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1
）
 
 
 

『
日
本
永
代
蔵
』
の
初
版
本
と
推
定
さ
れ
る
森
田
庄
太
郎
版
は
、
そ
の
巻
末
に
、
「
此
跡
ヨ
リ
」
と
し
て
、
「
人
は
一
代
名
ほ
末
代
」
 
 

と
い
う
傍
題
を
付
し
た
『
甚
忍
記
』
全
部
八
冊
の
刊
行
を
予
告
し
て
い
る
。
そ
の
予
告
に
従
え
ぼ
、
そ
の
全
八
冊
の
内
容
は
、
仁
・
 
 

義
・
礼
・
智
・
信
の
各
部
よ
り
な
る
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。
さ
ら
に
そ
の
予
告
は
、
五
ケ
月
彼
の
貞
享
五
年
五
月
に
出
版
さ
れ
た
西
 
 

沢
太
兵
衛
版
の
異
版
本
系
統
の
『
永
代
蔵
』
初
版
本
に
も
う
け
つ
が
れ
、
そ
こ
で
は
、
「
全
部
八
冊
出
来
弐
匁
」
（
傍
点
筆
者
、
以
下
 
 

（
2
）
 
 

同
じ
）
と
い
う
風
に
、
も
は
や
出
版
さ
れ
て
売
り
出
さ
れ
て
い
る
か
の
よ
う
な
印
象
を
与
え
る
予
告
と
す
ら
な
っ
て
い
る
。
 
 
 

し
か
し
、
現
在
ま
で
の
と
こ
ろ
、
『
甚
忍
記
』
と
お
ぼ
し
き
本
の
存
在
は
報
告
せ
ら
れ
て
い
な
い
。
ま
た
、
そ
の
書
名
は
、
当
時
 
 

の
出
版
書
籍
目
録
顛
の
中
に
も
登
載
さ
れ
ず
、
『
甚
忍
記
』
に
つ
い
て
触
れ
た
当
時
の
文
献
も
見
当
ら
な
い
。
今
の
と
こ
ろ
、
『
甚
忍
 
 

（
3
）
 
 

記
』
八
冊
が
出
版
せ
ら
れ
た
形
跡
は
、
ま
っ
た
く
な
い
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
「
出
来
弐
匁
」
 
と
い
う
値
段
ま
で
付
け
ら
れ
た
予
告
 
 

が
あ
る
以
上
、
貞
享
五
年
五
月
の
段
階
で
、
『
甚
忍
記
』
 
が
あ
る
程
度
の
形
を
な
し
、
出
版
直
前
の
段
階
ま
で
来
て
い
た
こ
と
は
推
 
 

測
で
き
る
が
、
何
故
か
そ
れ
は
出
版
さ
れ
な
か
っ
た
、
と
考
え
ざ
る
を
え
な
い
よ
う
で
あ
る
。
 
 
 

と
は
云
え
、
『
甚
忍
記
』
の
出
版
予
告
か
ら
、
た
だ
ち
に
右
の
前
提
に
立
つ
こ
と
に
不
安
が
な
い
訳
で
は
な
い
。
何
故
な
ら
こ
の
 
 
 

『
甚
忍
記
』
と
は
何
か
 
 

～
－
上
百
事
末
年
の
西
鶴
の
一
面
 
－
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予
告
は
、
書
孝
が
流
行
作
家
西
鶴
に
原
稿
を
予
約
し
た
段
階
で
勝
手
に
出
し
た
も
の
で
あ
る
か
も
し
れ
ず
、
現
在
も
よ
く
あ
る
よ
う
 
 

に
、
著
者
西
鶴
は
、
ま
だ
原
稿
が
で
き
て
い
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
す
ぐ
に
も
で
き
る
よ
う
な
こ
と
を
書
韓
に
云
っ
て
い
た
の
か
も
 
 

し
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
は
、
『
永
代
蔵
』
 
の
巻
末
に
「
此
跡
ヨ
リ
」
と
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
れ
が
西
鶴
作
品
だ
と
い
 
 

う
確
証
は
あ
る
の
か
、
『
甚
忍
記
』
は
、
本
当
に
刊
行
さ
れ
な
か
っ
た
の
か
、
発
見
さ
れ
る
可
能
性
は
、
ま
っ
た
く
な
い
と
云
い
切
 
 

れ
る
の
か
、
と
い
っ
た
根
本
的
な
疑
問
も
な
い
訳
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
 
 
 

従
っ
て
、
本
稿
が
以
下
に
記
す
推
測
の
多
く
は
、
い
ぃ
『
甚
忍
記
』
が
出
現
し
た
ら
、
ま
た
逆
に
、
そ
れ
が
ま
っ
た
く
実
態
の
な
 
 

い
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
確
証
さ
れ
た
ら
、
ほ
と
ん
ど
無
意
味
な
も
の
に
な
っ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
。
が
、
私
は
、
そ
れ
を
 
 

承
知
の
上
で
、
と
同
時
に
、
現
在
の
段
階
で
は
右
の
前
提
に
立
つ
よ
り
外
に
仕
方
が
な
い
か
ら
立
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
と
い
う
批
判
 
 

の
あ
る
こ
と
を
承
認
し
た
上
で
、
あ
え
て
以
下
の
推
測
を
記
そ
う
と
思
う
。
そ
れ
は
、
新
資
料
の
発
見
が
あ
い
つ
ぎ
、
確
証
の
な
い
 
 

仮
定
や
推
測
を
忌
避
す
る
近
世
文
芸
研
究
の
現
状
を
考
え
た
時
、
あ
え
て
流
れ
に
逆
ら
う
軽
率
・
無
茶
な
試
み
と
云
う
べ
き
か
も
し
 
 

れ
な
い
が
、
こ
の
『
甚
忍
記
』
の
問
題
を
避
け
て
い
て
は
、
貞
享
末
年
、
精
力
的
に
作
品
を
続
々
と
出
版
し
て
い
る
多
作
期
の
西
鶴
 
 

を
全
体
的
に
押
え
て
行
く
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
も
確
か
で
あ
る
。
『
甚
忍
記
』
 
と
は
何
で
あ
っ
た
の
か
、
そ
れ
は
貞
享
末
年
の
西
 
 

鶴
に
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
つ
も
の
で
あ
っ
た
の
か
 
 
私
は
、
こ
の
間
題
に
対
し
て
、
一
応
私
な
り
の
結
論
を
出
し
て
お
き
た
い
 
 

と
思
う
。
も
ち
ろ
ん
そ
の
結
論
は
、
問
題
の
な
い
訳
で
は
な
い
前
提
の
も
と
に
、
漠
然
と
し
た
推
測
を
積
み
上
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
 
 

出
さ
ざ
る
を
え
な
い
も
の
で
は
あ
る
。
が
、
私
は
そ
れ
に
よ
っ
て
今
、
多
作
期
の
西
鶴
の
創
作
の
あ
り
よ
う
や
そ
の
時
期
に
出
刊
さ
 
 

れ
た
作
品
に
対
す
る
こ
れ
ま
で
の
見
方
に
何
ら
か
の
問
題
提
起
が
行
な
え
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
期
待
を
さ
さ
や
か
な
が
ら
い
 
 

だ
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
 
 

一
．
 
 

ま
ず
、
『
甚
忍
記
三
の
予
告
、
す
な
わ
ち
、
そ
の
書
名
、
仁
こ
表
・
礼
・
智
・
信
の
五
常
に
よ
る
部
立
、
「
人
は
一
代
名
は
末
代
」
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い
う
傍
題
か
ら
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
内
容
の
も
の
と
推
定
で
き
る
か
、
と
い
う
点
か
ら
考
え
て
み
よ
う
。
 
 
 

野
間
光
辰
氏
は
、
「
一
体
『
甚
忍
記
』
 
と
い
う
書
名
は
、
意
味
が
あ
る
や
う
で
な
い
や
う
な
、
頗
る
響
の
悪
い
そ
し
て
落
着
の
な
 
 

い
書
名
で
あ
る
」
 
（
「
西
鶴
と
『
堪
忍
記
』
（
上
）
」
、
国
語
国
文
・
昭
和
1
7
年
1
2
月
号
）
と
い
わ
れ
、
そ
の
書
名
が
浅
井
了
意
の
『
堪
忍
 
 

記
』
の
も
じ
り
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
そ
の
通
り
で
あ
る
。
し
か
し
、
書
名
が
も
じ
り
で
あ
る
と
は
い
っ
て
 
 

も
、
そ
の
内
容
を
推
定
す
る
こ
と
ば
容
易
で
は
な
い
。
と
い
う
の
は
、
兵
事
五
年
（
元
禄
元
年
）
前
後
の
西
鶴
が
、
『
新
長
者
教
』
（
『
永
 
 

代
蔵
』
副
題
）
『
新
可
実
記
』
『
本
朝
桜
陰
比
事
』
と
い
う
、
先
行
作
品
の
書
名
を
も
じ
っ
た
書
名
の
作
品
を
書
き
、
仮
名
草
子
類
へ
 
 

の
対
抗
意
識
を
書
名
に
あ
ら
わ
し
て
は
い
て
も
、
そ
の
内
容
に
お
い
て
、
先
行
者
の
直
接
的
な
影
響
や
も
じ
り
を
見
る
こ
と
は
ほ
と
 
 

（
ヰ
）
 
 

ん
ど
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
む
し
ろ
『
桜
陰
比
事
』
が
『
葉
陰
比
事
』
の
内
容
を
意
識
的
に
避
け
て
い
る
が
ご
と
く
で
あ
り
、
『
新
 
 

可
実
記
』
の
説
話
の
内
容
に
『
可
笑
記
』
が
影
を
落
し
て
い
な
い
こ
と
を
思
え
ば
、
『
堪
忍
記
』
を
書
名
の
上
で
も
じ
っ
た
 
『
甚
忍
 
 

記
』
の
内
容
を
『
堪
忍
記
』
の
説
話
か
ら
推
測
す
る
こ
と
は
難
か
し
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
同
じ
了
意
の
『
大
便
二
十
四
孝
』
と
 
 

い
う
書
名
を
も
じ
っ
た
『
本
朝
l
t
十
不
孝
』
（
貞
宰
三
年
十
一
月
刊
）
の
場
合
に
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
内
容
的
な
関
連
を
考
え
る
必
 
 

要
の
な
い
も
の
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
ま
た
、
仮
に
『
甚
忍
記
』
の
み
は
特
殊
で
『
堪
忍
記
』
と
内
容
的
な
関
連
を
持
つ
と
い
う
仮
 
 

説
の
上
で
考
え
る
と
し
て
も
、
西
鶴
が
先
行
作
品
を
受
容
・
改
変
す
る
時
の
自
在
な
方
法
や
姿
勢
を
考
慮
し
た
時
、
『
甚
忍
記
』
の
 
 

内
容
を
『
堪
忍
記
』
か
ら
想
定
ナ
る
こ
と
は
不
可
能
に
近
い
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
、
書
名
が
『
堪
忍
記
』
の
も
じ
り
で
あ
 
 

る
と
は
い
え
、
現
在
そ
の
内
容
を
『
堪
忍
記
』
の
内
容
と
結
び
つ
け
て
推
測
す
る
手
が
か
り
は
ほ
と
ん
ど
な
い
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
 
 

い
の
で
あ
る
。
 
 
 

し
か
し
、
『
甚
忍
記
』
と
は
、
確
か
に
「
頗
る
響
の
寒
い
そ
し
て
落
着
か
な
い
書
名
」
で
あ
る
。
『
堪
忍
記
』
に
対
抗
し
て
新
し
い
 
 

作
品
を
書
こ
う
と
す
る
西
鶴
の
意
図
は
明
ら
か
で
は
あ
っ
て
も
、
『
甚
忍
記
』
が
、
前
述
の
『
新
可
実
記
』
『
桜
陰
比
事
』
等
に
対
し
 
 

て
落
ち
着
か
な
い
書
名
で
あ
る
こ
と
も
確
か
で
あ
る
。
「
甚
忍
」
が
、
「
ひ
ど
く
我
慢
す
る
」
 
「
じ
っ
と
た
え
忍
ぷ
」
く
ら
い
の
意
味
 
 

で
あ
り
、
そ
れ
が
「
堪
忍
」
 
以
上
に
 
「
忍
」
 
を
強
調
し
ょ
う
と
し
て
造
ら
れ
た
言
葉
で
あ
る
こ
と
は
簡
単
に
推
測
出
来
る
が
、
「
甚
 
 

忍
」
と
は
成
語
と
し
て
も
熟
し
て
い
な
い
言
葉
の
よ
う
で
あ
る
。
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5
 
 
が
、
そ
の
熟
さ
ぬ
言
葉
を
あ
え
て
用
い
、
『
堪
忍
記
』
の
説
く
五
首
に
な
ら
っ
て
そ
れ
を
仁
義
礼
智
信
の
五
部
に
分
け
、
「
人
は
一
 
 

代
名
は
末
代
」
と
傍
題
し
た
予
告
を
見
る
時
、
そ
こ
に
西
鶴
の
何
ら
か
の
意
図
が
感
じ
と
れ
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
、
そ
こ
か
ら
 
 
 

『
甚
忍
記
』
の
内
容
に
対
す
る
何
ら
か
の
推
測
の
辛
が
か
り
は
得
ら
れ
ぬ
で
あ
ろ
う
か
。
 
 
 

私
は
、
そ
こ
に
見
ら
れ
る
西
鶴
の
意
図
を
以
下
の
よ
う
に
考
え
る
。
仁
義
礼
智
信
の
五
常
が
、
儒
学
に
お
い
て
こ
の
世
で
体
す
べ
 
 

き
理
想
の
理
念
で
あ
り
徳
目
で
あ
る
こ
と
は
云
う
ま
で
も
な
い
。
そ
れ
を
実
践
す
れ
ば
、
「
人
は
一
代
」
で
あ
っ
て
も
「
名
は
末
代
L
 
 

に
残
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
が
、
そ
れ
を
こ
の
世
に
お
い
て
実
践
す
る
に
は
、
単
な
る
 
「
堪
忍
」
 
く
ら
い
で
は
足
り
ザ
、
「
甚
忍
」
が
 
 

必
要
と
さ
れ
る
。
西
鶴
は
、
近
世
封
建
社
会
の
理
想
と
す
る
徳
目
の
実
践
が
、
常
に
 
「
甚
忍
L
と
い
う
苦
痛
を
経
過
し
な
け
れ
ば
行
 
 

い
え
な
い
こ
と
、
了
意
の
よ
う
に
そ
ら
ぞ
ら
し
く
「
堪
忍
」
を
説
い
て
五
常
の
実
慮
を
教
訓
し
て
も
何
の
意
味
も
面
白
味
も
な
い
こ
 
 

と
を
実
感
し
っ
つ
、
あ
え
て
「
甚
忍
」
 
の
語
を
え
ら
び
と
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
 
 
 

ま
た
、
忍
が
、
近
世
封
建
社
会
を
生
き
る
生
活
の
智
恵
と
し
て
最
も
必
要
と
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
ば
云
う
ま
で
も
な
い
。
そ
 
 

れ
は
、
『
堪
忍
記
』
が
幅
広
い
階
層
や
身
分
の
人
々
の
 
「
堪
忍
」
 
を
説
い
て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
町
人
の
み
な
ら
 
 

ず
武
家
に
も
共
通
し
て
云
え
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
ふ
た
た
び
云
え
ば
、
五
常
の
実
践
、
理
想
の
モ
ラ
ル
を
実
行
す
る
時
、
人
 
 

は
甚
忍
を
要
請
さ
れ
る
。
と
同
時
に
、
肩
肱
張
っ
て
甚
忍
す
る
五
官
の
実
慮
者
は
、
現
実
の
社
会
で
モ
ラ
ル
が
常
に
理
想
で
し
か
な
 
 

い
時
、
か
り
に
「
名
は
末
代
」
で
あ
っ
て
も
そ
の
社
会
か
ら
疎
外
さ
れ
、
時
に
現
実
と
葛
藤
を
生
じ
、
と
り
あ
げ
る
に
足
る
話
の
種
 
 

と
な
る
。
私
は
、
五
常
を
部
立
と
し
た
作
品
の
題
名
が
、
単
な
る
「
堪
忍
」
 
で
は
な
く
「
甚
忍
」
 
で
あ
る
こ
と
に
、
西
鶴
の
い
さ
さ
 
 

か
皮
肉
な
視
点
の
存
在
を
見
、
同
時
に
、
『
甚
忍
記
』
 
な
る
書
名
で
作
品
を
書
こ
う
と
す
る
西
鶴
の
意
図
を
そ
の
点
に
見
定
め
得
る
 
 

の
で
は
い
か
、
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
 
 
 

が
、
そ
れ
に
し
て
も
、
五
常
を
部
立
と
し
て
『
甚
忍
記
』
と
題
す
る
こ
の
書
は
、
思
え
ば
便
利
な
春
名
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
 
 

こ
の
世
を
生
き
る
人
間
の
行
為
を
種
と
し
た
咄
は
、
ほ
と
ん
ど
仁
義
礼
智
信
の
い
ず
れ
か
に
関
係
す
る
も
の
と
し
て
分
類
で
き
る
で
 
 

あ
ろ
う
し
、
そ
れ
ら
の
実
践
に
は
、
何
ら
か
の
意
味
で
甚
忍
が
と
も
な
う
と
い
え
そ
う
だ
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
五
常
の
都
立
 
 

を
持
つ
『
甚
忍
記
』
と
い
う
書
名
は
、
西
鶴
が
何
を
書
い
て
も
そ
の
中
に
お
さ
め
う
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
た
と
え
、
五
常
の
道
に
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反
し
、
甚
忍
せ
ざ
る
行
為
の
場
合
で
あ
っ
て
も
、
『
二
十
不
孝
』
の
ご
と
く
、
そ
れ
ら
が
天
罰
を
う
け
る
形
の
話
に
し
て
し
ま
え
ば
、
 
 

『
甚
忍
記
』
と
い
う
書
名
に
不
似
合
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
そ
れ
は
、
町
人
で
も
武
家
で
も
、
好
色
生
 
 

活
で
も
経
済
生
活
で
も
と
り
あ
げ
る
こ
と
の
で
き
る
書
名
で
あ
る
。
す
で
に
、
『
二
十
不
孝
』
 
『
懐
硯
』
 
『
永
代
蔵
』
な
ど
を
書
き
終
 
 

え
、
様
々
な
世
界
に
触
手
を
の
ば
し
て
い
る
貞
享
四
年
下
半
期
の
西
鶴
に
と
っ
て
、
こ
れ
は
ま
さ
に
融
通
無
碍
な
書
名
で
あ
り
、
何
 
 

を
書
い
て
も
そ
の
名
で
出
せ
る
合
切
袋
的
な
も
の
だ
っ
た
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
故
に
、
生
前
刊
行
の
作
品
に
は
唯
一
で
 
 

あ
る
刊
行
予
告
が
、
『
永
代
蔵
』
巻
末
に
か
か
げ
ら
れ
る
こ
と
に
も
な
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
 
 
 

私
は
今
、
一
応
以
上
の
よ
う
な
推
測
を
行
っ
て
は
い
る
が
、
こ
れ
で
は
あ
ま
り
に
漠
然
と
し
て
い
て
と
ら
え
所
が
な
い
こ
と
も
明
 
 

ら
か
で
あ
る
。
予
告
か
ら
そ
の
作
品
の
意
図
を
お
ぼ
ろ
げ
に
推
測
で
き
た
に
し
て
も
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
内
容
で
も
と
り
こ
め
る
 
 

も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
実
態
は
不
明
と
し
か
云
い
よ
う
が
な
い
。
前
述
の
二
つ
の
予
告
の
存
在
か
ら
、
『
甚
忍
記
』
は
、
兵
 
 

事
四
年
未
に
は
と
も
か
く
か
な
り
の
分
量
の
作
品
と
な
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
、
ま
た
、
翌
年
五
月
の
段
階
で
は
八
冊
本
と
し
て
 
 

す
ぐ
に
で
も
出
版
で
き
る
だ
け
の
ま
と
ま
り
を
持
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
推
測
で
き
る
が
、
そ
の
内
容
は
、
仁
義
礼
智
信
の
い
 
 

ず
れ
か
と
関
わ
り
を
持
ち
、
「
堪
忍
・
甚
忍
L
 
に
ま
つ
わ
る
話
題
を
含
ん
で
い
る
も
の
で
あ
ろ
う
と
い
う
推
定
が
で
き
る
の
み
な
の
 
 

で
あ
る
。
 
 
 

と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
な
『
甚
忍
記
』
が
、
出
版
さ
れ
て
い
な
い
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
、
ど
う
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
 
 
 

未
刊
の
ま
ま
、
現
在
は
消
え
て
し
ま
っ
て
い
る
と
い
う
推
測
も
可
能
で
あ
る
。
と
同
時
に
、
西
鶴
は
、
『
甚
忍
記
』
の
予
告
後
、
 
 

元
禄
初
年
に
は
、
後
に
触
れ
る
数
編
の
作
品
を
出
刊
し
て
お
り
、
没
後
の
遺
稿
集
も
五
部
刊
行
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
そ
の
中
に
と
り
 
 

入
れ
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
推
定
も
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
、
前
者
の
立
場
で
は
立
論
は
不
可
能
だ
か
ら
、
私
も
ま
 
 

た
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
と
同
じ
く
後
者
の
立
場
で
考
え
て
行
く
よ
り
仕
方
が
な
い
よ
う
で
あ
る
。
 
 
 

従
っ
て
、
『
甚
忍
記
』
と
は
何
か
、
を
考
え
る
た
め
に
は
、
三
つ
の
仮
定
の
上
に
立
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
①
 
 

『
甚
翠
記
』
は
出
刊
さ
れ
て
い
な
い
、
②
出
刊
は
さ
れ
な
か
っ
た
が
か
な
り
の
ま
と
ま
り
と
分
量
の
あ
る
草
稿
が
存
在
し
た
、
⑨
そ
 
 

れ
は
現
在
知
ら
れ
て
い
る
作
品
の
中
に
と
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
、
と
い
う
仮
定
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
仮
定
が
重
な
れ
ば
重
な
る
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程
、
そ
の
上
に
立
つ
立
論
は
不
確
か
な
も
の
に
な
っ
て
行
か
ざ
る
を
え
な
い
が
、
現
在
の
所
、
こ
の
三
つ
の
仮
定
を
否
定
す
る
確
証
 
 

は
な
い
。
そ
れ
故
、
さ
し
あ
た
り
は
、
こ
の
仮
定
の
上
に
立
っ
て
論
を
進
め
て
行
く
よ
り
仕
方
が
な
い
よ
う
で
あ
る
。
 
 

三
 
 

以
上
の
よ
う
に
、
三
つ
の
仮
定
の
上
に
立
ち
、
非
常
に
漠
然
と
し
た
も
の
と
し
か
そ
の
内
容
を
推
定
で
き
な
い
は
ず
で
あ
る
に
も
 
 

か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
点
に
注
意
が
は
ら
わ
れ
る
こ
と
も
な
く
、
『
甚
忍
記
』
 
と
は
何
か
と
い
う
問
題
は
、
こ
れ
ま
で
す
こ
ぶ
る
簡
単
 
 

に
解
決
さ
れ
て
来
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
『
甚
忍
記
』
は
、
元
禄
七
年
刊
の
遺
稿
集
『
西
鶴
織
留
』
（
と
り
わ
け
、
そ
の
巻
一
、
二
の
 
 

『
本
朝
町
人
鑑
』
と
傍
題
さ
れ
た
部
分
を
中
心
に
し
た
も
の
）
で
あ
る
と
い
う
仮
説
が
行
わ
れ
、
野
間
氏
の
前
出
論
文
で
確
定
さ
れ
た
 
 

か
の
観
を
呈
し
、
そ
れ
が
通
説
化
し
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
通
説
に
は
、
い
く
つ
か
の
根
拠
が
あ
る
。
 
 

し
か
し
、
そ
の
根
拠
と
さ
れ
る
も
の
、
ま
た
、
根
拠
と
し
て
と
り
た
て
て
云
わ
れ
な
い
に
し
て
も
通
説
を
承
認
す
る
拠
り
所
と
な
っ
 
 

て
い
る
も
の
ほ
、
大
き
く
見
て
、
次
の
四
つ
の
誤
解
か
ら
生
ま
れ
て
来
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
 
 
 

ま
ず
第
一
点
は
、
『
甚
忍
記
』
の
予
告
が
、
『
永
代
蔵
』
の
巻
末
に
あ
っ
た
こ
と
か
ら
生
ま
れ
た
誤
解
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
 
 

こ
と
が
、
『
甚
忍
記
』
は
町
人
物
的
作
品
と
い
う
印
象
を
何
と
な
く
与
え
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
前
述
の
よ
う
に
、
そ
の
書
名
や
部
立
 
 

の
あ
り
方
か
ら
見
て
も
、
ま
た
、
貞
享
四
年
か
ら
貞
享
五
年
（
元
禄
元
年
）
に
か
け
て
の
西
鶴
の
創
作
活
動
の
推
移
か
ら
見
て
も
、
そ
 
 

の
全
体
が
町
人
物
的
作
品
で
あ
る
と
い
う
可
能
性
は
む
し
ろ
少
い
は
ず
で
あ
る
。
 
 
 

第
二
点
ほ
、
『
永
代
蔵
』
以
後
の
西
鶴
の
創
作
活
動
が
、
好
色
物
1
武
家
物
1
町
人
物
と
い
う
型
で
西
鶴
作
品
を
と
ら
え
る
や
や
 
 

俗
説
的
な
通
説
に
わ
ざ
わ
い
さ
れ
て
、
も
つ
ば
ら
町
人
物
を
中
心
に
論
じ
ら
れ
て
来
た
た
め
に
生
じ
た
誤
解
で
あ
る
。
し
か
し
、
周
 
 

知
の
よ
う
に
、
貞
享
五
年
ま
で
の
西
鶴
の
創
作
活
動
の
中
心
が
、
む
し
ろ
町
人
物
以
外
の
作
品
で
あ
る
こ
と
は
、
そ
の
創
作
年
表
を
 
 

t
見
す
れ
ば
明
ら
か
で
あ
る
。
元
禄
二
年
以
後
、
お
そ
ら
く
は
そ
の
病
気
な
ど
に
よ
っ
て
、
素
材
集
収
の
努
力
を
要
さ
な
い
、
身
近
 
 

な
見
開
を
中
心
に
し
た
作
品
を
書
き
始
め
る
こ
と
に
な
る
の
は
確
か
で
あ
る
が
、
『
甚
忍
記
』
 
を
書
い
て
い
る
と
思
わ
れ
る
時
期
の
 
 
 



史
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四
 
 

こ
こ
で
思
い
起
さ
れ
る
の
は
、
宗
政
五
十
緒
氏
「
西
鶴
後
期
諸
作
品
成
立
考
」
 
（
国
文
学
論
叢
・
第
1
0
帝
、
後
『
西
鶴
の
研
究
』
 
 

に
所
収
）
で
あ
る
。
こ
の
論
考
は
、
昭
和
3
7
年
1
2
月
に
発
表
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
氏
は
そ
こ
で
、
『
甚
忍
記
』
の
解
体
と
い
う
 
 

仮
説
を
出
さ
れ
、
結
論
的
に
は
、
以
下
の
よ
う
な
表
を
示
さ
れ
る
。
 
 
 

西
鶴
が
、
町
人
物
的
な
作
品
の
み
を
書
き
、
そ
の
中
に
収
録
し
よ
う
と
し
た
と
考
え
る
こ
と
ば
出
来
な
い
。
 
 
 

第
三
点
は
、
『
甚
忍
記
』
と
い
う
書
名
や
五
常
の
都
立
が
、
前
述
の
よ
う
に
融
通
鉦
州
碍
の
も
の
で
あ
る
が
故
に
、
『
絞
留
』
の
い
く
 
 

つ
か
の
章
が
五
常
の
ど
れ
か
を
書
い
た
も
の
と
分
析
出
来
た
た
め
に
生
じ
た
誤
解
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
私
も
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
 
 

『
甚
忍
記
』
と
し
て
書
か
れ
た
作
品
の
い
く
つ
か
が
 
『
笛
留
』
 
に
編
入
さ
れ
た
と
考
え
る
が
、
五
常
の
ど
れ
か
を
書
い
て
い
る
故
に
 
 

『
甚
忍
記
』
の
一
つ
と
い
う
い
い
方
を
す
れ
ば
、
ど
ん
な
作
品
で
も
仁
義
礼
智
信
の
ど
れ
か
を
書
こ
う
と
し
た
も
の
と
こ
じ
つ
け
る
 
 

こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
も
な
い
か
ら
、
後
で
問
題
と
す
る
よ
う
に
、
『
総
官
』
だ
け
が
『
甚
忍
記
』
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
は
出
来
な
 
 

く
な
る
は
ず
で
あ
る
。
 
 
 

第
四
点
は
、
『
堪
忍
記
』
と
関
わ
り
を
持
つ
と
見
ら
れ
る
点
が
『
耗
留
』
 
の
一
部
に
存
す
る
こ
と
か
ら
生
じ
た
誤
解
で
あ
る
。
確
 
 

か
に
そ
の
影
響
の
見
ら
れ
る
作
品
が
後
述
の
よ
う
に
い
く
つ
か
あ
る
が
、
そ
の
こ
と
と
『
織
留
』
全
体
と
が
結
び
つ
か
な
い
こ
と
ほ
 
 

云
う
ま
で
も
な
い
。
何
故
な
ら
、
『
織
留
』
は
一
作
品
で
あ
っ
た
の
で
は
な
く
、
後
述
の
よ
う
に
四
つ
の
系
統
の
草
稿
を
編
成
し
て
 
 

い
る
と
見
ら
れ
る
徴
表
を
示
し
て
い
る
か
ら
で
あ
り
、
ま
た
、
『
堪
忍
記
』
の
影
響
と
見
れ
ば
見
ら
れ
る
部
分
は
、
『
織
留
』
以
外
の
 
 

（
5
）
 
 

作
品
に
も
多
く
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
 
 
 

以
上
の
よ
う
な
点
か
ら
私
は
、
『
甚
忍
記
』
す
な
わ
ち
『
織
留
』
 
（
と
り
わ
け
、
そ
の
巻
一
、
二
の
『
本
朝
町
人
鑑
』
の
部
分
）
と
 
 

す
る
通
説
は
認
め
が
た
い
と
考
え
る
。
が
、
そ
れ
で
は
、
『
甚
忍
記
』
と
は
何
か
、
何
で
あ
っ
た
の
か
は
、
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
 
 

く
べ
き
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
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1
『
世
の
人
心
』
の
う
ち
 
 
 

私
は
、
す
で
に
論
じ
て
来
た
よ
う
に
、
も
し
『
甚
忍
記
』
が
出
版
さ
れ
て
お
ら
ず
、
か
な
り
の
ま
と
ま
り
を
持
ち
、
現
在
知
ら
れ
 
 

て
い
る
作
品
中
に
時
に
は
形
を
変
え
て
収
録
さ
れ
て
い
る
、
と
い
う
三
つ
の
仮
定
の
上
に
立
っ
て
考
え
る
と
す
れ
ば
、
『
甚
忍
記
』
 
 

即
『
織
留
』
と
す
る
見
方
は
誤
っ
て
い
る
と
思
う
の
で
、
こ
の
宗
政
氏
の
所
説
は
、
す
こ
ぶ
る
魅
力
的
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
所
 
 

説
が
発
表
さ
れ
て
十
数
年
が
経
過
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
現
在
ま
で
の
所
、
積
極
的
な
賛
成
の
声
も
反
対
の
声
も
聞
か
れ
 
 

ず
、
『
甚
忍
記
』
即
『
織
留
』
と
い
う
通
説
は
み
じ
ろ
ぎ
も
し
な
い
か
の
ご
と
く
で
あ
る
。
そ
の
理
由
を
詮
索
す
る
必
要
は
な
い
と
 
 

思
う
の
で
こ
こ
で
は
触
れ
な
い
が
、
私
は
、
前
述
の
よ
う
な
三
つ
の
仮
定
の
上
で
考
え
る
よ
り
仕
方
が
な
い
の
が
現
状
で
あ
る
か
ぎ
 
 

り
、
宗
政
氏
の
『
甚
忍
記
』
の
解
体
と
い
う
考
え
方
は
、
第
三
葦
で
論
じ
た
誤
解
の
上
に
な
り
立
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
、
即
『
織
 
 

留
』
と
見
る
考
え
方
よ
り
も
、
は
る
か
に
説
得
力
が
あ
る
と
思
う
。
 
 
 

し
か
し
、
『
甚
忍
記
』
が
解
体
し
た
と
考
え
る
と
し
て
も
、
私
は
、
宗
政
氏
の
結
論
に
必
ず
し
も
賛
成
で
き
な
い
部
分
が
あ
る
。
 
 

例
え
ば
、
「
『
日
本
永
代
蔵
』
巻
五
・
六
の
う
ち
」
に
も
解
体
し
て
流
入
し
て
い
る
と
す
る
結
論
は
、
私
の
『
永
代
蔵
』
成
立
論
の
立
 
 

（
6
）
 
 

場
か
ら
見
て
承
服
し
が
た
い
。
 
ま
た
、
「
『
本
朝
町
人
鑑
』
の
う
ち
」
及
び
「
『
世
の
人
心
』
 
の
う
ち
」
と
さ
れ
る
結
論
は
、
後
述
の
 
 

よ
う
に
、
『
織
留
』
を
四
系
列
の
草
稿
の
取
合
せ
と
考
え
る
私
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
そ
の
大
部
分
（
と
り
わ
け
後
者
）
を
認
め
が
た
 
 

い
と
云
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
さ
ら
に
、
『
武
家
義
理
』
『
新
可
実
記
』
『
俗
つ
れ
′
丹
＼
』
 
な
ど
へ
の
流
入
を
考
え
る
場
合
に
も
、
私
の
 
 

推
測
と
は
若
干
異
な
る
推
測
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
し
、
『
本
朝
桜
陰
比
事
』
 
な
ど
へ
の
流
入
は
考
え
ら
れ
な
い
の
か
ど
う
か
、
 
 

と
い
つ
た
聞
題
も
な
し
と
し
な
い
。
 
 
 

『
甚
忍
記
』
I
 
 

1
『
日
本
永
代
蔵
』
巻
五
二
ハ
の
う
ち
 
 

1
『
武
家
義
理
物
語
』
の
う
ち
 
 

↓
『
新
可
実
記
』
の
う
ち
 
 

1
『
西
鶴
俗
つ
れ
ぐ
』
女
訓
的
三
章
 
 

1
『
本
朝
町
人
鑑
』
の
う
ち
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④⑨⑧ ①  ま
た
、
宗
政
氏
は
、
す
こ
ぶ
る
簡
略
に
示
唆
的
な
問
題
提
起
を
な
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
を
よ
り
具
体
的
に
考
え
て
み
る
こ
と
 
 

や
、
別
の
面
か
ら
の
問
題
提
起
を
行
っ
て
み
る
こ
と
も
不
可
能
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
私
は
、
第
三
章
ま
で
に
論
じ
て
来
た
 
 

結
果
、
宗
政
氏
の
『
甚
忍
記
』
の
解
体
説
に
賛
成
す
る
立
場
と
な
っ
た
訳
だ
が
、
以
下
で
は
、
宗
攻
氏
の
結
論
と
異
な
る
点
を
中
心
 
 

と
し
な
が
ら
、
『
甚
忍
記
』
と
は
何
か
を
私
な
り
の
立
場
で
考
え
て
行
く
こ
と
に
し
た
い
。
（
な
お
、
注
6
の
『
永
代
蔵
』
成
立
へ
の
 
 

私
見
が
か
り
に
誤
っ
て
い
た
と
し
て
も
、
『
甚
忍
記
』
の
・
解
体
は
、
『
永
代
蔵
』
の
原
稿
完
成
後
に
始
ま
つ
た
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
 
 

い
は
ず
で
あ
る
か
ら
、
『
永
代
蔵
』
巻
五
・
六
へ
の
流
入
と
い
う
考
え
方
は
無
理
で
あ
る
と
思
う
。
私
は
、
『
甚
忍
記
』
は
、
貞
孝
四
 
 

年
十
月
頃
ま
で
は
『
甚
忍
記
』
と
し
て
ま
と
ま
っ
て
い
た
と
考
え
る
の
で
、
宗
政
氏
の
所
説
の
う
ち
『
永
代
蔵
』
に
関
連
す
る
点
に
 
 

つ
い
て
は
、
本
稿
で
触
れ
る
こ
と
を
避
け
て
お
く
）
。
 
 

五
 
 

私
は
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
な
三
つ
の
仮
定
の
上
に
立
ち
、
そ
の
内
黍
は
自
在
で
あ
り
う
る
も
の
と
し
て
『
甚
忍
記
』
を
考
え
て
 
 

い
る
q
と
す
れ
ば
、
か
ぃ
『
甚
忍
記
』
の
た
め
に
善
か
れ
た
も
の
は
、
貞
享
五
年
か
ら
元
禄
二
年
に
か
け
て
出
刊
さ
れ
た
作
品
、
及
 
 

び
、
そ
の
時
期
に
執
筆
さ
れ
た
と
推
定
さ
れ
る
が
出
刊
さ
れ
ず
、
残
後
遺
稿
集
に
収
録
さ
れ
た
作
品
の
中
に
収
録
さ
れ
い
る
こ
と
に
 
 

な
る
。
従
っ
て
当
面
は
、
そ
れ
ら
の
作
品
の
す
べ
て
を
い
ぃ
『
甚
忍
記
』
と
し
て
書
か
れ
た
可
能
性
の
あ
る
も
の
と
し
て
検
証
し
て
 
 

み
る
必
要
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。
 
 
 

ま
ず
、
『
永
代
蔵
』
以
後
元
禄
二
年
ま
で
に
刊
行
さ
れ
た
西
鶴
作
品
を
左
に
か
か
げ
て
み
よ
う
。
 
 

『
武
家
義
理
物
語
』
 
貞
享
五
年
二
月
刊
 
 

『
嵐
無
常
物
語
』
 
 
同
年
三
月
刊
 
 

『
色
里
三
所
世
帯
』
 
同
年
六
月
刊
 
 

『
好
色
盛
衰
記
』
 
 
同
年
九
月
以
前
刊
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同
年
十
一
月
刊
 
 
 

⑤
 
『
新
可
笑
記
』
 
 

元
禄
二
年
一
月
刊
 
 
 

⑥
 
『
一
日
玉
鉾
』
 
 

⑦
 
『
本
朝
桜
陰
比
事
』
 
 
同
年
一
月
刊
 
 

以
上
で
あ
る
。
右
の
外
、
元
禄
二
年
三
月
刊
の
積
貝
捨
著
作
『
新
吉
原
常
々
草
』
に
西
鶴
は
、
一
代
男
世
之
助
の
匿
名
で
戯
注
を
加
 
 

え
、
板
下
・
挿
絵
の
筆
を
と
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
を
今
問
題
に
す
る
必
要
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
右
の
う
ち
、
明
ら
か
に
も
と
 
 

『
甚
忍
記
』
 
で
あ
っ
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
作
品
、
『
甚
忍
記
』
 
と
の
関
わ
り
を
想
定
す
る
こ
と
に
は
問
題
の
あ
る
作
品
が
あ
る
。
 
 

⑨
 
の
『
嵐
無
常
物
語
』
は
、
貞
享
四
年
末
に
自
ら
命
を
断
っ
た
人
気
役
者
嵐
三
郎
四
郎
の
追
善
物
語
と
し
て
急
拠
出
刊
さ
れ
た
も
 
 

の
で
あ
り
、
ま
た
⑥
の
『
一
目
玉
鉾
』
は
地
誌
の
性
格
を
持
つ
も
の
だ
か
ら
、
そ
の
内
容
か
ら
見
て
『
甚
忍
記
』
と
は
何
の
関
わ
り
 
 

も
な
い
と
見
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
③
の
『
色
里
三
所
世
帯
』
も
、
浮
世
の
外
右
衛
門
を
主
人
公
に
し
た
長
編
的
趣
向
を
全
体
に
備
え
 
 

て
お
り
、
今
、
除
外
し
て
も
問
題
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
④
の
 
『
好
色
盛
衰
記
』
 
は
、
好
色
生
活
を
と
り
あ
げ
な
が
ら
時
に
 
 

「
堪
忍
」
と
関
わ
り
を
持
ち
、
詣
の
内
容
に
よ
っ
て
は
、
五
常
の
ど
れ
か
と
か
か
わ
り
を
持
た
せ
う
る
作
品
を
も
収
載
し
て
い
る
。
 
 

し
か
し
、
同
書
の
現
存
本
の
刊
記
は
「
貞
享
五
年
」
と
の
み
あ
り
、
同
年
九
月
三
十
日
に
改
元
さ
れ
て
「
元
禄
L
と
な
る
故
に
同
年
 
 

九
月
以
前
の
刊
行
と
推
定
さ
れ
は
す
る
も
の
の
、
同
年
一
月
で
あ
る
可
能
性
も
な
し
と
し
な
い
。
と
す
れ
ば
、
同
書
は
、
『
甚
忍
記
』
 
 

が
『
甚
忍
記
』
と
し
て
刊
行
を
予
定
し
て
い
る
段
階
で
す
で
に
書
き
上
げ
ら
れ
て
い
た
と
も
考
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
か
ら
、
『
甚
忍
 
 

記
』
と
の
関
わ
り
を
云
う
こ
と
は
出
来
な
く
な
る
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
、
問
題
の
あ
る
こ
と
は
承
知
し
て
い
る
が
、
以
下
で
は
『
好
 
 

色
盛
衰
記
』
に
触
れ
る
こ
と
を
避
け
て
お
き
た
い
。
 
 
 

以
上
、
注
記
を
加
え
る
形
に
な
っ
た
が
、
結
局
、
『
甚
忍
記
』
と
の
関
わ
り
を
検
証
す
べ
き
西
鶴
生
前
の
作
品
は
、
当
面
 
『
武
家
 
 

義
瑠
物
語
』
『
新
可
笑
記
』
『
本
朝
桜
陰
比
事
』
の
三
作
品
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
 
 

一
方
、
五
部
の
遺
稿
集
の
場
合
、
そ
の
執
筆
時
期
の
確
定
は
簡
単
で
は
な
い
が
、
元
禄
六
年
冬
刊
の
『
西
鶴
置
土
産
』
は
最
晩
年
 
 

の
元
禄
五
、
六
年
の
執
筆
、
元
禄
十
二
年
刊
の
『
西
鶴
名
残
の
友
』
は
、
元
禄
三
、
四
年
以
後
の
執
筆
と
い
う
通
説
に
従
っ
て
よ
い
 
 

で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
元
禄
九
年
刊
の
q
」
萬
の
文
反
古
』
は
執
筆
時
期
に
問
題
が
あ
る
が
、
約
半
数
は
貞
幸
三
、
四
年
、
残
り
の
半
 
 
 



史
 
 

理
 
 

脇
 
 

谷
 
 

（
8
）
 
 

（
7
）
 
 

数
は
元
禄
二
～
四
年
と
い
う
推
定
を
私
は
行
な
い
、
そ
の
元
禄
期
の
作
は
、
書
き
下
し
と
考
え
て
よ
い
と
思
う
の
で
、
今
、
『
甚
忍
 
 

記
』
と
の
直
接
的
な
関
わ
り
を
考
え
て
み
る
必
要
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
、
今
検
証
を
必
要
と
す
る
の
は
、
こ
れ
ま
で
も
『
甚
 
 

忍
記
』
 
と
の
関
連
が
云
々
さ
れ
る
元
禄
七
年
刊
の
 
『
西
鶴
織
留
』
、
後
述
す
る
よ
う
に
執
筆
時
期
を
異
に
す
る
と
思
わ
れ
る
草
稿
を
 
 

取
り
合
せ
て
一
書
に
し
た
と
推
定
さ
れ
る
元
禄
八
年
刊
の
『
西
鶴
俗
つ
れ
′
＼
』
で
あ
る
。
 
 
 

以
下
、
私
は
、
こ
の
五
部
の
作
品
を
対
象
と
し
て
論
を
進
め
て
行
く
が
、
ま
ず
、
宗
政
氏
の
所
説
と
少
し
く
見
解
を
真
に
す
る
と
 
 

（
9
）
 
 

思
わ
れ
る
遺
稿
集
の
方
か
ら
問
題
に
し
て
行
く
こ
と
に
し
た
い
。
 
 

六
 
 

『
西
鶴
織
留
』
は
、
従
来
「
本
朝
町
人
鑑
L
と
 
「
世
の
人
心
」
 
と
の
二
つ
の
未
完
の
草
稿
が
取
り
合
わ
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
出
 
 

刊
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
て
来
て
い
る
。
し
か
し
、
団
水
の
序
を
素
直
に
信
ず
る
そ
の
考
え
方
に
は
、
団
水
序
を
欠
き
『
織
留
』
 
 

（
1
D
）
 
 

全
体
に
 
「
世
の
人
心
」
 
の
傍
題
を
付
す
る
原
刻
本
と
も
称
す
べ
き
も
の
が
出
現
し
た
現
在
、
問
題
が
あ
る
こ
と
も
明
ら
か
で
あ
る
。
 
 

以
下
に
記
す
『
織
留
』
の
草
稿
を
め
ぐ
っ
て
の
仮
説
は
、
か
つ
て
「
『
西
鶴
織
留
』
を
め
ぐ
る
二
、
三
の
問
題
口
」
 
（
跡
見
学
園
女
子
 
 

大
学
紀
要
・
第
9
号
）
に
お
い
て
詳
説
し
た
こ
と
が
あ
る
の
で
、
こ
こ
で
は
、
そ
の
結
論
の
み
を
記
し
て
お
く
。
 
 
 

西
鶴
が
、
元
禄
二
年
の
正
月
刊
行
を
期
し
て
『
本
朝
町
人
鑑
』
し
L
い
う
作
品
を
書
こ
う
と
し
、
そ
の
草
稿
が
可
織
留
』
に
収
録
さ
 
 

れ
て
い
る
こ
と
は
、
同
書
巻
二
の
一
「
保
津
川
の
な
が
れ
山
崎
の
長
者
」
 
の
冒
頭
が
「
本
朝
は
天
照
大
神
元
年
よ
り
今
元
禄
二
年
の
 
 

初
春
ま
で
…
・
‥
」
と
始
ま
り
、
「
…
＝
■
是
皆
町
人
の
中
の
町
人
鑑
と
い
へ
り
」
 
と
続
く
文
章
で
あ
り
、
本
章
が
 
『
町
人
鑑
』
巻
頭
の
 
 

一
章
と
し
て
書
か
れ
た
も
の
と
見
ら
れ
る
点
か
ら
も
確
実
で
あ
る
。
し
か
し
、
『
織
留
』
巻
一
、
二
の
中
で
、
間
違
い
な
く
『
町
人
 
 

鑑
』
で
あ
る
と
見
ら
れ
る
章
は
、
本
章
（
二
の
こ
の
ほ
か
巻
二
の
二
が
あ
る
の
み
で
あ
る
。
ま
た
、
『
町
人
鑑
』
 
で
あ
る
こ
と
が
明
 
 

白
な
こ
の
二
章
が
『
戚
留
』
の
冒
頭
に
置
か
れ
な
か
っ
た
の
は
、
始
め
、
『
織
留
』
が
、
「
世
の
人
心
」
と
い
う
傍
題
で
統
一
し
て
出
 
 

刊
さ
れ
よ
う
と
し
た
か
ら
だ
と
推
定
で
き
る
。
と
も
あ
れ
、
『
町
人
鑑
』
 
と
し
て
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
の
明
白
な
こ
の
二
幸
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が
、
『
甚
忍
記
』
と
し
て
書
か
れ
た
も
の
で
な
い
こ
と
は
云
う
ま
で
も
な
い
。
 
 

一
方
、
元
禄
一
～
三
年
の
頃
、
西
鶴
が
「
世
の
人
心
」
と
題
す
る
作
品
の
一
部
を
書
き
、
そ
れ
が
『
織
留
』
に
収
録
さ
れ
、
同
書
 
 

巻
三
の
一
1
四
の
一
と
な
っ
て
い
る
こ
と
は
、
そ
の
書
き
方
や
内
容
か
ら
見
て
確
実
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
の
書
名
を
確
実
に
推
定
す
 
 

ー
〓
∵
 
 

る
こ
と
は
出
来
な
い
が
、
巻
四
の
二
～
巻
大
の
四
ま
で
の
九
章
は
、
何
ら
か
の
職
業
に
ま
つ
わ
る
話
を
各
章
の
素
材
と
し
て
随
想
風
 
 

な
話
の
展
開
を
行
い
、
さ
ら
に
「
世
の
人
心
」
と
い
う
作
品
と
す
る
た
め
の
強
調
が
行
な
わ
れ
て
い
な
い
点
か
ら
み
て
、
一
つ
の
ま
 
 

と
ま
り
を
持
っ
た
別
の
草
稿
群
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
従
っ
て
、
前
者
は
あ
く
ま
で
も
「
世
の
人
心
」
と
し
て
善
か
れ
た
も
の
 
 

で
あ
っ
て
『
甚
忍
記
』
で
は
あ
り
え
ず
、
後
者
は
、
こ
の
段
階
で
『
甚
忍
記
』
で
あ
っ
た
こ
と
の
可
能
性
を
否
定
は
で
き
な
い
が
、
 
 

そ
の
内
容
か
ら
考
え
て
注
1
1
で
推
定
す
る
よ
う
な
名
称
の
作
品
と
し
て
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
と
見
た
方
が
い
い
よ
う
で
あ
る
。
ま
 
 

た
、
『
織
留
』
三
～
六
に
収
録
さ
れ
た
作
品
の
執
筆
暗
が
、
現
在
推
定
出
来
る
作
品
の
場
合
、
元
禄
二
、
三
年
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
 
 

も
、
こ
れ
ら
と
『
甚
忍
記
』
と
の
直
接
的
な
関
連
を
否
定
す
る
根
拠
と
な
し
う
る
で
あ
ろ
う
。
 
 
 

従
っ
て
、
『
織
留
』
に
お
い
て
問
題
と
な
る
の
は
、
巻
一
、
二
に
収
録
さ
れ
た
残
り
の
七
章
で
あ
る
。
今
そ
れ
ら
を
従
来
の
よ
う
 
 

に
 
「
町
人
鑑
」
と
見
う
る
か
否
か
、
も
と
『
甚
忍
記
』
で
あ
っ
た
可
能
性
は
あ
る
か
ど
う
か
と
い
う
点
を
中
心
に
し
て
、
や
や
具
体
 
 

的
に
問
題
に
し
て
み
よ
う
。
 
 

①
 
巻
一
の
一
「
津
の
国
の
か
く
れ
里
」
は
、
前
半
が
好
色
心
を
こ
ら
え
た
た
め
に
米
相
場
で
成
功
し
た
男
の
話
で
あ
り
、
後
半
は
 
 

そ
の
男
の
親
仁
の
遺
言
状
と
い
う
趣
向
の
詣
で
あ
る
。
町
人
の
成
功
讃
で
あ
り
「
町
人
鑑
」
 
の
一
章
と
も
見
ら
れ
ぬ
こ
と
は
な
 
 

い
が
、
そ
の
面
で
の
強
調
が
作
中
に
な
く
、
成
功
の
動
機
を
好
色
へ
の
堪
忍
に
置
く
点
、
『
甚
忍
記
』
の
一
部
で
あ
っ
た
可
能
 
 

性
が
考
え
ら
れ
る
。
 
 

②
 
巻
一
の
l
一
「
品
玉
と
る
種
の
松
茸
」
 
の
大
半
は
、
借
銭
故
に
苦
労
し
て
商
人
を
や
め
手
習
師
匠
に
な
る
が
、
そ
れ
も
う
ま
く
ゆ
 
 

か
ず
貧
に
苦
し
む
男
の
話
で
あ
り
、
章
末
の
五
分
の
二
程
で
そ
の
男
が
長
持
灰
を
発
明
し
て
巨
富
を
積
む
諸
に
転
じ
て
結
ぶ
。
 
 
 

一
応
は
成
功
弄
の
型
を
と
つ
て
お
り
、
「
町
人
鑑
」
の
色
彩
も
な
い
訳
で
は
な
い
と
云
え
そ
う
だ
が
、
章
末
で
と
つ
て
付
け
た
よ
 
 

う
に
そ
の
男
の
女
房
の
こ
と
を
書
き
、
「
う
き
世
帯
の
時
、
男
に
よ
く
つ
か
へ
て
堪
忍
せ
し
身
の
上
、
天
是
を
あ
は
れ
み
給
ふ
 
 
 



な
り
」
と
い
っ
た
一
文
が
置
か
れ
て
い
る
こ
と
ば
、
『
甚
忍
記
』
で
あ
っ
た
が
故
の
付
加
と
考
え
る
こ
と
も
出
来
そ
う
で
あ
る
。
 
 
 

⑨
 
巻
一
の
三
 
「
古
帳
よ
り
は
十
八
人
口
」
は
、
老
婆
が
近
年
の
生
活
ぶ
り
を
批
判
し
、
世
間
の
嫁
の
心
の
あ
り
よ
う
な
ど
を
描
く
 
 

こ
と
を
中
心
と
し
た
作
品
で
あ
り
、
「
町
人
鑑
L
的
な
色
彩
は
な
い
。
ま
た
本
章
冒
頭
の
一
節
に
は
『
堪
忍
記
』
巻
五
「
大
義
 
 

を
恩
ひ
た
つ
堪
忍
第
十
九
」
 
の
十
二
の
主
張
の
影
響
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
 
 
 

④
 
巻
一
の
四
「
所
は
近
江
蚊
屋
女
才
覚
」
は
、
近
江
蚊
屋
の
産
地
の
様
子
な
ど
を
前
半
に
、
近
江
に
通
い
商
い
を
す
る
万
屋
甚
平
 
 

と
い
う
さ
え
な
い
男
の
話
を
後
半
に
書
く
。
「
町
人
鑑
」
 
の
色
彩
が
な
い
ば
か
り
か
、
「
我
一
生
何
程
か
せ
ぎ
て
も
銀
三
百
目
よ
 
 

り
内
の
身
体
に
極
る
所
を
覚
悟
し
て
世
を
渡
り
ぬ
」
と
い
う
結
び
に
は
、
甚
忍
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
し
か
こ
の
世
を
生
き
ら
れ
 
 

ぬ
男
の
嘆
き
を
感
じ
と
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
 
 

史
 
⑤
巻
二
の
三
「
い
ま
が
世
の
く
す
の
き
分
限
」
は
、
旦
那
か
ら
資
本
を
も
ら
っ
て
両
替
店
を
開
い
た
二
人
の
手
代
の
な
り
ゆ
き
を
 
 

。
、
、
 

9（）  

旦
那
が
評
す
る
詣
で
あ
る
「
智
有
仁
有
勇
有
と
、
み
な
く
た
の
も
し
く
奉
公
を
勤
め
」
た
と
い
う
旦
那
は
「
町
人
鑑
」
 
 

と
い
え
そ
う
だ
が
、
本
章
で
こ
の
且
郡
は
評
者
の
役
割
を
果
L
て
い
る
の
み
だ
か
ら
、
そ
こ
に
、
町
人
鑑
」
 
を
書
こ
う
と
す
る
 
 

意
図
を
見
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
な
お
、
野
間
氏
は
前
出
論
文
で
、
本
章
を
『
織
留
』
が
『
甚
忍
記
』
で
あ
る
こ
と
の
根
拠
 
 

と
さ
れ
て
い
る
。
 
 

⑥
 
巻
二
の
四
「
塩
う
り
の
楽
す
け
」
は
、
金
を
拾
っ
て
返
す
正
直
な
塩
売
り
を
や
や
皮
肉
な
視
点
か
ら
見
る
医
者
を
登
場
さ
せ
 
 

て
、
当
世
の
あ
り
よ
う
を
諷
刺
す
る
と
い
っ
た
内
容
で
あ
り
、
「
町
人
鑑
」
 
の
色
彩
は
な
い
。
な
お
野
間
氏
前
出
論
文
は
、
本
 
 
 

章
を
『
堪
忍
記
』
の
影
響
作
と
さ
れ
て
い
る
。
 
 

⑦
 
巻
二
の
五
「
当
流
の
も
の
ず
き
」
は
、
江
戸
の
小
川
屋
と
い
う
塗
物
屋
が
繁
昌
し
は
じ
め
た
由
来
を
書
く
冠
章
で
あ
る
。
「
亭
 
 
 

主
正
直
な
る
を
天
の
め
ぐ
み
給
へ
る
と
見
へ
た
り
」
と
い
う
結
び
に
「
町
人
鑑
」
と
し
て
の
強
調
は
な
く
、
む
し
ろ
こ
れ
は
、
 
 

義
・
信
等
に
か
か
わ
る
点
を
話
の
中
心
と
し
よ
う
と
し
て
い
る
故
の
評
言
と
見
た
方
が
よ
さ
そ
う
で
あ
る
。
 
 
 

以
上
、
す
こ
ぶ
る
大
雑
把
に
七
草
を
通
覧
し
て
来
た
が
、
こ
れ
ま
で
「
町
人
鑑
」
と
さ
れ
て
来
た
こ
れ
ら
は
、
む
し
ろ
『
甚
忍
記
 
』
 
 

中
の
も
の
と
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
落
ち
着
き
を
う
る
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
前
述
の
よ
う
に
、
『
甚
忍
記
』
が
五
常
の
部
立
を
持
 
封
 
 
 



『甚忍記』とは何か  

っ
て
い
る
以
上
、
右
の
七
草
の
そ
れ
ぞ
れ
が
ど
の
都
立
に
入
る
話
か
を
作
品
の
内
容
を
よ
り
詳
し
く
紹
介
し
っ
つ
問
題
に
ナ
べ
き
で
 
 

あ
る
が
、
こ
こ
で
、
各
章
の
一
部
を
抜
き
出
し
、
仁
義
礼
智
信
の
レ
ッ
テ
ル
貼
り
を
す
る
必
要
は
あ
る
ま
い
。
何
故
な
ら
こ
の
世
に
 
 

お
け
る
人
間
の
行
為
を
措
い
た
も
の
を
五
常
の
ど
れ
か
と
か
か
わ
ら
せ
る
こ
と
は
、
や
や
こ
じ
つ
け
め
く
こ
と
を
恐
れ
さ
え
し
な
け
 
 

れ
ば
、
余
り
に
容
易
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
『
織
留
』
巻
一
、
二
所
収
の
作
品
の
う
ち
右
の
七
草
を
い
か
『
甚
忍
記
』
中
の
 
 

も
の
し
て
想
定
で
き
る
可
能
性
が
高
い
、
と
い
う
点
を
指
摘
し
て
お
く
だ
け
で
十
分
で
あ
ろ
う
。
 
 

七
 
 

次
に
と
り
あ
げ
よ
う
と
す
る
『
西
鶴
つ
れ
′
ハ
＼
』
は
、
そ
の
各
章
の
内
容
・
形
態
な
ど
か
ら
見
て
、
こ
れ
ま
た
四
系
統
の
草
稿
の
 
 

（
1
2
）
 
 

取
合
せ
で
あ
る
と
す
る
見
方
が
、
す
で
に
定
説
化
し
て
い
る
作
品
で
あ
る
。
そ
こ
で
ま
ず
そ
の
四
系
統
の
内
容
・
執
筆
時
期
に
簡
単
 
 

に
触
れ
、
い
か
『
甚
忍
記
』
の
も
の
と
見
ら
れ
る
も
の
が
あ
る
か
否
か
を
考
え
て
行
き
た
い
。
 
 
 

第
一
の
系
統
は
、
巻
一
の
一
～
四
、
巻
三
の
二
～
四
の
七
章
で
あ
り
、
飲
酒
に
よ
る
失
敗
談
を
と
り
あ
げ
た
作
品
で
あ
る
。
そ
の
 
 

執
筆
時
期
は
、
確
証
と
す
べ
き
も
の
が
な
く
推
定
の
域
を
出
な
い
が
、
西
鶴
の
作
風
の
推
移
か
ら
見
定
め
る
貞
享
四
年
下
半
期
よ
り
 
 

（
1
3
）
 
 

翌
元
禄
元
年
の
下
半
期
説
を
と
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
宗
政
氏
は
、
前
出
論
文
で
「
元
禄
六
年
八
月
西
鶴
執
筆
中
」
 
の
作
品
の
 
 

一
つ
と
さ
れ
る
が
、
そ
の
起
筆
時
に
つ
い
て
は
記
さ
ず
「
五
戒
物
語
集
と
し
て
西
鶴
が
製
作
し
っ
つ
あ
っ
た
書
の
未
完
成
稿
」
か
と
 
 

い
う
仮
説
を
挺
示
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
宗
政
氏
の
い
う
「
五
戒
物
語
集
」
な
る
仮
題
の
書
を
西
鶴
が
執
筆
し
よ
う
と
し
て
い
た
 
 

と
い
う
推
定
の
根
拠
は
、
こ
の
系
統
及
び
次
の
系
統
の
草
稿
の
存
在
と
い
う
点
が
中
心
で
あ
り
、
十
分
に
説
得
的
で
あ
る
と
は
思
わ
 
 

れ
な
い
。
 
 

（
1
4
）
 
 
 

第
二
の
系
統
は
、
巻
二
の
一
、
二
、
巻
五
の
一
～
三
の
玉
章
で
あ
り
、
「
愛
欲
の
否
定
的
描
写
」
を
中
心
と
す
る
と
さ
れ
る
作
品
 
 

W
瓶
円
 
 

で
あ
る
。
そ
の
執
筆
時
を
曜
峻
氏
は
、
第
一
の
系
統
と
同
時
期
、
特
に
元
禄
元
年
頃
と
推
定
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
内
容
、
分
量
、
 
 

（
1
6
）
 
 

表
題
、
目
録
の
型
等
か
ら
見
て
、
1
去
風
土
産
』
と
同
期
同
想
の
遺
稿
」
と
い
う
推
定
の
方
が
正
し
い
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
あ
 
 
 



史
 
 

埋
 
 

脇
 
 

谷
 
 え

て
云
え
ば
、
こ
の
五
章
は
、
「
色
道
大
全
」
八
巻
を
予
定
し
て
い
た
と
も
思
わ
れ
る
 
『
西
鶴
置
土
産
』
 
の
草
稿
の
中
か
ら
分
離
し
 
 

て
編
入
し
た
も
の
か
と
い
う
推
定
も
可
能
で
は
な
い
か
と
思
う
が
、
今
、
そ
の
点
に
こ
れ
以
上
触
れ
る
こ
と
は
避
け
て
お
き
た
い
。
 
 

（
1
7
）
 
 
 

第
三
の
系
統
は
、
「
風
俗
画
譜
的
構
想
を
有
す
る
中
編
の
未
定
稿
」
か
と
推
定
さ
れ
る
巻
四
の
二
～
四
の
三
章
で
あ
る
。
執
筆
時
 
 

期
は
、
そ
の
内
容
や
構
想
の
立
て
方
、
西
鶴
の
作
風
の
推
移
等
を
根
拠
と
す
る
貞
享
三
、
四
年
と
い
う
推
定
に
従
っ
て
よ
い
と
考
え
 
 

〔
1
8
）
 
 

る
。
な
お
、
こ
れ
を
貞
享
元
～
三
年
と
さ
か
の
ぼ
ら
せ
る
推
定
も
行
な
わ
れ
て
は
い
る
が
、
『
甚
忍
記
』
 
と
の
関
連
を
考
え
る
今
の
 
 

場
合
に
は
い
ず
れ
に
し
て
も
問
題
が
な
い
の
で
、
こ
こ
で
そ
の
論
拠
等
に
触
れ
て
詳
論
す
る
必
要
は
あ
る
ま
い
。
 
 

（
1
9
）
 
 
 

第
四
の
系
統
は
、
「
諸
国
咄
系
統
」
と
さ
れ
る
巻
二
の
三
、
巻
三
の
一
、
巻
四
の
一
の
三
葦
で
あ
る
。
執
筆
時
期
は
諸
説
あ
り
、
 
 

（
2
1
）
 
 

（
却
）
 
 

揮
峻
氏
が
貞
享
三
1
元
禄
元
年
と
し
、
浮
橋
氏
が
月
享
二
～
四
年
と
す
る
の
に
対
し
、
宗
政
氏
は
「
元
禄
六
年
八
月
」
執
筆
中
の
一
 
 

と
考
え
て
い
る
 
（
た
だ
し
、
宗
政
氏
は
、
こ
の
系
統
の
草
稿
を
『
甚
忍
記
』
の
一
部
で
あ
っ
た
も
の
と
考
え
て
い
る
訳
だ
か
ら
、
起
 
 

筆
時
は
、
数
年
さ
か
の
ぼ
る
こ
と
に
な
る
も
の
の
よ
う
で
あ
る
）
。
私
は
、
曙
峻
こ
梓
橋
両
氏
と
同
様
、
こ
の
系
統
の
作
品
を
『
諸
国
 
 

ば
な
し
』
『
懐
硯
』
な
ど
と
同
系
の
も
の
と
着
え
る
の
で
、
一
応
、
貞
孝
二
～
四
年
の
執
筆
と
考
え
て
よ
い
と
考
え
て
い
る
。
 
 
 

以
上
、
四
系
統
の
草
稿
の
内
容
及
び
執
筆
時
期
に
つ
い
て
触
れ
て
来
た
が
、
こ
の
中
で
『
甚
忍
記
』
の
執
筆
時
期
と
重
な
る
も
の
 
 

は
、
第
一
の
系
統
の
七
章
の
み
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
と
こ
ろ
で
こ
れ
ら
は
、
い
ぃ
『
甚
忍
記
』
と
見
ら
れ
る
内
容
を
保
持
し
て
い
 
 

る
と
い
え
る
で
あ
る
か
。
 
 
 

す
で
に
触
れ
た
よ
う
に
、
現
在
、
『
甚
忍
記
』
 
の
内
容
は
、
融
通
無
碍
の
も
の
と
し
か
推
定
の
し
よ
う
が
な
い
。
従
っ
て
、
執
筆
 
 

時
期
を
同
じ
く
し
、
ど
こ
か
で
「
甚
忍
」
や
五
常
と
の
結
び
つ
き
が
考
え
ら
れ
た
り
、
『
甚
忍
記
』
 
と
の
関
連
が
見
ら
れ
た
り
す
れ
 
 

ば
、
そ
の
資
格
あ
り
と
い
っ
て
よ
い
は
ず
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
「
酒
は
こ
れ
狂
薬
の
名
あ
り
」
（
巻
一
）
と
し
て
大
酒
を
戒
め
る
『
堪
 
 

忍
記
』
 
と
の
関
連
を
見
る
こ
と
が
出
来
、
大
酒
へ
の
堪
忍
が
出
来
ず
失
敗
す
る
者
を
滑
稽
に
描
き
諷
す
る
内
容
を
持
つ
こ
の
七
草
 
 

は
、
一
応
『
甚
忍
記
』
の
た
め
に
書
か
れ
た
可
能
性
を
持
っ
て
い
る
作
品
と
い
う
こ
と
が
出
来
そ
う
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
が
、
 
 

五
常
の
都
立
に
よ
っ
て
分
け
ら
れ
る
と
す
れ
ば
、
他
の
『
甚
忍
記
』
と
推
定
さ
れ
る
作
品
に
は
少
い
 
「
礼
」
を
め
ぐ
る
も
の
と
い
う
 
 

こ
と
に
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
 
 
 



『甚忍記』とは何か  

．
＼
 
 

遺
稿
集
の
場
合
は
、
『
町
人
鑑
』
や
。
世
の
人
心
』
 
と
し
て
書
こ
う
と
し
た
姿
勢
を
作
品
中
か
ら
明
瞭
に
読
み
と
れ
る
が
故
に
、
 
 

そ
れ
が
『
甚
忍
記
』
 
で
な
か
っ
た
と
い
う
事
を
確
認
で
き
る
し
、
逆
に
、
『
甚
忍
記
』
ら
し
い
と
い
う
推
定
も
行
な
い
や
す
い
よ
う
 
 

で
あ
る
。
し
か
し
、
生
前
に
刊
行
さ
れ
て
い
る
作
品
の
場
合
は
、
そ
れ
が
か
り
に
も
と
 
『
甚
忍
記
』
中
の
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
 
 

も
、
西
鶴
が
他
の
作
品
と
し
て
刊
行
し
て
い
る
以
上
、
そ
こ
に
は
当
然
、
い
さ
さ
か
の
修
正
・
改
稿
が
行
な
わ
れ
て
い
る
と
見
な
け
 
 

れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
、
『
甚
忍
記
』
 
が
解
体
さ
れ
て
生
前
刊
行
の
作
中
に
収
録
さ
れ
た
と
い
う
推
定
は
、
遺
稿
集
の
 
 

場
合
以
上
に
漠
然
と
し
た
も
の
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
が
、
か
り
に
す
こ
ぶ
る
あ
や
ふ
や
な
根
拠
に
よ
る
推
定
き
り
行
な
え
な
い
 
 

と
し
て
も
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
何
ら
か
の
問
題
を
考
え
る
手
が
か
り
を
得
ら
れ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
を
試
み
て
み
る
こ
と
も
必
要
で
 
 

あ
ろ
う
。
そ
こ
か
ら
生
ま
れ
る
問
題
や
意
味
は
後
に
触
れ
る
と
し
て
、
以
下
、
生
前
に
刊
行
さ
れ
、
い
ト
『
甚
忍
記
』
で
あ
っ
た
可
 
 

能
性
を
推
定
で
き
る
前
述
の
三
作
品
に
つ
い
て
、
簡
単
に
触
れ
て
行
こ
う
。
 
 
 

『
武
家
義
理
物
語
』
は
、
す
で
に
宗
政
氏
が
、
『
甚
翠
記
』
の
編
入
を
推
定
し
て
い
る
作
品
で
あ
る
。
そ
の
根
拠
と
し
て
氏
は
、
冒
 
 

頭
の
巻
一
の
一
、
二
の
作
品
が
五
常
の
ど
れ
か
を
と
り
あ
げ
た
も
の
と
分
析
で
き
る
こ
と
、
「
義
理
物
語
」
 
と
し
て
犀
峻
氏
が
ふ
さ
 
 

（
2
2
し
 
 

わ
し
か
ら
ず
と
す
る
作
品
が
五
常
を
と
り
あ
げ
て
い
た
り
、
女
鑑
的
な
も
の
と
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
た
り
す
る
も
の
で
あ
る
こ
 
 

と
、
武
家
な
ら
ざ
る
主
人
公
に
よ
っ
て
仕
立
て
ら
れ
た
作
品
が
あ
る
こ
と
、
を
あ
げ
て
い
る
。
確
か
に
氏
自
ら
云
わ
れ
る
よ
う
に
 
 

「
『
義
理
物
語
』
の
ど
の
葦
が
『
甚
忍
記
』
に
含
ま
れ
て
い
た
と
考
え
る
か
、
と
い
わ
れ
る
と
、
明
確
な
証
を
あ
げ
て
提
示
す
る
こ
と
 
 

は
で
き
な
い
」
に
し
て
も
、
前
記
の
根
拠
が
、
も
と
。
甚
忍
記
』
で
あ
っ
た
も
の
を
『
義
理
物
語
』
に
改
編
し
た
結
果
生
ま
れ
て
い
 
 

る
と
い
う
推
定
は
正
し
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
 
 
 

と
同
時
に
、
『
武
家
義
理
物
語
』
に
は
、
そ
れ
を
『
義
理
物
語
』
 
に
仕
立
て
る
べ
く
型
を
と
と
の
え
よ
う
と
し
て
い
る
作
者
の
努
 
 

力
が
う
か
が
え
る
作
品
が
あ
る
。
例
え
ば
、
作
品
の
最
初
や
最
後
に
 
「
義
理
」
と
い
う
語
を
出
し
、
作
品
の
内
容
が
「
義
理
物
語
」
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理
 
 

脇
 
 

谷
 
 
 で

あ
る
こ
と
を
印
象
づ
け
よ
う
と
し
て
い
る
と
い
っ
た
も
の
で
あ
る
。
今
、
引
例
は
省
略
す
る
が
、
巻
一
の
二
1
五
、
巻
五
の
三
、
 
 

巻
六
の
四
が
そ
れ
で
あ
り
、
巻
一
及
び
最
終
章
で
そ
れ
が
行
な
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
注
目
に
値
し
よ
う
。
し
か
も
、
「
義
理
ば
か
り
 
 

の
女
房
な
れ
ば
、
只
武
を
は
げ
む
に
身
を
か
た
め
」
 
二
の
二
）
た
と
い
う
「
義
理
」
 
へ
の
結
び
つ
け
方
、
「
心
に
は
そ
ま
ざ
れ
ど
も
 
 

義
理
ば
か
り
の
念
友
」
 
（
一
の
三
）
と
い
う
評
、
「
外
よ
り
お
も
ふ
に
は
各
別
、
義
理
一
ペ
ん
の
か
た
ら
ひ
」
 
（
六
の
四
）
と
い
う
話
の
 
 

落
ち
等
を
見
れ
ば
明
ら
か
な
よ
う
に
、
そ
れ
ら
に
は
、
無
理
に
も
「
義
理
物
語
」
 
で
あ
る
こ
と
を
読
者
に
印
象
づ
け
よ
う
と
す
る
姿
 
 

勢
が
感
得
で
き
る
の
で
あ
る
。
 
 
 

さ
ら
に
、
巻
一
の
二
に
つ
い
て
は
す
で
に
宗
政
氏
も
触
れ
ら
れ
て
い
る
が
、
『
武
家
義
理
物
語
』
は
、
「
義
理
」
を
テ
ー
マ
に
し
た
 
 

と
見
る
よ
り
、
五
常
の
ど
れ
か
に
話
の
眼
目
を
置
い
て
い
る
と
見
た
方
が
ふ
さ
わ
し
い
作
品
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
こ
と
に
も
注
意
す
 
 

る
必
要
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。
前
述
し
た
よ
う
に
、
人
間
の
行
為
を
五
常
の
ど
れ
か
に
分
類
し
よ
う
と
す
れ
ば
簡
単
だ
か
ら
、
そ
の
こ
 
 

と
自
体
が
説
得
力
を
持
て
な
い
こ
と
は
云
う
ま
で
も
な
い
が
、
義
理
の
解
釈
を
拡
大
し
て
こ
じ
つ
け
る
よ
り
、
義
理
の
わ
く
を
ほ
ず
 
 

し
て
見
た
方
が
い
い
作
品
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
こ
と
は
、
一
読
明
ら
か
で
あ
る
と
思
う
。
今
金
二
十
七
草
に
つ
い
て
話
の
内
容
を
紹
 
 

介
し
っ
つ
分
析
す
る
こ
と
も
可
能
だ
が
、
紙
幅
の
関
係
も
あ
る
の
で
、
こ
の
点
に
つ
い
て
ほ
別
稿
に
譲
り
た
い
。
 
 
 

ま
た
、
宗
政
氏
は
触
れ
て
い
な
い
が
、
五
常
の
行
為
と
甚
忍
と
が
結
び
つ
い
て
い
る
話
の
多
い
こ
と
も
指
摘
で
き
る
。
前
述
の
 
 

「
義
理
ば
か
り
＝
喜
」
の
出
て
く
る
章
に
甚
忍
が
結
び
つ
い
て
来
る
こ
と
は
云
う
ま
で
も
な
い
が
、
『
武
家
義
理
物
語
』
中
も
っ
と
も
 
 

著
名
で
あ
り
「
ま
こ
と
に
人
間
の
義
理
ほ
ど
か
な
し
き
物
は
な
し
」
 
の
一
文
が
し
ば
し
ば
引
用
さ
れ
る
巻
一
の
五
に
し
て
も
、
そ
の
 
 

行
為
が
、
甚
忍
と
結
び
つ
い
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
甚
忍
す
る
こ
と
で
信
・
義
・
礼
を
行
な
っ
て
い
る
と
分
 
 

析
出
来
る
作
品
は
、
巻
一
の
五
、
四
の
四
、
五
の
三
、
大
の
二
な
ど
に
そ
の
例
を
求
め
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
甚
忍
 
 

せ
ざ
る
故
に
五
常
が
守
ら
れ
ず
悲
劇
的
な
結
末
を
迎
え
る
作
品
と
し
て
は
、
巻
三
の
三
、
五
の
四
な
ど
を
例
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
 
 

で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
、
そ
れ
ら
は
、
も
と
『
甚
忍
記
』
で
あ
っ
た
可
能
性
を
多
分
に
括
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
 
 
 

し
か
し
、
一
方
『
武
家
義
理
物
語
』
二
十
七
章
の
中
に
も
と
 
『
甚
忍
記
』
 
で
あ
っ
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
作
品
も
あ
る
。
例
え
 
 

ば
、
巻
二
の
「
 
二
は
、
御
堂
前
の
敵
討
を
と
り
あ
げ
た
連
続
す
る
作
品
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
、
諸
国
敵
討
と
題
す
る
『
武
道
伝
来
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1
 
記
』
刊
行
直
後
の
貞
享
四
年
六
月
三
日
の
事
件
を
素
材
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
も
そ
の
と
り
あ
げ
方
は
、
『
伝
来
記
』
 
の
場
合
 
 

（
2
4
）
 
 

（
㌶
）
 
 

と
は
異
な
り
、
す
こ
ぶ
る
事
実
に
密
着
し
て
い
る
よ
う
で
あ
り
、
『
武
家
義
理
』
 
編
成
に
際
し
、
地
元
大
阪
で
の
敵
討
事
件
の
見
聞
 
 
 

を
急
拠
と
り
入
れ
て
書
い
た
作
品
と
い
う
印
象
が
強
い
。
こ
の
二
幸
は
、
『
甚
忍
記
』
を
意
図
し
た
作
品
と
見
る
よ
り
、
『
伝
来
記
』
 
 

刊
行
後
も
敵
討
に
関
心
を
も
っ
て
素
材
を
集
め
て
い
た
西
鶴
が
、
そ
の
事
件
に
見
ら
れ
る
武
家
の
意
地
や
信
義
の
あ
り
方
に
注
目
し
 
 

て
『
武
家
義
理
』
の
中
に
編
入
し
た
と
見
る
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。
 
 
 

と
同
時
に
西
鶴
は
、
各
巻
に
変
化
を
つ
け
よ
う
と
し
て
、
巻
三
以
後
も
各
巻
一
章
づ
つ
（
三
の
四
、
四
の
一
、
五
の
五
、
六
の
三
）
 
 

敵
討
の
話
を
と
り
あ
げ
て
い
る
。
そ
の
方
法
は
、
巻
二
の
一
、
二
の
場
合
と
は
異
な
り
事
実
へ
の
よ
り
か
か
り
は
見
ら
れ
な
い
が
、
 
 

こ
れ
ら
の
敵
討
の
話
は
、
い
ぃ
『
甚
忍
串
b
の
た
め
に
書
か
れ
た
と
見
る
よ
り
、
『
伝
来
記
』
で
用
い
ら
れ
な
か
っ
た
材
料
を
『
武
 
 

家
義
理
』
に
編
入
し
た
と
考
え
た
方
が
自
然
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
 
 
 

以
上
、
宗
政
氏
の
所
論
を
承
認
し
た
上
で
『
武
家
義
理
』
が
い
ぃ
『
甚
忍
記
』
で
あ
っ
た
可
能
性
を
考
え
て
来
た
が
、
私
は
、
 
 

『
武
家
義
理
』
の
中
、
敵
討
を
と
り
あ
げ
た
六
章
以
外
の
二
十
一
章
は
、
も
と
 
『
甚
忍
記
』
 
で
あ
っ
た
も
の
が
流
用
さ
れ
て
い
る
と
 
 

考
え
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
 
 

九
 
 

す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
『
武
家
義
理
』
刊
行
の
三
ケ
月
後
の
貞
享
五
年
五
月
に
は
、
「
出
来
弐
匁
」
と
い
う
、
あ
た
か
も
出
版
さ
 
 

れ
て
売
り
出
さ
れ
て
い
る
か
の
よ
う
に
見
え
る
『
甚
忍
記
』
の
刊
行
予
告
が
出
て
い
る
。
従
っ
て
、
こ
れ
が
出
版
さ
れ
て
お
ら
ず
現
 
 

存
の
作
品
中
に
解
体
再
編
さ
れ
て
い
る
と
い
う
仮
定
の
上
に
立
て
ば
、
そ
の
候
補
と
し
て
思
い
浮
ぶ
の
は
『
新
可
実
記
』
で
あ
り
、
 
 

『
本
朝
桜
陰
比
事
』
で
あ
る
。
 
 
 

と
こ
ろ
で
、
『
新
可
笑
記
』
は
、
す
で
に
宗
政
氏
が
も
と
『
甚
忍
記
「
q
と
推
定
さ
れ
て
い
る
作
品
で
あ
る
。
氏
は
、
『
新
可
実
記
』
 
 

の
場
合
具
体
的
な
根
拠
を
示
さ
れ
て
は
い
な
い
が
、
お
そ
ら
く
『
武
家
義
理
』
の
場
合
と
同
じ
論
拠
に
よ
っ
て
推
定
し
た
も
の
と
思
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わ
れ
、
私
も
異
存
は
な
い
。
従
っ
て
、
全
二
十
六
章
の
う
ち
か
ら
、
五
常
の
各
項
に
分
類
出
来
る
話
、
五
官
と
甚
忍
と
の
結
び
つ
き
 
 

の
あ
る
話
を
紹
介
し
て
論
証
す
る
の
は
野
暮
と
い
う
も
の
で
あ
ろ
う
っ
こ
こ
で
は
、
特
定
の
主
題
を
持
た
な
い
雑
然
と
し
た
説
話
集
 
 

な
る
が
故
に
問
題
に
さ
れ
る
こ
と
の
少
い
『
新
可
笑
記
』
も
、
も
と
『
甚
忍
記
』
と
し
て
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
作
品
へ
の
新
た
な
視
 
 

点
を
獲
得
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
漠
然
と
し
た
予
測
を
述
べ
る
だ
け
に
し
て
、
詳
細
は
別
稿
を
期
す
る
こ
と
と
し
た
い
。
 
 

一
方
、
『
本
朝
桜
陰
比
事
』
を
宗
政
氏
は
、
も
と
『
甚
忍
記
』
と
し
て
の
可
能
性
を
持
つ
も
の
と
せ
ら
れ
て
は
い
な
い
。
そ
の
理
 
 

由
は
お
そ
ら
く
、
『
桜
陰
比
事
』
が
作
品
の
形
態
の
上
で
蘇
二
が
は
か
ら
れ
、
一
作
品
と
し
て
の
ま
と
ま
り
を
十
分
に
保
持
し
て
い
 
 

る
と
見
ら
れ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
『
新
可
実
記
』
の
「
恐
ら
く
全
体
の
三
分
の
一
を
占
め
る
説
話
は
、
新
し
い
標
準
の
下
 
 

に
分
類
を
し
直
す
な
ら
ば
、
す
べ
て
『
桜
陰
比
事
』
に
組
入
れ
ら
れ
る
べ
き
性
質
の
も
の
で
あ
る
」
と
い
う
指
摘
が
、
す
で
に
野
間
 
 

光
辰
氏
「
本
朝
桜
陰
比
事
考
証
」
（
『
西
鶴
新
致
』
所
収
）
に
あ
る
よ
う
に
、
『
桜
陰
比
事
』
と
『
新
可
実
記
』
と
の
内
容
の
共
通
性
は
 
 

明
ら
か
で
あ
る
。
ま
た
、
『
桜
陰
比
事
』
が
全
編
「
智
」
を
中
心
と
し
た
と
見
ら
れ
る
作
品
で
あ
る
こ
と
ば
云
う
ま
で
も
な
い
。
従
 
 

っ
て
、
『
桜
陰
比
事
』
は
、
『
新
可
笑
記
』
に
く
ら
べ
、
出
版
に
際
し
統
一
を
は
か
る
た
め
の
改
稿
が
十
分
行
な
わ
れ
て
い
る
と
見
ら
 
 

れ
る
に
し
て
も
、
そ
の
乗
積
が
も
と
『
甚
忍
記
』
の
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
可
能
性
は
否
定
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
私
は
、
貞
享
五
 
 

年
五
月
の
段
階
で
八
冊
に
ま
と
ま
っ
て
い
た
『
甚
忍
記
』
が
解
体
し
て
新
た
な
別
の
作
品
に
再
生
し
た
と
考
え
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
 
 

は
『
新
可
笑
記
』
五
冊
の
み
で
は
な
く
、
そ
の
ニ
ケ
月
後
に
刊
行
さ
れ
た
『
本
朝
桜
陰
比
事
』
五
冊
に
も
と
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
と
 
 

推
定
し
て
よ
い
と
思
う
。
 
 

十
 
 

こ
れ
ま
で
私
は
、
す
こ
ぶ
る
漠
然
と
し
た
推
定
と
い
さ
さ
か
あ
や
ふ
や
な
根
拠
の
上
に
立
っ
て
、
も
と
『
甚
忍
記
』
で
あ
っ
た
と
 
 

考
え
ら
れ
る
作
品
や
そ
れ
が
解
体
再
編
さ
れ
た
と
見
ら
れ
る
作
品
が
ど
れ
で
あ
る
か
を
論
じ
て
来
た
。
し
か
し
、
そ
こ
で
推
定
さ
れ
 
 

た
こ
と
は
、
あ
く
ま
で
も
い
か
『
甚
忍
記
』
で
あ
っ
た
可
能
性
を
持
つ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
ク
そ
し
て
、
そ
れ
以
上
の
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④  ③  ⑤
 
五
月
に
は
、
『
甚
忍
記
』
を
書
韓
西
沢
大
兵
衝
か
ら
出
刊
す
る
こ
と
に
し
、
異
版
 
『
永
代
蔵
』
 
の
初
版
西
沢
版
に
刊
行
を
予
告
 
 
 

す
る
。
そ
の
予
告
に
値
段
を
つ
け
「
出
来
」
と
あ
る
点
か
ら
見
て
、
こ
の
時
点
で
は
、
八
冊
本
と
す
る
に
足
る
分
量
の
草
痛
が
 
 

あ
っ
た
と
推
定
で
き
る
。
 
 

⑥
 
お
そ
ら
く
は
、
草
稿
を
各
部
立
の
中
に
等
分
に
配
列
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
こ
と
や
内
容
が
雑
多
で
あ
り
す
ぎ
る
こ
と
を
考
 
 
 

慮
し
て
、
『
甚
忍
記
』
 
を
解
体
し
て
行
き
．
ま
ず
、
そ
の
中
か
ら
武
家
説
話
を
独
立
さ
せ
て
雑
纂
的
な
作
品
集
を
編
成
し
、
十
 
 
 

こ
と
を
云
う
と
す
れ
ば
、
お
そ
ら
く
こ
じ
つ
け
に
よ
る
暴
論
と
い
う
批
判
を
覚
悟
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
が
、
以
上
の
 
 

よ
う
な
推
定
を
行
な
う
こ
と
は
、
貞
享
四
、
五
年
の
西
鶴
の
活
動
ぶ
り
の
一
面
を
明
ら
か
に
し
、
ま
た
、
そ
の
時
期
に
執
筆
さ
れ
た
 
 

作
品
を
見
直
し
て
行
く
た
め
の
一
視
点
を
与
え
て
く
れ
る
よ
う
で
も
あ
る
。
私
は
こ
こ
で
ひ
と
ま
ず
『
甚
忍
記
』
と
は
何
で
あ
っ
た
 
 

か
に
つ
い
て
の
推
定
を
個
条
約
に
ま
と
め
て
お
く
こ
と
に
し
た
い
。
 
 

①
 
貞
享
五
年
春
ご
ろ
の
刊
行
を
期
し
て
、
貞
享
四
年
後
半
期
ご
ろ
よ
り
。
甚
忍
記
』
の
た
め
の
材
料
収
集
を
行
な
い
、
一
部
分
を
 
 

執
筆
す
る
。
そ
の
内
容
は
自
在
で
あ
り
、
忍
あ
る
い
は
五
常
に
か
か
わ
り
を
持
つ
も
の
で
あ
り
さ
え
す
れ
ば
よ
か
っ
た
と
推
定
 
 

さ
れ
る
。
 
 

⑧
 
貞
享
四
年
未
、
『
永
代
蔵
』
初
版
印
行
時
に
は
、
書
嘩
森
田
庄
太
郎
よ
り
刊
行
さ
れ
る
予
定
で
あ
り
、
『
甚
忍
記
』
八
冊
の
刊
行
 
 

予
告
が
森
田
を
主
版
元
と
す
る
『
永
代
蔵
』
の
巻
末
に
付
け
ら
れ
た
。
 
 

そ
の
頃
、
書
埠
安
井
加
兵
衛
か
ら
執
筆
依
頼
を
う
け
た
西
鶴
は
、
『
甚
忍
記
』
 
中
よ
り
義
・
信
な
ど
の
部
に
編
入
す
る
予
定
の
 
 

作
品
を
と
り
出
し
て
¶
部
改
稿
し
、
ま
た
、
『
伝
来
記
』
の
時
使
わ
な
か
っ
た
敵
討
説
話
四
車
と
『
伝
来
記
』
刊
行
後
に
起
っ
 
 

た
敵
討
を
と
り
あ
げ
た
二
幸
と
を
編
入
し
て
、
『
武
家
義
理
物
語
』
を
二
月
に
出
刊
し
た
。
 
 

そ
の
後
も
『
甚
忍
記
』
出
刊
の
予
定
は
変
え
ず
、
素
材
収
集
・
執
筆
を
行
な
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
頃
、
書
 
 

嘩
森
田
と
の
間
に
何
ら
か
の
確
執
が
生
じ
、
『
甚
忍
記
』
を
森
田
か
ら
出
版
す
る
こ
と
は
と
り
や
め
に
な
る
。
そ
の
間
の
事
情
 
 

は
種
々
に
推
測
で
き
る
が
、
以
後
西
鶴
は
、
そ
れ
ま
で
『
椀
久
一
世
の
物
語
』
『
好
色
五
人
女
』
『
永
代
蔵
』
を
出
し
、
岡
田
三
 
 

郎
右
衛
門
と
と
も
に
最
も
多
く
西
鶴
本
を
出
刊
し
て
来
た
森
田
庄
太
郎
と
縁
を
切
る
こ
と
に
な
る
。
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一
月
に
『
新
可
笑
記
』
五
冊
を
出
版
す
る
。
そ
の
場
合
、
『
可
実
記
』
 
を
意
識
し
て
冒
頭
部
を
「
む
か
し
・
…
・
」
に
統
一
し
て
 
 

い
る
が
、
同
時
に
各
章
の
冒
頭
部
を
中
心
に
改
稿
・
増
補
な
ど
が
行
な
わ
れ
た
と
推
定
さ
れ
る
。
 
 

⑦
 
『
甚
忍
記
』
智
の
部
に
収
録
予
定
の
作
品
を
生
か
し
、
ま
た
、
裁
判
小
説
と
し
て
の
新
稿
を
も
加
え
、
全
体
の
型
を
整
え
て
、
 
 

『
本
朝
桜
陰
比
事
』
五
冊
を
翌
年
一
月
に
出
刊
す
る
。
 
 

⑧
 
右
の
作
品
の
中
に
生
か
さ
れ
な
か
っ
た
作
品
が
、
死
後
、
遺
稿
集
の
中
に
収
録
さ
れ
る
。
そ
れ
は
、
『
西
鶴
織
留
』
の
七
章
、
 
 

『
西
鶴
俗
つ
れ
ぐ
』
の
七
草
で
あ
っ
た
。
 
 

⑨
 
か
く
て
『
甚
忍
記
』
と
は
、
貞
享
四
、
五
年
の
西
鶴
に
よ
っ
て
、
常
時
出
版
を
予
定
さ
れ
な
が
ら
自
在
な
も
の
と
し
て
執
筆
さ
 
 
 

れ
続
け
た
が
、
結
局
は
、
そ
の
一
部
が
解
体
さ
れ
再
生
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
姿
を
変
え
、
そ
の
も
の
と
し
て
は
出
版
を
断
念
 
 

さ
れ
た
幻
の
書
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
 
 

私
は
今
、
以
上
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
『
甚
忍
記
』
を
考
え
、
貞
享
末
年
の
西
鶴
の
活
動
の
一
面
を
と
ら
え
て
い
る
が
、
致
し
方
 
 

の
な
い
こ
と
と
は
云
え
、
確
証
と
称
す
べ
き
も
の
も
な
く
推
定
の
上
に
推
定
を
重
ね
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て
い
る
こ
の
仮
説
 
 

に
意
味
が
あ
る
か
ど
う
か
は
、
こ
う
考
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
何
が
明
ら
か
に
な
り
、
ど
の
よ
う
な
問
題
提
起
が
出
来
る
か
に
か
か
っ
 
 

て
い
る
こ
と
は
云
う
ま
で
も
な
い
で
あ
ろ
う
。
以
下
、
そ
の
点
に
つ
い
て
簡
単
に
触
れ
て
お
き
た
い
。
 
 
 

ま
ず
最
初
に
云
え
る
こ
と
は
、
い
ぃ
『
甚
忍
記
』
で
あ
る
作
品
を
編
入
・
改
稿
し
た
と
考
え
ら
れ
る
作
品
の
場
合
、
そ
の
作
品
に
 
 

対
す
る
見
方
を
変
え
て
行
く
必
要
が
生
ま
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
、
『
武
家
義
理
物
語
』
は
、
こ
れ
ま
 
 

で
の
場
合
、
多
く
は
「
義
理
」
を
描
く
こ
と
を
テ
ー
マ
と
し
た
作
品
と
と
ら
え
ら
れ
、
ど
の
よ
う
な
「
義
理
」
 
の
諸
相
が
措
か
れ
て
 
 

い
る
か
を
中
心
に
作
品
の
分
析
や
批
評
が
行
な
わ
れ
て
来
た
。
ま
た
、
こ
の
作
品
か
ら
、
西
鶴
が
「
義
理
」
を
い
か
な
る
も
の
と
し
 
 

て
と
ら
え
て
い
る
か
の
分
析
を
行
な
い
、
当
時
の
 
「
義
理
」
 
の
概
念
を
究
明
す
る
材
料
と
す
る
こ
と
が
、
思
想
史
家
の
研
究
で
は
一
 
 

般
化
し
て
い
る
よ
う
で
も
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
大
部
分
が
も
と
『
甚
忍
記
』
と
し
て
書
か
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
一
部
改
稿
 
 

し
て
編
入
し
急
拠
出
刊
し
た
の
が
『
武
家
薬
理
物
語
』
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
「
義
理
L
 
を
テ
ー
マ
と
す
る
も
の
と
い
う
前
提
を
疑
う
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こ
と
な
く
行
な
わ
れ
た
作
品
分
析
や
批
評
は
、
い
さ
さ
か
見
当
は
ず
れ
な
も
の
と
云
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
む
し
ろ
 
『
武
家
義
理
物
 
 

語
』
の
場
合
は
、
そ
れ
が
甚
忍
と
結
び
つ
い
た
五
常
を
中
心
と
し
て
書
か
れ
た
も
の
と
考
え
て
作
品
を
見
直
し
、
武
家
の
心
情
や
論
 
 

理
が
説
話
の
中
に
具
体
化
さ
れ
る
面
白
さ
を
と
ら
え
て
行
く
べ
き
で
あ
ろ
う
。
い
か
な
る
「
義
理
」
を
描
い
て
い
る
か
を
あ
な
ぐ
り
 
 

求
め
て
『
武
家
義
理
』
を
読
も
う
と
す
る
現
在
一
般
的
な
読
み
方
は
、
『
甚
忍
記
』
 
と
の
関
連
を
考
慮
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
修
正
 
 

さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
う
。
 
 
 

ま
た
、
『
新
可
実
記
』
の
場
合
は
、
前
述
の
よ
う
に
、
『
甚
忍
記
』
と
の
関
連
を
見
る
こ
と
が
、
雑
然
と
し
た
作
品
の
基
調
を
と
ら
 
 

え
る
視
点
を
生
み
出
し
て
行
く
よ
う
に
思
わ
れ
る
し
、
『
本
朝
桜
陰
比
事
ゝ
 
の
場
合
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
作
品
の
幅
や
厚
み
を
見
出
 
 

せ
る
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
さ
ら
に
、
『
織
留
』
や
『
俗
つ
れ
ぐ
』
の
場
合
は
、
『
甚
忍
記
』
で
あ
っ
た
と
見
ら
れ
 
 

る
作
品
を
そ
の
中
で
正
し
く
位
置
づ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
個
々
の
作
品
の
読
み
方
を
変
え
て
行
く
べ
き
で
あ
ろ
う
。
と
り
わ
け
 
 

「
町
人
鑑
」
と
し
て
一
括
さ
れ
て
来
た
『
織
留
』
の
七
草
な
ど
は
、
『
甚
忍
記
』
 
と
し
て
読
み
解
く
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
実
質
を
と
 
 

ら
え
う
る
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
 
 
 

次
に
、
『
甚
忍
記
』
 
の
よ
う
な
自
在
な
内
容
の
作
品
を
予
定
し
て
、
合
切
袋
に
入
れ
る
か
の
よ
う
に
書
き
上
げ
た
も
の
を
ま
と
め
 
 

て
お
き
、
そ
こ
か
ら
随
時
作
品
を
と
り
出
し
て
改
稿
・
再
編
し
て
行
く
と
い
う
こ
の
時
期
の
西
鶴
の
書
き
方
か
ら
生
ま
れ
る
問
題
で
 
 

あ
る
。
こ
の
よ
う
な
や
り
方
は
、
流
行
作
家
西
鶴
に
し
て
み
れ
ば
、
書
嘩
の
注
文
に
追
わ
れ
て
の
便
宜
的
な
措
置
で
あ
っ
た
の
で
あ
 
 

ろ
う
が
、
こ
の
よ
う
な
点
は
、
書
嘩
と
西
鶴
と
の
関
係
、
多
作
期
の
西
鶴
の
作
者
と
し
て
の
姿
勢
、
な
ど
を
考
え
る
上
で
示
唆
的
で
 
 

あ
ろ
う
。
ま
た
、
現
在
、
と
り
わ
け
『
新
可
笑
記
』
に
つ
い
て
云
わ
れ
る
助
作
者
存
在
説
に
つ
い
て
も
、
こ
の
こ
と
は
一
つ
の
解
答
 
 

を
与
え
て
く
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
確
か
に
『
新
可
笑
記
』
の
中
に
ほ
、
一
見
西
鶴
ら
し
か
ら
ざ
る
文
体
の
も
の
も
あ
る
か
ら
、
 
 

そ
れ
ら
に
助
作
者
の
存
在
を
見
る
の
は
説
得
力
が
あ
り
そ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
西
鶴
が
、
ど
ん
な
草
稿
を
も
収
め
う
る
合
切
袋
的
 
 

な
『
甚
忍
記
』
を
予
定
し
続
け
、
そ
こ
に
収
め
た
も
の
を
十
分
に
改
稿
す
る
こ
と
な
く
別
の
作
品
と
し
て
急
拠
出
版
す
る
よ
う
な
場
 
 

合
、
原
索
材
の
文
体
を
残
し
た
ま
ま
の
作
品
が
編
入
さ
れ
る
こ
と
に
も
な
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
と
り
わ
け
、
説
話
的
な
素
材
 
 

の
場
合
は
、
そ
の
も
と
に
な
っ
た
記
録
や
情
報
提
供
者
の
文
体
の
ま
ま
で
合
切
袋
的
な
『
甚
忍
記
』
の
中
に
収
め
ら
れ
、
そ
れ
が
十
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の
改
稿
を
経
ず
世
に
出
る
こ
と
も
あ
り
え
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
の
場
合
、
情
報
提
供
者
即
助
作
者
と
ま
で
は
い
え
な
い
で
 
 

あ
ろ
う
か
ら
、
こ
こ
に
助
作
者
の
存
在
ま
で
を
考
え
る
必
要
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
私
は
、
流
行
作
家
西
鶴
の
も
の
で
あ
れ
ば
そ
れ
を
 
 

（
2
5
）
 
 

あ
り
が
た
く
い
た
だ
い
て
、
ど
ん
な
も
の
で
も
喜
ん
で
本
に
し
て
出
そ
う
と
す
る
書
嘩
の
姿
勢
や
、
西
鶴
の
い
さ
さ
か
安
易
な
書
嘩
 
 

へ
の
対
応
ぶ
り
等
を
そ
こ
に
見
る
だ
け
で
十
分
で
あ
る
よ
う
に
思
う
。
 
 
 

と
同
時
に
、
西
鶴
が
こ
の
時
期
に
、
こ
の
よ
う
な
形
で
作
品
の
材
料
や
草
稿
を
ま
と
め
て
お
き
、
一
部
に
ま
と
め
や
す
い
部
分
を
 
 

取
り
出
し
て
一
書
と
し
て
出
版
し
て
い
る
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
西
鶴
作
品
を
批
評
す
る
際
一
般
的
に
行
な
わ
れ
て
い
る
方
法
、
す
な
 
 

わ
ち
作
品
の
刊
行
順
に
よ
っ
て
A
か
ら
B
へ
の
発
展
・
展
開
を
考
え
る
批
評
の
方
法
に
問
題
を
な
げ
か
け
る
こ
と
に
も
な
る
で
あ
ろ
 
 

う
。
何
故
な
ら
、
そ
の
執
筆
の
順
序
と
刊
行
の
順
序
と
が
一
致
す
る
と
は
限
ら
な
い
以
上
、
刊
行
時
と
い
う
結
果
を
前
提
と
し
て
 
 

跡
づ
け
る
推
移
や
発
展
の
論
証
は
、
常
に
結
果
論
だ
と
い
う
批
判
に
さ
ら
さ
れ
か
ね
な
い
か
ら
で
あ
る
。
従
っ
て
、
貞
享
五
年
以
後
 
 

の
西
鶴
を
論
ず
る
場
合
通
説
と
な
っ
て
い
る
武
家
物
か
ら
町
人
物
へ
と
い
う
図
式
は
、
『
甚
忍
記
』
 
の
存
在
を
ど
う
押
え
る
か
に
よ
 
 

っ
て
、
い
さ
さ
か
の
修
正
を
必
要
と
す
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
と
い
う
よ
り
、
兵
事
四
、
五
年
の
西
鶴
が
、
い
わ
ゆ
る
武
家
 
 

物
・
雑
詰
物
・
町
人
物
・
好
色
物
を
同
時
に
書
き
続
け
て
い
る
と
い
う
事
実
の
背
景
と
し
て
、
西
鶴
の
現
世
に
対
す
る
い
か
な
る
関
 
 

心
の
あ
り
方
が
あ
る
の
か
、
と
い
う
問
題
を
ま
ず
考
え
る
べ
き
だ
と
い
っ
た
方
が
よ
い
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
が
こ
の
世
を
生
き
る
 
 

時
の
「
甚
忍
」
 
の
問
題
で
あ
っ
た
と
い
っ
た
ら
我
田
引
水
に
な
り
そ
う
だ
が
、
同
時
多
発
的
に
す
べ
て
の
系
列
の
作
品
を
書
い
て
い
 
 

る
こ
の
時
期
の
西
鶴
を
幅
広
く
押
え
て
行
く
に
は
、
幻
の
書
『
甚
忍
記
』
の
存
在
を
重
い
も
の
と
し
て
考
え
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
 
 

る
。
 
 
 

さ
ら
に
、
こ
の
時
期
に
『
甚
忍
記
』
を
予
定
し
て
作
品
を
書
き
続
け
て
い
た
と
考
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
元
禄
二
年
以
後
の
西
鶴
 
 

の
方
向
が
確
定
し
て
行
く
過
程
を
よ
り
具
体
的
に
押
え
る
こ
と
が
出
来
そ
う
で
あ
る
。
西
鶴
は
、
元
禄
二
年
三
月
以
後
、
病
気
等
に
 
 

よ
っ
て
し
ば
ら
く
そ
の
作
品
を
刊
行
し
て
い
な
い
が
、
甚
忍
を
基
調
と
し
た
作
品
を
書
き
続
け
て
来
た
西
鶴
の
視
線
は
、
忍
を
基
調
 
 

と
し
て
生
き
ざ
る
を
得
ぬ
中
二
卜
層
町
人
の
世
界
へ
と
向
っ
て
行
く
か
の
ご
と
く
で
あ
り
、
そ
れ
は
『
微
官
』
巻
三
以
後
に
収
め
ら
 
 

れ
た
遺
稿
な
ど
に
よ
っ
て
明
ら
か
で
あ
る
。
し
か
し
、
忍
に
安
住
せ
ざ
る
を
え
な
い
そ
の
世
界
の
見
聞
を
随
想
風
に
作
品
化
す
る
こ
 
即
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と
に
よ
っ
て
、
西
鶴
は
、
当
時
の
読
者
を
魅
き
つ
け
る
に
足
る
奇
談
の
よ
う
な
面
白
さ
を
縦
横
に
生
み
出
す
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
 
 

の
で
あ
ろ
う
。
身
近
で
地
味
な
素
材
を
と
り
あ
げ
る
以
上
、
そ
れ
に
ほ
読
者
の
興
を
ひ
く
に
足
る
だ
け
の
工
夫
が
必
要
と
さ
れ
た
の
 
 

∴
■
■
 
 

で
あ
る
。
西
鶴
は
、
『
世
の
人
心
』
 
や
諸
職
の
風
俗
時
評
的
作
品
を
数
編
書
く
の
み
で
中
絶
す
る
か
た
わ
ら
、
中
下
層
町
人
層
の
、
 
 

こ
の
世
に
誇
る
べ
き
何
物
を
も
持
た
ぬ
生
の
あ
り
よ
う
を
、
書
簡
と
い
う
趣
向
に
よ
っ
て
興
味
深
く
具
体
化
す
る
『
萬
の
文
反
古
』
 
 

巻
一
の
一
、
三
、
巻
二
の
三
な
ど
の
作
品
を
書
き
、
新
た
な
意
欲
を
示
し
て
い
る
。
か
く
て
、
一
時
病
の
い
え
た
元
禄
四
年
に
は
、
 
 

大
晦
日
の
一
日
に
作
品
の
時
間
を
限
定
し
、
そ
の
一
日
を
さ
ま
ざ
ま
な
生
き
方
で
過
す
町
人
た
ち
の
あ
り
よ
う
を
描
く
『
世
間
胸
算
 
 

用
』
の
よ
う
な
作
品
を
書
き
上
げ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
見
て
く
れ
ぼ
、
『
甚
忍
記
』
 
は
つ
い
に
幻
の
書
に
終
っ
 
 

た
と
し
て
も
、
只
事
四
、
五
年
の
西
鶴
が
甚
忍
の
世
界
に
注
目
し
つ
つ
作
品
を
書
き
続
け
た
こ
と
は
、
最
晩
年
の
そ
の
世
界
を
生
む
 
 

有
力
な
バ
ネ
と
な
っ
て
い
る
と
い
え
そ
う
で
あ
る
。
 
 
 

私
は
、
『
甚
忍
記
』
と
は
何
か
を
考
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
以
上
の
よ
う
な
問
題
を
よ
り
具
体
的
に
追
求
す
る
手
が
か
り
を
得
ら
 
 

れ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
る
が
、
そ
う
思
い
な
が
ら
も
実
は
、
『
甚
忍
記
』
が
出
現
す
る
こ
と
も
あ
り
う
る
の
で
は
な
い
か
、
 
 

と
い
う
疑
い
を
ぬ
ぐ
い
き
れ
て
は
い
な
い
。
が
、
そ
の
時
は
そ
の
時
で
あ
る
。
私
の
推
論
が
余
り
に
不
十
分
で
あ
る
こ
と
は
承
知
し
 
 

．
 

て
い
る
が
、
現
在
推
定
に
よ
っ
て
し
か
論
じ
え
な
い
の
が
『
甚
忍
記
』
の
問
題
で
あ
る
以
上
、
私
は
一
応
私
な
り
の
結
論
を
出
し
、
 
 

批
判
を
あ
お
ぐ
よ
り
致
し
方
が
な
い
で
あ
ろ
う
。
『
甚
忍
記
』
 
と
は
何
か
、
何
で
あ
っ
た
の
か
が
明
白
に
な
る
時
の
来
る
こ
と
を
、
 
 

私
は
今
、
い
さ
さ
か
の
不
安
と
と
も
に
心
か
ら
期
待
せ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。
 
 

T
）
 
近
世
文
学
資
料
類
従
『
日
本
永
代
蔵
』
解
題
で
吉
田
幸
一
氏
は
、
森
田
庄
太
郎
単
独
版
の
存
在
に
疑
問
を
呈
さ
れ
て
お
り
、
現
在
 
『
永
代
 
 
 

蔵
』
の
初
版
は
ど
れ
か
に
つ
い
て
問
題
が
な
い
訳
で
は
な
い
が
、
『
甚
忍
記
』
の
予
告
は
、
森
田
を
主
版
元
と
す
る
も
の
の
場
合
す
べ
て
同
一
 
 
 

で
あ
る
の
で
、
以
下
の
論
の
展
開
の
上
で
一
応
森
田
版
を
初
版
と
考
え
る
こ
と
に
問
題
は
な
い
と
思
う
。
 
 

（
2
）
 
書
津
に
よ
る
出
版
の
予
告
が
何
時
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
の
か
解
ら
な
い
が
、
仮
名
富
子
や
『
永
代
蔵
』
以
前
の
浮
世
草
子
な
ど
の
散
文
作
 
 
 

品
類
に
は
貞
享
五
年
以
前
の
書
車
の
出
版
予
告
が
見
当
ら
な
い
（
も
ち
ろ
ん
、
私
の
狭
い
見
聞
の
範
圏
に
お
い
て
で
は
あ
る
が
）
。
俳
書
な
ど
 
 
 

に
は
、
成
文
中
に
近
刊
書
の
予
告
を
し
て
い
る
も
の
も
あ
る
（
例
え
ば
『
小
町
踊
』
雲
英
末
雄
の
示
教
に
よ
る
）
が
、
『
甚
忍
記
』
の
よ
う
な
書
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嘩
の
出
版
予
告
と
は
性
格
が
異
な
る
よ
う
で
あ
る
。
従
っ
て
、
書
牽
の
出
版
予
告
と
し
て
、
『
甚
忍
記
』
は
最
も
早
い
も
の
の
一
と
云
え
そ
う
 
 
 

で
あ
る
が
、
儒
者
・
仏
書
・
医
牽
等
に
は
出
版
予
告
を
付
し
た
貞
享
五
年
以
前
の
刊
本
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
御
示
教
を
い
た
だ
け
れ
ば
 
 
 

幸
で
あ
る
。
な
お
、
当
時
、
書
控
の
出
版
予
告
が
稀
で
あ
り
、
西
鶴
生
前
に
刊
行
さ
れ
た
本
の
中
で
出
版
予
告
の
あ
る
の
が
本
書
の
み
で
あ
 
 
 

る
こ
と
は
、
『
甚
忍
記
』
が
そ
の
時
点
で
あ
る
程
度
ま
と
ま
っ
た
分
量
の
作
品
と
な
っ
て
い
た
こ
と
、
す
ぐ
に
も
出
刊
で
き
る
作
品
で
あ
っ
た
 
 

こ
と
を
推
測
す
る
一
つ
の
根
拠
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
 
 

（
3
）
 
書
籍
目
録
の
値
段
付
け
で
は
、
当
時
一
冊
あ
た
り
二
匁
程
度
で
あ
る
の
が
普
通
で
あ
る
。
従
っ
て
、
八
冊
本
で
あ
る
『
甚
忍
記
』
が
「
弐
匁
」
 
 
 

で
あ
る
の
は
安
す
ぎ
る
こ
と
に
な
り
不
審
が
残
る
。
貞
掌
五
年
前
後
で
あ
れ
ば
、
一
冊
が
極
端
に
薄
い
こ
と
は
考
え
ら
れ
な
い
か
ら
、
一
冊
 
 
 

が
二
匁
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
 
 

（
4
）
 
野
間
光
辰
氏
「
本
朝
桜
陰
比
事
考
証
」
（
『
西
鶴
新
教
』
所
収
）
参
照
。
 
 

（
5
）
 
吉
江
久
弥
氏
「
『
堪
忍
記
』
と
西
鶴
日
日
」
（
H
は
「
仏
教
大
学
研
究
紀
要
」
 
第
六
二
号
、
目
は
「
人
文
学
論
集
」
 
第
十
l
一
号
所
載
）
 
 

参
照
。
 
 

（
6
）
 
拙
稿
「
『
日
本
永
代
蔵
』
成
立
へ
の
一
試
論
」
（
国
文
学
研
究
・
2
7
集
）
及
び
「
西
鶴
小
説
に
お
け
る
成
稿
過
程
の
一
面
」
（
跡
見
学
園
女
子
 
 
 

大
学
紀
要
∵
2
号
）
 
参
照
。
私
は
、
『
永
代
蔵
』
巻
五
・
」
ハ
の
う
ち
六
の
五
を
除
い
た
作
品
の
執
筆
時
期
を
貞
孝
三
年
後
半
期
と
推
定
し
て
 
 

い
る
8
 
 

（
7
）
 
拙
稿
「
『
萬
の
文
反
古
』
の
二
系
列
L
（
国
文
学
研
究
・
2
9
集
）
及
び
「
『
「
萬
の
文
反
古
』
に
お
け
る
書
簡
体
の
意
味
」
（
国
文
学
研
究
・
 
 
 

3
9
集
）
参
照
 
 

（
8
）
 
（
6
）
の
拙
稿
「
西
鶴
小
説
に
お
け
る
成
稿
過
程
の
一
面
」
参
照
。
 
 

（
9
）
 
遺
稿
集
の
場
合
、
果
し
て
編
者
の
手
が
ど
の
程
度
加
え
ら
れ
て
い
る
か
が
常
に
問
題
と
な
る
が
、
私
は
、
西
鶴
の
遺
稿
集
の
場
合
、
拙
稿
 
 
 

「
『
西
鶴
織
留
』
を
め
ぐ
る
二
、
三
の
問
題
H
」
（
跡
見
学
園
女
子
大
学
紀
要
・
8
号
）
で
触
れ
た
よ
う
に
、
西
鶴
の
草
稿
は
、
編
者
に
よ
っ
て
 
 
 

意
図
的
な
改
稿
・
付
加
等
が
行
な
わ
れ
る
こ
と
な
く
出
版
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
立
場
を
と
っ
て
い
る
。
従
っ
て
、
以
下
、
『
織
留
』
『
俗
つ
 
 
 

れ
、
ぐ
』
を
と
り
あ
げ
る
際
は
、
そ
の
立
場
か
ら
発
言
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
あ
ら
か
じ
め
お
断
り
し
て
お
き
た
い
。
 
 

（
1
0
）
 
木
村
三
甲
吾
氏
「
西
鶴
織
留
諸
版
考
」
（
ビ
プ
リ
ア
・
調
号
）
参
照
。
 
 

（
1
1
）
 
私
は
、
「
『
西
鶴
織
留
』
を
め
ぐ
る
二
、
三
の
問
題
臼
」
（
跡
見
学
園
女
子
大
学
紀
要
・
9
号
）
 
で
触
れ
た
よ
う
に
、
も
し
そ
の
作
品
名
を
 
 
 

想
定
す
る
と
す
れ
ば
、
『
見
聞
談
叢
』
巻
六
の
伝
え
る
『
世
上
四
民
雛
形
』
が
、
そ
の
内
容
か
ら
考
え
て
最
も
ふ
さ
わ
し
い
の
で
は
な
い
か
と
 
 

思
う
。
 
 

（
1
2
）
 
喋
峻
康
隆
氏
「
西
鶴
著
作
考
」
（
『
西
鶴
 
評
論
と
研
究
』
の
「
研
究
ノ
ー
ト
」
編
に
所
収
）
中
の
「
西
鶴
俗
つ
れ
づ
れ
」
の
項
参
照
。
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（
2
6
）
 
（
1
1
）
参
照
。
 
 
 

23222221201918171（〉151413  25  2ヰ   

（
1
2
）
 
に
同
じ
。
 
 
 

（
1
2
）
の
論
考
中
の
分
類
用
語
に
よ
る
。
 
 
 

（
1
2
）
に
同
じ
。
 
 
 

浮
橋
康
彦
氏
「
西
鶴
俗
つ
れ
づ
れ
」
（
『
西
鶴
物
語
』
所
収
）
参
照
。
 
 
 

（
1
4
）
に
同
じ
。
 
 
 

（
1
6
）
に
同
じ
。
 
 
 

（
川
）
に
同
じ
。
 
 
 

（
1
2
）
に
同
じ
。
 
 
 

（
1
6
）
に
同
じ
。
 
 
 

宗
教
五
十
緒
氏
「
西
鶴
後
期
諸
作
品
成
立
考
」
（
『
西
鶴
の
研
究
』
所
収
）
参
照
。
 
 
 

曙
峻
康
隆
氏
『
西
鶴
 
評
論
と
研
究
』
下
の
『
武
家
義
理
物
語
』
の
項
参
照
。
 
 
 

『
武
道
伝
来
記
』
は
、
む
し
ろ
事
実
性
を
意
識
的
に
消
去
し
ょ
う
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
創
作
方
法
を
と
っ
て
い
る
よ
 
 

う
で
あ
り
、
現
在
そ
の
モ
デ
ル
の
事
件
が
推
定
さ
れ
て
い
る
作
品
の
場
合
に
も
、
他
の
事
件
を
と
り
あ
わ
せ
た
り
し
て
い
る
場
合
が
多
い
。
 
 

『
伝
来
記
』
の
虚
構
の
あ
り
方
は
、
『
男
色
大
鑑
』
や
『
武
家
義
理
物
語
』
 
な
ど
に
所
収
の
敵
討
説
話
に
く
ら
べ
て
、
そ
の
創
作
方
法
の
上
で
 
 

か
な
り
異
質
な
面
を
持
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
そ
の
点
に
つ
い
て
は
、
別
の
機
会
に
考
え
た
い
と
思
っ
て
い
る
。
 
 
 

宗
政
五
十
緒
氏
「
『
武
家
義
理
物
語
』
考
」
（
『
西
鶴
の
研
究
』
所
収
）
及
び
前
田
金
五
郎
氏
『
武
家
義
理
物
語
』
 
（
岩
波
文
庫
本
）
補
注
な
 
 

ど
参
照
。
 
 
 

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
出
版
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
と
西
鶴
」
（
講
座
日
本
文
学
口
西
鶴
』
上
所
収
）
 
で
簡
単
に
触
れ
た
。
超
流
行
作
家
 
 

と
で
も
い
う
べ
き
存
在
と
な
っ
た
西
鶴
と
書
嘩
と
の
関
係
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
に
つ
い
て
の
私
見
は
、
右
の
論
考
を
御
参
照
い
 
 

た
だ
け
れ
ば
幸
で
あ
る
。
 
 


