂
と
始
ま
り
、﹁
す
べ
て
言
ふ
も
お
ろ
か
な
り
。﹂
と
終
わ
る
表
現
の
あ
り
よ
う
を

目
に
す
る
に
及
ん
で
、
私
た
ち
は
そ
れ
を
ど
う
受
け
と
め
た
も
の
だ
ろ
う
か
。

　

冒
頭
で
端
的
に
措
定
さ
れ
て
い
た
も
の
が
改
め
て
一
定
の
筆
量
を
も
っ
て
記
述
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
の
違
和
、
そ
れ
が
あ
ろ
う
こ
と
か
、
い
か
に
も
付
け

た
り
と
い
っ
た
謙
退
の
表
現
を
も
っ
て
枠
取
ら
れ
る
と
き
に
生
じ
る
違
和
、
そ
う
し
た
二
つ
の
違
和
を
抱
え
こ
む
構
造
体
は
、
も
は
や
破
綻
し
て
い
る
と
し

か
評
し
よ
う
が
な
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

　

さ
ら
に
駄
目
を
押
せ
ば
、
そ
の
直
後
に
続
く
の
が
、﹁
夜
鳴
く
も
の
、
な
に
も
な
に
も
め
で
た
し
。
ち
ご
ど
も
の
み
ぞ
、
さ
し
も
な
き
。﹂
と
の
記
述
な
の

だ
。
そ
こ
に
芬
々
と
し
て
漂
う
、
悪
し
き
意
味
で
の
枕
草
子

0

0

0

ら
し
さ
の
装
い

0

0

0

0

0

0

と
で
も
い
う
べ
き
も
の
を
、
私
た
ち
は
ど
う
扱
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
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畢
竟
、
少
な
く
と
も
本
章
段
に
関
す
る
か
ぎ
り
、
三
巻
本
的
な
る
本
文
が
原
姿
で
あ
っ
た
と
看
る
の
は
、
い
さ
さ
か
窮
屈
で
あ
ろ
う
。
む
し
ろ
、
能
因
本 

的
な
い
し
前
田
本
的
な
る
本
文
が
増
益
さ
れ
た
そ
の
結
果
が
三
巻
本
的
な
る
本
文
で
あ
る
、
そ
う
看
る
の
が
、
事
の
経
緯
の
順
当
と
い
う
も
の
だ
ろ
う
。
さ

ら
に
臆
測
が
許
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、
能
因
本
的
な
い
し
前
田
本
的
な
る
本
文
に
﹁
ほ
と
と
ぎ
す
﹂
の
記
述
の
無
い
こ
と
を
訝
し
ん
だ
後
人
が
、
そ
こ
に
、
い

か
に
も
の
表
現
を
以
て
賢
し
ら
な
増
補
を
私
し
た
、
そ
の
よ
う
な
事
態
の
介
在
が
疑
わ
れ
て
も
く
る
よ
う
に
思
う
の
だ
が
、
い
か
が
で
あ
ろ
う
か
。

　

と
こ
ろ
で
、
い
ま
、﹁
能
因
本
的
な
い
し
前
田
本
的
な
る
本
文
﹂
と
の
言
表
を
用
い
た
。
前
田
本
本
文
か
ら
の
距
離
が
、
三
巻
・
堺
の
両
本
に
お
い
て
は 

遠
く
、
能
因
本
に
お
い
て
近
し
い
ゆ
え
の
便
宜
で
あ
っ
た
が
、
厳
密
を
期
せ
ば
、
そ
れ
は
正
し
い
括
り
方
で
は
な
い
。
そ
も
そ
も
右
で
も
触
れ
た
と
お
り
、

前
田
本
に
お
い
て
挙
例
さ
れ
た
鳥
の
第
一
は
﹁
鸚
鵡
﹂
で
な
か
っ
た
し
、
第
二
に
﹁
ほ
と
と
ぎ
す
﹂
が
配
置
さ
れ
る
こ
と
も
な
か
っ
た
。
さ
ら
に
引
証
を
加

え
れ
ば
、
三
巻
本
・
堺
本
が
﹁
都
鳥
︵
み
や
こ
ど
り
︶﹂
を
配
す
る
位
置
に
能
因
本
が
置
く
の
は
﹁
み
こ
鳥
﹂
で
あ
り
、﹁
み
こ
鳥
﹂
を
挙
げ
な
が
ら
そ
の
一

方
で
、
前
田
本
が
﹁
宮
こ
ど
り
﹂
と
置
い
た
位
置
に
﹁
都
鳥
﹂
を
配
す
る
の
が
能
因
本
な
の
で
あ
っ
た
し
、
前
田
本
の
み
が
有
し
伝
え
る
﹁
ひ
ば
り
﹂
を
、

三
巻
本
・
堺
本
と
同
様
に
伝
え
る
こ
と
が
な
か
っ
た
の
も
ま
た
能
因
本
な
の
で
あ
っ
た
。

　

か
く
見
来
た
っ
て
み
れ
ば
、
本
章
段
も
ま
た
、
旧
来
の
、
前
田
本
は
能
因
本
と
堺
本
と
を
底
本
と
し
て
集
成
し
て
作
ら
れ
た
改
修
本
で
あ
る
と
す
る
定
見

と
は
無
縁
で
あ
り
、
そ
う
し
た
見
立
て
に
よ
っ
て
は
お
よ
そ
説
明
し
尽
く
せ
ぬ
本
文
を
擁
し
て
い
る
、
と
い
う
ほ
か
な
い
の
で
あ
る
。

　

さ
て
ま
た
、
も
う
一
つ
意
を
留
め
て
お
き
た
い
の
が
、
本
文
９
行
目
の
﹁
鳥と

り

の
な
か
に
も
烏か
ら
す・
鳶と
び

な
ど
の
声こ
ゑ

を
ば
、
耳み
み

に
聞き

ゝ

い
き
入
れ
ず
か
し
。﹂
と
の
一 

文
で
あ
る
。
こ
れ
が
﹁
声
﹂
を
め
ぐ
る
文
脈
の
な
か
に
置
か
れ
て
い
た
こ
と
を
確
認
し
た
う
え
で
、
他
本
の
あ
り
よ
う
を
列
挙
し
て
み
た
い
。

　

《
三
巻
本
︾ 

鳶
・
烏
な
ど
の
う
へ
は
見
入
れ
、
聞
き
入
れ
な
ど
す
る
人
、
世
に
な
し
か
し
。

　

《
能
因
本
︾ 

鳥
の
中
に
烏
・
鳶
な
ど
の
声
を
ば
見
聞
き
入
る
る
人
や
は
あ
る
。

　

《
堺　

本
︾ 

鳥
の
中
に
も
、
鳶
・
烏
の
こ
と
を
ば
、
見
入
れ
聞
き
入
る
る
人
も
な
し
。

い
か
が
で
あ
ろ
う
か
。

　

ゆ
ら
い
﹁
鶯
﹂
の
、
他
な
ら
ぬ
﹁
声
﹂
に
発
し
た
文
脈
に
あ
っ
た
れ
ば
こ
そ
﹁
う
へ
﹂
や
﹁
こ
と
﹂
へ
と
置
き
換
え
る
こ
と
な
く
﹁
声
﹂
に
執
し
、﹁
声
﹂

に
執
す
る
か
ら
に
は
そ
れ
と
呼
応
せ
ぬ
﹁
見
入
る
﹂
な
ど
断
じ
て
導
き
入
れ
ぬ
、
そ
う
し
た
繊
細
な
表
現
へ
の
こ
だ
わ
り
に
よ
っ
て
調
え
ら
れ
た
本
文
を
現

に
示
し
た
前
田
本
を
こ
そ
﹁
再
構
成
本
﹂
と
呼
び
た
い
し
、
呼
ぶ
べ
き
で
あ
る
、
と
い
う
の
が
本
稿
の
立
場
で
あ
る
。

　

さ
て
、
最
後
に
、
も
う
一
つ
。
い
ま
右
に
ひ
い
た
﹁
鳥
の
な
か
に
も
⋮
﹂
の
直
前
の
一
文
は
、
こ
う
で
あ
っ
た
。
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人
げ
な
き
人
を
ば
知し

る
人
や
は
あ
る
。

こ
れ
に
つ
い
て
も
、
他
本
の
あ
り
よ
う
を
並
記
し
て
み
よ
う
。

　

《
三
巻
本
︾ 

人
を
も
、
人
げ
な
う
、
世
の
お
ぼ
え
あ
な
づ
ら
は
し
う
な
り
そ
め
に
た
る
を
ば
そ
し
り
や
は
す
る
。

　

《
能
因
本
︾ 
人
げ
な
き
人
を
ば
そ
し
る
人
や
は
あ
る
。

　

《
堺　

本
︾ 
人
を
も
人
げ
な
く
、
世
の
お
ぼ
え
あ
な
づ
ら
は
し
く
も
な
り
そ
め
に
た
る
を
ば
、
そ
し
り
や
は
す
る
。

見
ら
れ
る
と
お
り
で
あ
る
。
傍
線
部
に
徴
し
て
、
右
の
﹁
知し

る
﹂
は
そ
う
定
め
る
べ
き
で
は
な
く
、
む
し
ろ
﹁
そ
し
る
﹂
の
﹁
そ
﹂
の
誤
脱
と
み
て
、﹁
そ
﹂

を
補
っ
て
﹁
そ
し
る
﹂
へ
と
復
し
、
結
果
的
に
能
因
本
と
同
一
の
本
文
を
前
田
本
も
立
て
る
べ
き
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
い
や
、
そ
こ
に
瑕
疵
を
含
む
恐
れ
あ

り
つ
つ
も
、
そ
れ
が
前
田
本
が
原
姿
性
を
と
ど
め
る
こ
と
の
証
で
は
あ
る
ま
い
か
、
も
し
く
は
、
そ
の
独
自
異
文
こ
そ
が
、
前
田
本
の
示
し
た
再
構
成
な
い

し
再
編
集
後
の
形
姿
で
は
あ
る
ま
い
か
、
と
述
べ
る
と
し
た
ら
、
そ
れ
こ
そ
前
田
本
へ
の
恣
意
的
な
い
し
不
当
な
肩
入
れ
で
あ
る
、
と
い
っ
た
誹
り
を
蒙
る

の
で
あ
ろ
う
か
。

一
六　

前
田
本
を
読
む
／
前
田
本
で
読
む 

～
五
三
段
の
場
合
～
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本
章
段︶

₁₀
︵

は
、
三
巻
本
〔
一
九
九
〕、
能
因
本
〔
一
九
四
〕、
堺
本
〔
三
八
〕
が
こ
れ
に
対
応
す
る
が
、
１
行
目
の
﹁
如
意
輪
﹂
に
つ
づ
く
一
文
、
４
行
目
の 

﹁
降
三
世
﹂
以
下
の
一
文
と
も
に
三
巻
本
が
持
た
ぬ
ほ
か
、
各
仏
の
序
列
を
は
じ
め
と
し
て
径
庭
は
甚
だ
し
く
、
短
小
章
段
な
が
ら
忽ゆ
る
が
せ
に
で
き
な
い
様
相 

を
孕
む
。
各
伝
本
の
あ
り
よ
う
を
掲
げ
て
み
る
。

　

《
三
巻
本
︾ 
仏
は　

如
意
輪
。
千
手
、
す
べ
て
六
観
音
。
薬
師
仏
。
釈
迦
仏
。
弥
勒
。
地
蔵
。
文
殊
。
不
動
尊
。
普
賢
。

　

《
能
因
本
︾  
仏
は　

如
意
輪
は
、
人
の
心
を
お
ぼ
し
わ
づ
ら
ひ
て
、
つ
ら
づ
ゑ
つ
き
て
お
は
す
る
、
世
に
知
ら
ず
あ
は
れ
に
は
づ
か
し
。
千
手
、
す
べ
て 

六
観
音
。
不
動
尊
。
薬
師
仏
。
釈
迦
。
弥
勒
。
普
賢
。
地
蔵
。
文
殊
。

　

《
堺　

本
︾  

仏
は
、
薬
師
。
如
意
輪
の
人
を
わ
た
し
わ
づ
ら
ひ
て
、
つ
ら
づ
ゑ
つ
き
て
歎
き
た
ま
へ
る
、
い
と
あ
は
れ
に
か
た
じ
け
な
し
。
地
蔵
。
降 

三
世
、
眉
目
こ
そ
お
そ
ろ
し
げ
に
を
は
す
れ
ど
、
御
誓
ひ
い
と
あ
は
れ
に
た
の
も
し
。
陀
羅
尼
も
、
い
と
つ
き
づ
き
し
か
ん
め
り
。

こ
れ
ま
で
幾
度
も
触
れ
て
き
た
と
お
り
、
つ
と
に
定
見
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
き
た
旧
説
に
よ
れ
ば
、
前
田
本
と
は
、
能
因
本
︵
の
源
流
本
︶
と
堺
本
︵
の
源
流

本
︶
と
い
う
二
種
の
底
本
全
部
を
解
体
し
、
対
照
し
、
共
通
し
な
い
部
分
は
全
部
採
用
し
、
共
通
す
る
所
は
一
々
判
断
し
て
採
択
し
稀
に
校
訂
を
加
え
て
で

き
あ
が
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

　

い
ま
、
改
め
て
能
因
・
堺
・
前
田
三
本
の
本
文
を
見
つ
め
ら
れ
た
い
。
一
見
、
旧
説
を
い
か
に
も
と
思
わ
せ
る
よ
う
で
い
て
、
そ
の
実
、
い
か
に
旧
説
を

突
き
放
す
あ
り
よ
う
を
見
せ
つ
け
て
い
る
こ
と
か
。
す
な
わ
ち
、﹁
如
意
輪
﹂
に
係
る
記
述
も
さ
り
な
が
ら
、
そ
の
前
後
に
挙
例
さ
れ
た
仏
た
ち
の
種
類
と 

順
序
と
に
お
け
る
区
々
た
る
あ
り
よ
う
そ
の
も
の
が
、
旧
説
の
不
当
不
備
を
雄
弁
に
物
語
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
事
実
を
、
こ
こ
に
し
か
と
見
届
け
て

お
き
た
い
。

［
注
］

︵
１
︶　 　

本
文
う
し
ろ
か
ら
６
行
目
、﹁
四
月
つ
ご
も
り
・
五
月
つ
い
た
ち
﹂
は
、
底
本
の
本
行
本
文
に
﹁
四
月
○
つ
い
た
ち
﹂
と
あ
っ
て
、
そ
の
補
入
符
﹁
○
﹂
の
右
傍
に
﹁
つ
こ
も
り
五
月
﹂
と

小
書
き
す
る
の
に
従
っ
た
。

︵
２
︶　 　

本
文
11
～
12 

行
目
の
﹁
言
ひ
は
じ
め
け
む
と
思
ふ
に
﹂
の
﹁
に
﹂
は
、﹁
も
﹂
を
見
セ
消
チ
に
し
て
﹁
に
﹂︵
字
母
﹁
耳
﹂︶
と
小
書
き
さ
れ
た
の
に
従
っ
た
。
た
だ
し
、
こ
の
﹁
に
﹂
は 

﹁
そ
﹂︵
字
母
﹁
曽
﹂︶
と
も
判
読
し
得
る
字
形
で
あ
り
、
現
に
﹃
新
註
﹄
は
そ
の
よ
う
に
注
し
て
い
る
が
、
い
ま
は
意
に
も
鑑
み
て
、﹁
に
﹂
と
判
じ
た
。 
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ま
た
、
13
行
目
の
﹁
人
の
﹂
の
﹁
人
﹂
は
、
底
本
が
そ
の
上
の
﹁
き
﹂
と
下
の
﹁
の
﹂
と
の
間
に
補
入
記
号
﹁
○
﹂
を
加
え
、
そ
の
右
傍
に
小
書
き
し
て
あ
る
の
に
従
っ
た
。

︵
３
︶　 　

本
文
８
行
目
の
﹁
い
つ
と
も
な
く
﹂
は
、
底
本
が
﹁
い
つ
と
な
く
﹂
の
﹁
と
﹂
と
﹁
な
﹂
と
の
間
に
補
入
記
号
﹁
○
﹂
を
記
し
、
そ
の
右
傍
に
﹁
も
﹂
を
小
書
き
し
て
あ
る
の
に
従
っ
た
。  

ま
た
、
う
し
ろ
か
ら
５
行
目
の
﹁
頼た
の

も
し
﹂
は
、
底
本
﹁
た
の
も
し
き
﹂
の
﹁
き
﹂
を
見
セ
消
チ
に
す
る
の
に
従
っ
た
。

︵
４
︶　 　

山
中
は
、
堺
本
が
類
纂
に
と
ど
ま
ら
ぬ
、
堺
本
に
よ
る
堺
本
の
た
め
の
本
文
を
形
成
し
て
い
る
こ
と
を
根
拠
に
、
同
本
を
﹁
再
構
成
本
﹂
と
認
称
す
べ
き
で
あ
る
と
説
い
た
︵﹃
堺
本
枕

草
子
の
研
究
﹄
武
蔵
野
書
院
、
二
〇
一
六
年
︶。 

 

　

ち
な
み
に
、
拙
稿
﹁﹃
枕
草
子
﹄
を
前
田
本
で
読
む
と
い
う
こ
と
﹂︵
中
央
大
学
附
属
中
学
校
・
高
等
学
校
﹃
教
育
・
研
究
﹄
第
三
三
号
、
二
〇
二
〇
年
三
月
発
行
︶
で
述
べ
た
と
お
り
、

山
中
の
伝
に
拠
っ
て
よ
け
れ
ば
前
田
本
も
ま
た
前
田
本
と
し
て
の
本
文
を
形
成
し
て
お
り
、
紛
れ
も
な
く
﹁
再
構
成
本
﹂
と
呼
べ
る
で
あ
ろ
う
し
、
呼
ぶ
べ
き
で
あ
る
、
と
い
う
の
が
本 

稿
の
立
場
で
あ
る
。

︵
５
︶　 　

本
文
う
し
ろ
か
ら
８
行
目
の
﹁
秋
の
果は

て
ぞ
﹂
は
、
底
本
が
﹁
秋
の
は
な
そ
﹂
の
﹁
な
﹂
を
見
セ
消
チ
に
し
て
、
そ
の
右
傍
に
﹁
て
﹂
を
小
書
き
す
る
の
に
従
っ
た
。 

 

ま
た
、
う
し
ろ
か
ら
３
行
目
の
﹁
唐か
ら
あ
ふ
ひ葵は
、
⋮
と
り
わ
き
て
も
見み

え
ぬ
を
﹂
の
﹁
見
え
ぬ
を
﹂
は
、
底
本
が
﹁
み
え
か
ら
ぬ
を
﹂
の
﹁
か
ら
﹂
を
見
セ
消
チ
に
す
る
の
に
従
っ
た
も
の
だ 

が
、
こ
こ
は
お
そ
ら
く
、﹁
か
ら
あ
ふ
ひ
は
⋮
み
え
﹂
ま
で
を
筆
写
し
た
書
写
者
が
、
書か
き

本
に
目
を
遣
っ
た
の
ち
、
ふ
た
た
び
﹁
か
ら
︵
あ
⋮
︶﹂
と
書
き
は
じ
め
て
誤
り
に
気
づ
き
、
直 

ち
に
そ
の
２
字
を
消
し
て
﹁
ぬ
を
﹂
と
書
き
継
い
だ
の
で
あ
ろ
う
。

︵
６
︶　 　

三
巻
本
の
﹁
か
に
ひ
の
花
﹂、
能
因
本
の
﹁
か
る
ひ
の
花
﹂、
前
田
本
・
堺
本
の
﹁
か
む
ひ
の
花
﹂
の
関
係
を
ど
う
見
た
も
の
だ
ろ
う
か
。 

 

た
と
え
ば
、
後
に
、 

 

　
　

わ
た
つ
海
の
沖
な
か
に
火
の
離
れ
出
で
て
燃
ゆ
と
見
ゆ
る
は
海
人
の
漁
り
火　
　
︵
古
今
和
歌
六
帖
・
第
六
帖
・
か
に
ひ
︶ 

 

　
　

わ
た
つ
海
の
沖
な
か
に
火
の
離
れ
出
で
て
燃
ゆ
と
見
ゆ
る
は
海
人
の
漁
り
か　
　
︵
拾
遺
和
歌
集
・
巻
七
・
物
名
﹁
か
に
ひ
の
花
﹂・
三
五
八
︶ 

 

と
、
歌
の
形
姿
を
少
し
く
転
訛
さ
せ
て
そ
れ
ぞ
れ
の
歌
集
に
収
載
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
、
清
女
よ
り
も
前
の
時
代
を
生
き
た
歌
人
伊
勢
が
宇
多
院
歌
合
に
お
い
て
右
方
と
し
て
提
出
し
た
、 

　
　

わ
た
つ
み
の
沖
な
か
に
火
の
離
れ
出
で
て
燃
ゆ
と
見
ゆ
る
は
天
つ
星
か
も 

 

と
い
う
一
首
の
兼
題
﹁
か
に
ひ
の
は
な
﹂
が
、
こ
ん
に
ち
、﹁
雁
靡
花
﹂
と
の
漢
字
表
記
を
以
て
伝
わ
っ
て
い
る
こ
と
に
鑑
み
れ
ば
、﹁
か
に
ひ
﹂
↓kanibi

↓kanbi

と
い
っ
た
音
転
を
た 

ど
り
、
そ
れ
が
﹁
か
む
ひ
﹂
と
表
記
さ
れ
て
、
や
が
てganpi

と
の
読
み
を
生
成
す
る
に
至
り
、﹁
雁
皮
﹂﹁
雁
緋
﹂﹁
雁
靡
﹂
な
ど
と
記
さ
れ
解
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
も
の
だ
ろ
う
か
。 

 

　

あ
る
い
は
、
ま
っ
た
く
逆
に
、
た
と
え
ば
田
中
重
太
郎
﹃
校
注
枕
冊
子
﹄
が
﹁
岩
菲
︵
が
ん
ぴ
︶
の
転
か
と
い
う
﹂
と
注
し
た
よ
う
に
、ganpi

と
の
呼
称
が
先
に
お
こ
な
わ
れ
て
い
た 

と
す
れ
ば
、
そ
こ
に
﹁
雁
皮
﹂﹁
雁
緋
﹂﹁
雁
靡
﹂
と
い
っ
た
漢
字
が
当
て
ら
れ
、
そ
れ
が
﹁
か
り
ひ
﹂
と
の
仮
名
表
記
に
転
化
し
、﹁
り
﹂
が
﹁
に
﹂︵
字
母
﹁
耳
﹂︶
や
﹁
る
﹂︵
同
﹁
留
﹂︶ 

と
い
っ
た
誤
写
を
生
み
、﹁
か
に
ひ
﹂﹁
か
る
ひ
﹂
に
至
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。 

 

　

ち
な
み
に
、
長
谷
川
幸
子
﹁
枕
草
子
﹃
か
に
ひ
の
花
﹄
考
﹂︵﹃
東
洋
女
子
短
期
大
学
紀
要
﹄
24
号
、
一
九
九
二
年
三
月
︶
は
、
ナ
デ
シ
コ
科
セ
ン
ノ
ウ
属
ガ
ン
ピ
が
﹁
か
に
ひ
の
花
﹂ 

で
あ
る
と
説
い
て
い
る
。
就
い
て
読
ま
れ
た
い
。
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︵
７
︶　 　

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

枕
冊
子
﹄︵
笠
間
書
院
、
一
九
七
五
年
︶
に
、
能
因
本
の
そ
れ
は
田
中
重
太
郎
﹃
枕
冊
子
全
注
釈 

一・
四
﹄︵
角 

川
書
店
、
一
九
七
二・一
九
八
三
年
︶
に
拠
る
。
ま
た
、
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
、
ま
た
仮
名
を
歴
史
的
仮
名
遣
い
に
改
め
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
。

︵
８
︶　 　

引
用
底
本
は
﹁
翠
翁
紅
﹂
に
作
る
が
、
矢
作
武
﹁
枕
草
子
の
源
泉　

中
国
文
学
﹂︵﹃
枕
草
子
講
座 

第
四
巻
﹄
有
精
堂
、
一
九
七
五
年
︶
が
説
い
た
と
お
り
、﹃
和
漢
朗
詠
集
﹄
所
収
の 

許
渾
の
詩
の
一
節
﹁
煙
開
翠
扇
清
風
暁　

水
泛
紅
衣
白
露
秋
﹂︵
煙
は
翠
扇
を
開
く
清
風
の
暁　

水
は
紅
衣
を
泛う
か

ぶ
白
露
の
秋
︶﹂
を
ふ
ま
え
た
も
の
と
見
て
、
い
ま
改
め
た
。

︵
９
︶　 　

本
文
１
行
目
、﹁
う
へゑ

﹂
の
﹁
う
﹂
は
、
底
本
に
﹁
こう

ゑ
﹂
と
あ
る
、
す
な
わ
ち
﹁
う
﹂
と
も
﹁
こ
﹂
と
も
判
読
し
得
る
一
字
の
右
傍
に
付
さ
れ
た
定
め
の
小
書
き
﹁
う
﹂
に
従
っ
た
。 

10
行
目
の
﹁
梅
の
な
ど
に
は
﹂
の
﹁
な
ど
に
は
﹂
は
、
底
本
﹁
な
か
と
に
は
﹂
に
見
え
る
が
、
い
ま
、﹃
新
註
﹄
が
﹁﹃
か
﹄
ミ
セ
ケ
チ
の
や
う
で
あ
る
﹂
と
注
す
る
の
に
従
う
。
た
だ 

し
、﹃
新
註
﹄
は
、
お
そ
ら
く
意
を
以
て
改
め
た
の
で
あ
ろ
う
、
本
文
を
﹁
梅
の
木
な
ど
に
は
﹂
と
立
て
る
が
、
失
当
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
の
﹁
梅
の
な
ど
に
は
﹂
の
﹁
の
﹂
は
、
い
わ
ゆ 

る
準
体
用
法
の
そ
れ
で
あ
っ
て
、
上
の
﹁
枝
﹂
を
承
け
て
お
り
、
前
田
本
本
文
を
そ
の
ま
ま
に
読
み
得
よ
う
。 

 

　

12
行
目
、﹁
六
月
な
ど
に
は
﹂
は
、
底
本
が
﹁
六
月
は
か
り
に
は
﹂
の
﹁
は
か
り
﹂
を
見
セ
消
チ
に
し
、
右
傍
に
﹁
な
と
﹂
と
小
書
き
す
る
の
に
従
っ
た
。 

 

　

う
し
ろ
か
ら
10
行
目
の
﹁
⋮
。
ひ
た
き
。
都
鳥
。
鶏
の
雛
。
／
山
鳥
、
友
を
恋
ひ
て
⋮
﹂
は
、
底
本
が
﹁
⋮
ひ
た
き
／
○
と
も
を
こ
ひ
て
⋮
﹂
と
、﹁
と
も
﹂
の
前
に
補
入
記
号
﹁
○
﹂
を 

追
補
し
、
そ
の
右
傍
に
﹁
宮
こ
と
り 

に
は
と
り
の
ひ
な 
山
と
り
﹂
と
小
書
き
す
る
の
に
従
っ
た
。 

 

　

同
じ
く
９
行
目
の
﹁
心
若
く
﹂
は
、
底
本
が
﹁
心
の
わ
か
く
﹂
の
﹁
の
﹂
を
見
セ
消
チ
に
す
る
の
に
従
っ
た
。

︵
10
︶　 　

本
文
１
行
目
の
﹁
⋮
歎な
げ

き
た
ま給

ふ
が
い
と
か
た
じ
け
な
く
⋮
﹂
の
﹁
い
と
﹂
は
、
底
本
が
﹁
⋮
な
け
／
き
給
か
○
か
た
し
け
な
く
⋮
﹂
と
、﹁
か
﹂
と
﹁
か
﹂
と
の
間
に
補
入
記
号
﹁
○
﹂ 

を
追
補
し
、
そ
の
右
傍
に
﹁
い
と
﹂
と
小
書
き
す
る
の
に
従
っ
た
。 

 

　

な
お
、
う
し
ろ
か
ら
２
行
目
の
﹁
御
誓ち
か
ひの
頼た
の

も
し
﹂
に
つ
づ
く
﹁
立た

て
た
る
も
﹂
を
、
堺
本
に
拠
っ
て
﹁
た
ら
に
︵
陀
羅
尼
︶
も
﹂
に
改
め
る
説
が
行
な
わ
れ
て
い
る
︵﹃
新
註
﹄︶
が
、 

い
ま
、
そ
れ
に
は
従
わ
ず
と
も
前
田
本
の
ま
ま
で
文
意
は
通
る
で
あ
ろ
う
。




