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『
寓
の
文
反
古
』
の
問
題
若
干
（
下
）
 
 

－
 
 

非
西
鶴
作
説
・
成
稿
時
期
な
ど
を
め
ぐ
っ
て
戸
 
 

谷
 
脇
 
理
 
史
 
 

五
 
E
系
列
の
町
人
物
的
な
大
草
の
成
稿
時
期
 
 

こ
れ
ま
で
私
ほ
、
外
部
資
料
の
存
在
に
よ
っ
て
西
鶴
作
品
た
る
こ
と
を
疑
わ
れ
て
来
た
二
葦
を
と
り
あ
げ
、
そ
れ
ら
ほ
、
西
鶴
作
 
 

た
る
こ
と
を
疑
う
必
要
の
な
い
作
品
で
あ
る
こ
と
、
と
同
時
に
、
そ
れ
ら
は
、
異
色
の
作
品
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
 
『
文
反
古
』
全
 
 

体
に
変
化
を
生
み
出
す
興
味
深
い
作
品
と
し
て
読
み
う
る
、
よ
り
帯
瞳
的
に
評
価
す
べ
き
作
品
で
あ
る
こ
と
を
論
じ
て
来
た
。
が
、
 
 

前
述
の
よ
う
に
、
疑
い
を
か
け
ら
れ
て
釆
た
作
品
は
、
こ
れ
ら
の
二
幸
の
み
で
ほ
な
い
。
し
か
し
、
作
品
の
内
容
か
ら
す
る
疑
問
、
 
 

例
え
ば
他
作
品
と
の
類
似
、
何
々
づ
く
し
の
存
在
の
有
無
、
作
品
の
出
来
如
何
等
か
ら
生
ま
れ
る
疑
問
は
、
見
方
に
よ
っ
て
何
と
で
 
 

も
言
え
る
場
合
が
多
く
、
西
鶴
作
を
疑
う
上
で
必
ず
し
も
十
分
な
根
拠
を
提
示
し
て
い
る
よ
う
で
は
な
い
。
と
す
れ
ば
、
大
き
な
疑
 
 

い
を
か
け
ら
れ
て
釆
た
二
幸
に
つ
い
て
一
応
の
雪
冤
を
行
っ
た
今
、
『
文
反
古
』
全
体
を
西
鶴
作
と
認
め
、
本
稿
の
次
の
問
題
へ
と
 
 

論
を
進
め
る
こ
と
も
許
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
 
 

遺
稿
集
で
あ
る
以
上
当
然
な
こ
と
で
は
あ
る
が
、
『
文
反
古
』
が
何
時
執
筆
さ
れ
た
か
、
す
な
わ
ち
そ
れ
を
生
前
の
作
品
の
流
れ
 
 

の
ど
こ
に
位
置
づ
け
た
ら
良
い
か
、
と
い
っ
た
こ
と
が
次
の
問
題
で
あ
る
。
執
筆
時
を
明
ら
か
に
示
す
文
吉
が
作
中
に
あ
れ
ば
簡
単
 
 

（
1
）
 
 

に
問
題
は
解
決
す
る
わ
け
だ
が
、
『
文
反
古
』
 
に
ほ
そ
れ
と
見
ち
れ
る
も
の
は
は
と
ん
ど
な
く
、
『
文
反
古
』
 
の
執
筆
時
を
記
す
外
部
 
 

資
料
も
今
の
と
こ
ろ
見
出
さ
れ
て
ほ
い
な
い
。
従
っ
て
、
『
文
反
古
』
 
の
成
稿
時
期
の
推
定
は
、
作
品
の
み
を
対
象
と
し
て
行
う
以
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外
に
な
い
と
い
う
の
が
実
状
な
の
あ
る
。
 
 
 

L
か
し
、
か
つ
て
ほ
、
『
文
反
古
』
が
、
そ
の
町
人
物
的
色
彩
の
濃
い
作
品
に
焦
点
を
当
て
て
問
題
に
さ
れ
て
来
た
た
め
か
、
思
 
 

い
の
外
簡
単
に
執
筆
時
期
の
推
定
が
行
わ
れ
、
そ
れ
が
定
着
し
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
町
人
物
的
内
容
よ
り
し
て
『
日
本
永
代
 
 

蔵
』
（
貞
享
五
年
正
月
刊
）
以
後
『
世
間
胸
算
用
』
（
元
禄
五
年
正
月
刊
）
ま
で
の
執
筆
、
さ
ら
に
、
そ
れ
を
他
の
作
品
の
執
筆
状
況
 
 

（
2
）
 
 

を
考
慮
に
入
れ
て
限
定
を
加
え
、
元
禄
二
～
四
年
、
と
り
わ
け
三
、
四
年
の
頃
と
推
定
さ
れ
て
来
た
わ
け
で
あ
る
b
 
（
中
に
は
、
よ
 
 

（
3
）
 
 

り
限
定
を
加
え
元
禄
四
年
二
月
以
後
し
元
禄
五
年
初
春
以
前
と
す
る
青
田
幸
一
氏
説
も
あ
る
こ
と
ほ
前
述
し
た
）
。
 
 
 

だ
が
、
右
の
よ
う
に
簡
単
に
き
め
て
し
ま
え
る
の
か
ど
う
か
。
 
 
 

す
で
に
触
れ
た
ご
と
く
『
文
反
古
』
の
約
半
数
が
町
人
物
的
な
内
容
を
備
え
て
い
る
と
は
言
え
、
そ
の
中
に
も
バ
ラ
エ
テ
ィ
が
あ
 
 

り
、
ま
た
、
前
述
の
二
章
を
始
め
全
く
町
人
物
と
は
異
な
る
内
容
の
も
の
も
存
し
て
い
る
わ
け
だ
か
ら
、
町
人
物
的
な
も
の
の
み
を
 
 

中
心
に
そ
の
執
筆
時
を
特
定
す
る
こ
と
に
は
問
題
が
あ
り
そ
う
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
A
・
B
両
系
列
の
草
稿
が
存
在
し
て
い
る
と
す
 
 

れ
ば
、
そ
の
両
者
が
同
一
時
期
の
も
の
と
言
え
る
か
香
か
に
も
問
題
が
あ
ろ
う
。
ま
た
、
書
簡
と
い
う
趣
向
を
中
心
と
L
て
程
々
の
 
 

内
容
を
と
り
あ
げ
る
『
萬
の
文
反
古
』
の
場
合
、
他
の
作
品
と
の
内
容
の
類
似
を
た
だ
ち
に
執
筆
時
期
の
類
似
と
考
え
う
る
か
香
か
 
 

に
も
問
題
が
残
り
そ
う
で
あ
る
。
 
 
 

と
も
あ
れ
、
元
禄
三
、
四
年
頃
を
『
文
反
古
』
 
の
執
筆
時
と
す
る
通
説
は
、
こ
れ
ま
で
に
出
さ
れ
て
い
る
異
説
を
も
考
慮
に
入
れ
 
 

つ
つ
、
改
め
て
考
え
直
し
て
み
る
必
要
が
あ
る
の
で
あ
る
。
 
 

（
4
）
 
 
 

実
は
、
前
出
の
拙
論
に
お
い
て
私
ほ
、
A
・
B
両
系
列
の
草
稿
の
存
在
を
指
摘
L
た
後
に
、
主
と
L
て
A
・
B
両
者
の
内
容
や
方
 
 

法
上
の
特
色
を
大
雑
把
に
ま
と
め
、
そ
れ
ぞ
れ
の
成
稿
時
期
に
関
す
る
推
定
を
行
っ
て
み
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
が
、
い
さ
さ
か
な
 
 

ら
ず
乱
暴
な
推
定
で
あ
る
こ
と
ほ
、
私
自
身
東
知
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
結
論
的
に
言
え
ほ
、
A
系
列
の
草
稿
ほ
貞
享
三
年
 
 

後
半
か
ら
四
年
に
か
け
て
の
時
期
、
B
系
列
の
草
稿
ほ
従
来
の
通
説
通
り
の
元
禄
三
、
四
年
頃
の
成
稿
と
推
定
し
て
み
た
わ
け
で
あ
 
 

る
。
し
か
し
、
各
系
列
の
内
容
や
方
法
を
大
雑
把
に
ま
と
め
、
西
鶴
の
執
筆
状
況
や
創
作
者
識
由
推
移
と
照
応
き
せ
て
執
筆
時
期
を
 
 

推
定
す
る
過
程
で
、
今
思
え
ば
拙
論
に
は
少
な
か
ら
ぬ
論
証
の
飛
躍
が
あ
っ
た
こ
と
を
認
め
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
よ
う
で
あ
る
。
 
 
 

と
い
う
の
ほ
、
A
・
B
両
系
列
の
草
稿
が
存
し
た
と
し
て
も
、
そ
の
両
者
が
そ
れ
ぞ
れ
の
時
期
に
ま
と
め
て
善
か
れ
た
と
い
う
前
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堤
を
置
い
て
よ
い
の
か
否
か
に
、
ま
ず
問
題
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
確
か
に
A
系
列
の
作
品
忙
は
奇
談
を
報
ず
る
姿
勢
の
も
の
が
多
 
 

く
、
B
系
列
の
作
品
に
は
所
謂
町
人
物
的
な
作
品
が
多
い
が
、
必
ず
L
も
各
系
列
の
全
体
が
同
一
と
は
称
L
が
た
く
、
と
り
わ
け
B
 
 

系
列
九
華
の
う
ち
の
三
章
ほ
例
外
と
い
う
こ
と
忙
な
る
か
ら
、
そ
ゃ
内
容
や
方
法
の
類
似
性
よ
っ
て
一
つ
忙
く
く
り
、
同
一
時
期
の
 
 

（
5
）
 
 

執
筆
と
す
る
こ
と
に
論
証
の
飛
躍
が
生
じ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
な
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
『
萬
の
文
反
古
』
と
L
て
の
バ
ラ
エ
 
 

ヽ
ヽ
 
 

テ
ィ
の
た
め
に
そ
れ
ら
の
三
章
を
執
筆
し
た
と
い
う
弁
解
は
行
っ
た
わ
け
だ
が
、
一
方
で
ほ
内
容
・
方
法
等
か
ら
成
稿
時
期
を
推
定
 
 

し
、
そ
れ
で
処
理
で
き
な
い
も
の
の
成
稿
時
期
を
も
バ
ラ
エ
テ
ィ
の
た
め
と
称
し
て
一
緒
に
L
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
が
強
引
に
過
 
 

ぎ
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
も
L
西
鶴
作
品
の
内
容
上
の
推
移
を
前
提
と
す
れ
は
、
敵
討
を
と
り
あ
げ
た
B
系
列
の
二
の
二
は
貞
 
 

享
四
年
四
月
の
『
武
道
伝
来
記
』
と
同
時
期
、
遊
女
の
手
紙
の
五
の
三
は
貞
享
初
年
、
男
色
好
き
の
僧
の
手
紙
の
五
の
四
ほ
貞
享
四
 
 

年
正
月
の
 
『
男
色
大
鑑
』
と
同
時
期
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
L
ま
う
は
ず
な
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
内
容
を
規
準
と
す
る
こ
と
で
B
 
 

系
列
全
体
の
成
立
時
期
を
推
定
す
る
こ
と
ほ
、
余
り
に
乱
暴
ヤ
例
外
が
多
す
ぎ
、
促
忙
前
述
の
弁
解
を
繰
り
返
し
て
も
水
掛
論
に
終
 
 

る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
と
同
時
に
、
A
系
列
の
作
品
の
場
合
も
、
見
方
に
よ
っ
て
は
例
外
と
考
え
う
る
も
の
も
あ
り
、
事
情
 
 

ほ
さ
程
変
わ
ら
な
い
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
 
 
 

も
ち
ろ
ん
、
そ
の
場
合
、
書
簡
を
趣
向
と
す
る
作
品
の
執
筆
を
企
画
し
た
西
鶴
が
、
長
期
に
わ
た
っ
て
少
し
つ
つ
書
き
た
め
た
と
 
 

い
う
推
定
も
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
、
西
鶴
作
品
の
場
合
、
材
料
の
収
集
に
時
間
を
か
け
る
場
合
は
考
え
ら
れ
て
も
、
執
筆
は
一
時
 
 

期
に
集
中
し
、
一
気
に
ま
と
め
ら
れ
て
出
刊
さ
れ
て
い
る
ご
と
く
で
あ
り
、
『
文
反
古
』
 
の
み
が
例
外
で
あ
る
と
も
言
え
な
い
で
あ
 
 

ろ
う
。
と
す
れ
ば
、
例
外
ほ
あ
っ
て
も
同
一
時
期
に
ま
と
め
て
善
か
れ
た
と
見
ざ
る
を
え
な
い
の
が
B
系
列
の
九
章
と
同
時
に
A
系
 
 

列
の
八
草
だ
と
い
う
こ
と
忙
な
る
が
、
こ
れ
文
弱
い
傍
証
に
す
ぎ
な
い
と
言
わ
れ
て
し
ま
え
ば
、
そ
れ
ま
で
で
あ
る
。
 
 
 

と
ほ
言
え
、
前
稿
で
指
摘
し
た
よ
う
に
、
A
・
B
両
系
列
に
ほ
、
趣
向
・
内
容
・
文
章
・
日
付
な
ど
の
炉
倒
し
た
も
の
が
存
し
て
 
 

（
6
）
 
 

お
り
、
書
簡
を
趣
向
と
し
て
用
い
る
意
識
も
異
っ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
れ
ら
は
、
同
一
時
期
に
同
一
作
品
中
に
編
入
ナ
べ
く
書
い
た
 
 

と
す
れ
ば
、
起
り
え
な
い
現
象
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
も
両
者
の
執
筆
時
期
の
違
い
を
推
定
さ
せ
る
で
あ
ろ
う
。
と
す
れ
ば
、
B
系
列
 
 

の
例
外
の
l
二
幸
ほ
問
題
で
あ
る
と
し
て
も
、
一
応
A
・
B
両
系
列
の
草
稿
の
執
筆
時
期
を
そ
れ
ぞ
れ
に
見
定
め
る
以
外
に
な
い
わ
け
 
 

だ
が
、
そ
の
場
合
に
も
、
さ
し
当
り
対
象
と
す
る
も
の
は
作
品
以
外
に
な
く
、
推
定
を
重
ね
る
以
外
に
こ
れ
と
い
っ
た
方
法
は
な
い
 
 
 



『萬の文反古』の問題若干（下）  149   

の
で
あ
る
。
 
 
 

し
か
し
、
両
者
の
執
筆
時
期
を
、
前
稿
の
ご
と
く
、
現
実
社
会
へ
の
認
識
の
深
ま
り
と
い
っ
た
点
を
中
心
と
す
る
の
み
で
見
定
め
 
 

よ
う
と
し
た
こ
と
が
不
十
分
で
あ
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
西
鶴
自
身
、
そ
の
執
筆
過
奄
で
昏
々
に
現
実
認
識
を
深
め
て
い
る
こ
 
（
7
）
 
と
は
疑
え
な
い
が
、
そ
の
推
移
や
変
化
は
、
前
稿
で
の
把
握
ほ
ど
に
激
し
い
も
の
と
見
る
こ
と
ほ
で
き
な
い
よ
う
で
あ
り
、
ま
し
て
、
 
 

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
 
貞
享
末
年
か
ら
元
禄
初
年
の
数
年
間
に
、
現
実
認
識
の
画
期
的
な
転
換
が
起
っ
た
な
ど
と
は
称
し
が
た
い
か
も
し
れ
な
い
。
確
か
忙
 
 

『
日
本
永
代
蔵
』
〔
貞
亭
五
年
正
月
刊
）
の
執
筆
・
刊
行
ほ
、
西
鶴
の
現
実
認
識
を
放
げ
、
か
つ
深
化
さ
せ
た
と
見
ら
れ
る
が
、
そ
 
 

の
後
の
作
品
の
執
筆
状
況
を
見
て
も
、
一
気
に
大
き
な
転
換
が
行
わ
れ
て
い
る
よ
う
で
ほ
な
い
。
現
在
で
ほ
、
A
・
B
両
系
列
の
執
 
 

ヽ
ヽ
 
筆
時
期
の
推
定
に
ほ
、
現
実
認
識
と
い
っ
た
側
面
の
み
な
ら
ず
、
よ
り
広
い
視
野
か
ら
の
追
求
が
必
要
と
さ
れ
る
よ
う
で
あ
り
、
そ
 
 

れ
の
み
で
の
推
定
ほ
、
時
に
水
掛
論
に
終
る
可
能
性
も
な
し
と
し
な
い
。
 
 
 

と
は
言
え
、
西
鶴
の
作
品
執
筆
過
程
忙
ほ
、
大
局
的
に
見
て
内
容
・
方
法
・
創
作
意
識
た
ど
の
上
で
推
移
・
変
化
が
あ
る
こ
と
も
 
（
8
）
 
確
か
で
あ
り
、
前
稿
の
不
備
を
承
知
の
上
で
、
ま
た
前
稿
へ
の
批
判
を
一
応
認
め
た
上
で
あ
え
て
言
え
ば
、
現
存
の
資
料
だ
け
か
ら
 
 

ヽ
ヽ
ヽ
 
で
は
、
西
鶴
の
作
品
執
筆
過
奄
を
と
ら
え
る
論
者
の
視
点
皇
朗
提
と
し
て
、
A
・
B
両
系
列
の
執
筆
時
期
を
よ
り
き
め
細
く
推
定
す
 
 

る
以
外
に
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
も
思
う
8
そ
れ
が
ど
こ
ま
で
有
効
か
は
分
か
ら
な
い
が
、
本
章
で
ほ
、
右
の
拙
論
の
推
定
に
対
 
 

す
る
異
論
・
批
判
を
考
慮
に
入
れ
つ
つ
、
改
め
て
両
者
の
成
稿
時
期
の
推
測
を
行
っ
て
み
る
よ
り
仕
方
が
な
さ
そ
う
で
あ
る
。
拙
論
 
 

へ
の
批
判
に
対
す
る
十
分
な
答
に
た
る
か
ど
う
か
不
安
も
あ
る
が
、
以
下
若
干
の
問
題
を
と
り
あ
げ
つ
つ
、
現
在
の
私
見
を
提
示
し
 
 

て
み
る
こ
と
に
し
た
い
。
 
 

『
文
反
古
』
A
系
列
の
八
草
を
貞
享
二
重
後
半
期
か
ら
四
年
に
か
け
て
の
執
筆
と
推
定
し
た
拙
論
発
表
後
、
吉
江
久
弥
氏
ほ
、
 
 

「
『
萬
の
文
反
古
』
模
考
」
（
仏
教
大
学
・
人
文
学
論
集
・
第
四
号
、
昭
和
4
5
年
9
月
）
に
お
い
て
、
『
文
反
古
』
B
系
列
の
券
二
の
 
 

l
ヽ
 
一
の
目
録
の
副
見
出
し
「
随
分
尾
を
見
せ
ぬ
と
ら
の
年
の
暮
」
に
注
目
さ
れ
、
こ
こ
に
「
と
ら
の
年
」
（
兵
事
三
年
に
当
る
）
と
あ
 
 

る
以
上
、
「
執
筆
時
期
は
と
も
か
く
」
、
こ
れ
ほ
「
貞
享
四
年
刊
行
を
あ
て
こ
ん
で
の
表
現
と
受
取
る
の
が
当
然
で
あ
ろ
う
」
と
推
定
 
〔
9
）
 
さ
れ
、
き
ら
に
は
貞
享
三
、
四
年
に
出
刊
さ
れ
た
西
鶴
作
品
等
と
『
文
反
古
』
全
体
と
の
閑
適
を
論
じ
て
、
『
文
反
古
』
全
体
の
成
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立
時
期
を
貞
享
三
、
四
年
と
推
定
さ
れ
た
。
L
か
し
、
西
鶴
諸
作
品
と
の
関
連
を
詳
細
・
克
明
に
指
摘
し
た
こ
の
論
は
、
そ
の
他
に
 
 

も
種
々
の
問
題
を
提
示
し
て
い
て
教
え
ら
れ
る
所
が
多
い
も
の
の
、
内
容
の
類
似
に
よ
る
作
品
の
先
後
に
つ
い
て
の
認
定
や
諸
作
品
 
 

の
位
置
づ
け
忙
関
す
る
見
解
忙
ほ
問
題
が
あ
る
よ
う
で
あ
り
、
私
は
、
た
だ
ち
忙
は
同
じ
得
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
れ
ら
の
点
よ
り
 
 

の
推
定
は
、
前
述
の
ご
と
く
、
水
掛
論
と
も
な
い
か
ね
な
い
か
ら
で
あ
り
、
ま
た
、
吉
江
氏
の
『
永
代
蔵
』
や
『
胸
算
用
』
 
の
位
置
 
 

づ
け
等
に
も
私
は
多
く
の
疑
問
を
い
だ
か
ぎ
る
を
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
 
 
 

L
か
し
、
吉
江
氏
が
、
巻
一
目
盈
中
の
「
と
ら
の
年
」
に
注
目
さ
れ
た
点
は
、
日
本
古
典
文
学
全
集
『
井
原
西
鶴
集
目
』
（
昭
和
 
 

4
7
年
4
月
）
 
の
神
保
五
弥
氏
注
に
「
真
の
年
は
貞
享
三
 
（
一
大
八
六
）
年
と
な
る
が
、
本
章
執
筆
時
か
。
未
詳
」
と
し
て
受
け
継
が
 
 

れ
、
『
対
訳
西
鶴
全
集
1
5
』
（
昭
和
5
2
年
9
月
）
 
の
富
士
昭
雄
氏
注
止
も
「
真
の
年
は
、
最
も
近
い
の
が
貞
享
三
年
で
あ
る
。
あ
る
い
 
 

ほ
本
章
の
執
筆
暗
か
」
と
踏
襲
さ
れ
て
い
る
。
巻
一
の
一
を
B
系
列
の
作
品
と
し
、
そ
の
執
筆
時
を
元
禄
≡
、
四
年
と
考
え
る
私
の
 
 

立
場
（
と
い
う
よ
り
、
こ
の
作
品
の
成
立
を
元
禄
三
、
四
年
と
す
る
の
は
通
説
で
も
あ
る
）
 
か
ら
見
れ
ば
、
黙
過
す
る
こ
と
の
で
き
 
 

な
い
説
で
あ
る
。
 
 
 

し
か
し
、
神
保
氏
が
「
本
章
執
筆
時
か
。
未
詳
」
と
さ
れ
、
冨
士
民
が
「
あ
る
い
ほ
本
章
の
執
筆
時
か
」
と
、
と
も
に
疑
問
塑
で
 
 

注
記
さ
れ
た
よ
う
に
、
本
章
の
執
筆
時
を
貞
享
三
年
と
L
、
四
年
正
月
の
出
刊
を
予
定
L
て
い
た
と
す
る
に
ほ
、
い
く
つ
か
の
問
題
 
 

が
あ
る
の
で
あ
る
。
 
 
 

ま
ず
第
一
に
、
本
章
の
内
容
そ
の
も
の
が
、
貞
革
三
年
ま
で
の
西
鶴
作
品
と
余
り
紅
蓮
い
す
ぎ
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
本
章
は
、
 
 

播
州
に
出
張
中
の
親
仁
が
息
子
忙
送
っ
た
手
紙
と
い
う
趣
向
で
、
新
年
を
迎
え
る
準
備
の
仕
方
を
こ
ま
ご
ま
と
指
示
し
、
倒
産
寸
前
 
 

の
内
情
、
倒
産
後
の
身
の
振
り
方
を
語
り
、
こ
れ
ま
で
二
十
九
年
間
必
死
で
働
き
続
け
て
来
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
結
局
は
「
根
忙
 
 

も
た
ぬ
銀
を
か
り
あ
つ
め
、
人
の
手
代
を
い
た
L
慌
事
、
ロ
惜
く
贋
」
と
自
ら
の
一
生
を
省
る
、
ま
さ
に
散
文
的
な
内
容
で
あ
り
、
 
 

商
人
の
現
実
生
活
の
厳
し
さ
を
背
景
に
、
こ
れ
ま
で
忙
な
い
 
（
も
ち
ろ
ん
西
鶴
以
外
の
作
品
忙
も
な
い
）
人
物
像
を
浮
び
上
ら
せ
て
、
 
 

浮
世
の
一
面
を
感
得
さ
せ
る
作
品
な
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
突
然
に
こ
の
よ
う
な
作
品
が
書
か
れ
る
こ
と
も
あ
り
待
よ
う
。
し
か
し
、
 
 

そ
の
内
容
・
方
法
と
も
に
、
仮
に
貞
享
一
二
年
時
の
も
の
と
す
九
は
、
他
の
作
品
と
余
り
に
隔
絶
し
過
ぎ
て
い
る
の
で
あ
る
。
神
保
・
 
 

富
士
両
氏
が
疑
問
型
で
注
に
記
す
だ
け
の
理
由
ほ
あ
る
の
で
あ
り
、
私
も
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
作
品
を
貞
幸
三
年
の
西
鶴
が
書
く
と
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考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
 
 
 

が
、
作
品
の
内
容
や
方
法
、
さ
ら
に
は
そ
の
評
価
に
よ
っ
て
右
の
よ
う
に
考
え
た
と
し
て
も
、
そ
れ
が
見
解
の
相
違
と
し
て
退
け
 
 

ら
れ
れ
ば
、
水
掛
論
と
な
り
確
信
の
問
題
と
な
っ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
ヤ
や
細
か
な
点
に
な
る
が
、
巻
山
の
一
貞
幸
三
 
 

年
成
稿
説
に
対
し
、
さ
ら
に
若
干
の
疑
問
を
提
示
し
て
置
き
た
い
。
 
 
 

ま
ず
、
「
と
ら
の
午
」
な
る
語
が
、
本
文
中
に
見
え
る
も
の
で
は
な
く
、
目
録
の
、
そ
れ
も
酎
見
出
し
に
の
み
見
え
る
も
の
だ
と
 
 

い
う
点
に
関
し
て
で
あ
る
。
『
文
反
古
』
 
の
草
稿
が
西
鶴
の
没
時
に
ど
の
よ
う
な
形
で
残
っ
て
い
た
か
ほ
、
残
念
な
が
ら
明
ら
か
で
 
 

な
い
わ
け
だ
が
、
そ
の
版
下
を
擬
筆
と
見
る
以
上
、
版
下
用
航
に
書
か
れ
て
い
た
と
は
思
わ
れ
な
い
。
と
い
う
こ
と
ほ
、
目
録
が
現
 
 

在
の
形
で
 
（
あ
る
い
ほ
信
多
氏
が
復
元
さ
れ
た
形
で
）
出
来
上
っ
て
い
た
か
否
か
も
分
か
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
仮
に
未
完
 
 

（
1
0
）
 
 

の
作
品
と
い
う
推
定
が
可
能
で
あ
れ
ば
、
目
録
は
草
稿
の
段
階
で
ほ
作
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
と
見
る
方
が
概
然
性
が
高
い
に
違
い
な
 
 

い
。
ま
た
、
目
録
の
主
見
出
L
は
本
文
中
の
も
の
と
同
じ
だ
か
ら
、
当
然
そ
れ
が
生
か
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
わ
け
だ
が
、
副
見
出
し
 
 

ま
で
草
稿
の
本
文
中
に
書
か
れ
て
い
た
か
否
か
分
か
ら
な
い
か
ら
 
（
私
ほ
、
お
そ
ら
く
な
か
っ
た
の
で
ほ
な
い
か
と
思
う
）
、
こ
の
 
 

副
見
出
し
は
、
編
集
の
過
程
で
編
者
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
 
 

随
分
尾
を
見
せ
ぬ
と
ら
の
年
の
暮
 
 

千
里
に
げ
て
も
借
銭
旺
ゆ
る
さ
じ
 
 

ほ
、
「
尾
を
見
せ
ぬ
」
の
「
尾
」
 
の
連
想
で
虎
（
寅
）
 
の
年
を
出
し
、
虎
か
ら
千
里
（
虎
は
千
里
行
っ
て
千
里
帰
る
、
の
議
直
よ
る
）
 
 

の
連
想
を
拡
げ
、
恐
い
も
の
の
代
表
「
虎
」
を
「
借
銭
」
に
転
じ
、
「
夜
を
こ
め
て
鳥
の
そ
ら
ぬ
ほ
は
か
る
と
も
世
に
あ
ふ
坂
の
閑
 
 

ヽ
ヽ
 
 

は
ゆ
る
さ
じ
」
 
（
百
人
一
首
、
他
）
 
の
著
名
歌
を
き
か
L
て
、
本
文
の
内
容
を
評
し
て
い
る
の
み
と
も
見
ら
れ
、
必
ず
し
も
貞
芋
四
 
 

年
春
出
刊
の
た
め
の
当
て
込
み
と
見
る
必
要
も
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
な
ぜ
な
ら
、
十
二
支
の
う
ち
で
選
ぶ
と
す
れ
は
、
身
 
 

代
を
取
り
つ
く
ろ
っ
て
恐
い
借
金
を
ど
こ
ま
で
も
逃
げ
よ
う
と
す
る
本
文
の
内
容
ほ
、
虎
 
（
寅
）
 
の
年
が
も
っ
と
も
ふ
さ
わ
し
い
と
 
 

い
う
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
り
、
他
に
適
当
な
も
の
も
な
さ
そ
う
だ
か
ら
で
あ
る
。
従
っ
て
、
仮
吐
こ
の
割
見
出
し
を
作
っ
た
の
が
 
 

西
鶴
だ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
の
執
筆
時
と
は
関
係
な
く
そ
の
内
容
に
即
L
て
寅
年
を
選
ん
だ
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
 
 
 

と
同
時
に
、
こ
の
「
と
ら
の
年
」
を
貞
幸
三
年
と
し
た
場
合
、
本
文
の
内
容
と
あ
う
の
か
ど
う
か
も
問
題
と
な
る
。
本
文
中
に
ほ
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新
年
用
の
餅
を
つ
く
日
の
こ
と
を
指
示
し
て
、
「
毎
年
の
嘉
例
達
て
、
廿
九
日
の
夜
更
て
突
申
倶
が
よ
く
倶
」
と
あ
る
が
、
貞
享
≡
 
 

年
十
二
月
は
小
の
月
で
あ
り
、
二
十
九
日
は
大
晦
日
の
ほ
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
「
廿
九
日
」
を
大
晦
日
と
意
識
し
て
害
い
て
 
 

い
な
い
こ
と
は
、
後
に
 
「
大
晦
日
の
四
つ
過
に
…
…
」
 
の
記
述
が
あ
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
少
く
と
も
こ
の
点
か
ら
見
 
 

て
も
、
本
文
は
貞
享
≡
年
寅
年
の
こ
と
と
L
て
書
か
れ
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
。
（
な
お
、
後
述
の
ご
と
く
本
章
を
元
禄
四
年
の
執
 
 

筆
と
見
た
場
合
、
元
禄
四
年
の
十
二
月
は
大
の
月
で
あ
り
、
そ
の
年
の
こ
と
を
意
識
L
て
苦
い
て
い
る
と
い
う
推
定
ほ
可
能
と
な
 
 

る
）
。
 
 
 ま

た
、
本
革
冒
頭
部
に
は
、
 
 

当
年
俄
に
米
さ
が
り
申
候
ゆ
へ
、
侍
衆
め
っ
き
り
と
手
づ
ま
り
申
さ
れ
、
一
円
掛
寄
申
さ
ず
…
…
 
 

の
記
述
が
あ
る
。
私
は
か
つ
て
影
印
本
『
萬
の
文
反
古
』
 
（
昭
和
5
4
年
3
月
）
 
の
注
に
、
 
 

『
日
本
米
価
変
動
史
』
に
よ
れ
ば
、
貞
葺
か
ら
元
禄
初
年
の
米
相
場
ほ
左
の
如
し
。
米
首
俵
に
つ
き
、
貞
享
元
年
2
5
両
、
同
二
年
 
 

夏
2
8
両
冬
2
9
両
、
岡
三
年
夏
3
1
両
冬
3
3
両
、
同
四
年
夏
3
1
両
冬
3
3
両
、
元
禄
元
年
夏
2
7
両
冬
2
8
両
、
同
二
年
2
7
両
、
同
≡
年
夏
 
 

3
0
両
冬
2
9
両
、
同
四
年
夏
2
4
両
冬
2
3
両
、
同
五
年
夏
2
4
両
、
冬
3
0
両
。
従
っ
て
、
本
文
が
現
実
の
米
価
を
意
識
し
っ
つ
書
か
れ
 
 

て
い
る
と
す
れ
ば
、
元
禄
元
年
又
は
同
四
年
が
該
当
し
、
本
章
副
題
の
「
真
の
年
」
を
貞
幸
三
年
と
見
る
こ
と
は
不
可
と
な
る
。
 
 

と
記
し
た
が
、
こ
れ
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
吉
江
氏
わ
説
な
ど
を
意
識
し
た
も
の
で
あ
り
、
よ
り
積
極
的
竺
ニ
ロ
え
ば
、
本
章
が
元
禄
 
 

元
年
又
ほ
四
年
の
状
況
を
意
識
に
置
い
て
書
か
れ
て
い
る
こ
と
を
推
定
し
た
つ
も
り
で
あ
っ
た
。
（
な
お
、
元
禄
元
年
の
十
二
月
は
 
 

小
の
月
、
従
っ
て
、
前
述
の
こ
と
と
付
き
合
せ
れ
ば
、
元
禄
四
年
を
意
識
L
て
善
か
れ
て
い
る
と
い
う
推
定
が
可
能
と
な
る
）
。
 
 
 

と
こ
ろ
で
、
近
年
矢
野
公
和
氏
は
「
『
萬
の
文
反
古
』
成
立
時
期
に
つ
い
て
の
一
試
論
」
（
共
立
女
子
短
期
大
学
（
文
科
）
紀
要
3
1
 
 

号
、
昭
和
6
3
年
2
月
）
 
に
お
い
て
、
前
出
「
と
ら
の
年
」
を
手
が
か
り
と
し
て
詳
細
な
考
証
を
行
い
、
吉
江
氏
と
同
じ
く
『
文
反
 
 

古
』
貞
幸
三
、
四
年
成
立
説
を
提
示
し
て
い
る
。
矢
野
氏
は
、
吉
江
氏
が
「
外
部
的
条
件
に
つ
い
て
は
、
中
村
氏
の
山
二
の
事
項
を
 
 

手
掛
り
と
ナ
る
試
み
が
あ
る
が
、
思
う
様
な
成
果
が
得
ら
れ
な
い
様
で
あ
る
」
（
吉
江
氏
前
出
論
文
）
 
と
し
て
避
け
ら
れ
た
点
を
主
 
 

要
な
問
題
と
L
て
い
る
が
、
こ
の
「
俄
に
米
さ
が
り
…
…
」
 
の
部
分
も
と
り
あ
げ
て
い
る
。
し
か
し
、
矢
野
氏
自
身
も
『
日
本
米
貨
 
 

変
動
史
』
を
引
か
れ
る
よ
う
に
、
月
幸
三
年
の
米
価
ほ
や
や
高
め
で
あ
り
、
氏
の
言
う
同
年
の
備
蓄
米
・
酒
造
米
の
増
加
は
米
価
安
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定
の
た
め
の
施
策
を
意
味
す
る
の
み
と
も
見
ら
れ
る
か
ら
、
そ
れ
が
た
だ
ち
に
「
俄
に
米
さ
が
り
＝
…
」
に
つ
な
が
る
と
も
思
わ
れ
 
 

1
，
 
 

（
1
1
）
 
 

な
い
。
ま
た
、
中
村
氏
が
考
証
さ
れ
た
一
の
三
、
一
の
四
に
つ
い
て
の
論
も
、
貞
享
期
で
も
あ
り
う
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
元
禄
 
 

三
、
四
年
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
ほ
あ
り
え
な
い
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
わ
ず
か
数
年
の
間
の
こ
と
で
あ
る
た
め
も
あ
り
、
世
相
 
 

・
風
俗
を
一
般
的
に
と
り
あ
げ
た
文
言
を
い
か
に
考
証
し
て
も
、
な
か
な
か
「
思
う
様
な
成
果
が
思
ら
れ
な
い
様
」
 
（
吉
江
氏
）
な
 
 

の
で
あ
る
。
 
 
 

以
上
の
理
由
に
よ
っ
て
、
巻
一
目
録
の
副
見
出
し
忙
あ
る
「
と
ら
の
年
」
 
に
よ
っ
て
は
、
巻
一
の
一
が
貞
享
三
年
の
執
筆
、
同
四
 
 

年
正
月
出
刊
予
定
で
あ
っ
た
と
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
よ
う
に
思
う
。
む
し
ろ
そ
れ
は
、
元
禄
四
年
時
の
状
況
を
反
映
し
て
書
か
 
 

れ
て
い
る
作
品
と
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
根
拠
は
、
前
述
の
ご
と
く
で
、
も
と
よ
り
十
分
な
も
の
で
は
な
い
か
も
L
れ
な
い
 
 

が
、
何
よ
り
も
そ
の
作
品
の
内
実
が
、
貞
享
三
、
四
年
以
前
の
作
品
と
隔
絶
し
過
ぎ
て
い
る
と
い
う
点
が
、
私
に
と
っ
て
ほ
大
事
で
 
 

あ
る
。
そ
し
て
そ
の
内
容
・
方
法
・
創
作
意
識
等
を
問
題
と
す
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
が
『
永
代
蔵
』
と
『
胸
算
用
』
と
の
間
に
位
置
 
 

づ
け
ら
れ
る
べ
き
作
品
な
る
こ
と
を
論
証
す
る
の
ほ
容
易
で
あ
る
よ
う
に
思
え
る
。
 
 
 

し
か
L
、
巻
一
の
一
の
場
合
、
そ
の
よ
う
に
見
る
の
は
、
い
わ
ば
通
説
で
あ
り
、
本
稿
で
ほ
も
は
や
そ
の
点
を
論
ず
る
必
要
も
あ
 
 

る
ま
い
。
こ
こ
で
ほ
、
私
に
B
系
列
の
一
と
す
る
巻
一
の
一
の
執
筆
時
が
、
貞
享
三
年
で
ほ
あ
り
得
ず
、
元
禄
三
、
四
年
（
特
に
限
 
 

定
す
れ
ば
越
年
か
）
 
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
と
結
論
し
て
お
く
だ
け
で
十
分
で
あ
ろ
う
。
（
と
は
言
え
、
前
述
の
よ
う
に
、
作
品
の
 
 

評
価
を
含
む
論
証
ほ
見
解
の
相
異
と
し
て
黙
殺
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
か
ら
、
右
の
わ
ず
か
な
根
拠
か
ら
で
ほ
通
説
を
認
め
ぬ
吉
江
氏
 
 

・
矢
野
氏
に
対
し
十
分
な
説
得
力
を
持
ち
待
て
い
な
い
こ
と
も
承
知
L
て
い
る
。
が
、
同
作
品
に
対
す
る
私
の
評
価
や
読
み
は
、
す
 
 

で
忙
新
日
本
古
典
文
学
大
系
本
の
拙
注
（
平
成
元
年
四
月
刊
）
 
に
略
記
し
た
。
御
参
照
た
ま
わ
れ
ば
幸
で
あ
る
）
。
 
 

巻
一
の
一
に
こ
だ
わ
り
す
ぎ
て
し
ま
っ
た
が
、
B
系
列
の
他
の
八
草
に
お
い
て
は
、
そ
の
執
筆
時
を
明
確
に
推
定
で
き
る
も
の
ほ
 
 

（
1
2
）
 
 

少
な
い
。
中
村
氏
が
示
し
た
巻
一
の
三
、
巻
一
の
四
の
事
例
も
、
矢
野
丘
が
前
出
論
文
で
言
う
ご
と
く
に
、
貞
享
三
年
時
の
こ
と
と
 
 

し
て
も
見
ら
九
る
も
の
で
あ
る
。
が
、
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
事
例
は
元
琴
二
、
四
年
の
こ
と
と
も
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
こ
の
事
例
 
 

か
ら
は
決
着
を
つ
け
が
た
い
。
ま
た
、
矢
野
氏
が
掲
げ
る
B
系
列
の
語
草
か
ら
の
近
年
の
風
潮
に
つ
い
て
の
文
言
も
、
貞
享
≡
年
の
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時
点
で
言
わ
れ
て
も
お
か
し
く
な
い
も
の
で
は
あ
る
が
、
元
禄
三
、
四
年
の
時
点
で
言
わ
れ
た
可
能
性
も
十
分
に
あ
る
文
言
で
あ
る
。
 
 

わ
ず
か
数
年
の
問
の
こ
と
で
も
あ
り
、
こ
れ
ら
の
文
言
か
ら
そ
の
執
筆
年
時
を
特
定
す
る
こ
と
は
、
ほ
と
ん
ど
不
可
能
に
近
く
、
ど
 
 

ち
ら
と
で
も
言
え
ば
言
え
て
L
ま
う
の
で
あ
る
。
 
 
 

と
す
れ
ば
、
何
に
よ
っ
て
B
系
列
の
執
筆
年
時
の
推
定
を
行
う
べ
き
か
。
こ
こ
で
も
や
は
り
、
そ
の
内
容
・
方
法
・
創
作
意
識
な
 
 

ど
を
考
え
つ
つ
、
創
作
時
期
の
明
瞭
な
他
の
諸
作
品
と
対
比
L
て
位
置
づ
け
て
い
く
以
外
、
現
状
で
は
、
い
か
ん
と
も
し
が
た
い
と
 
 

い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
。
 
 
 

が
、
そ
の
場
合
、
巻
一
の
一
を
始
め
、
巻
一
の
三
「
百
三
十
里
の
所
を
十
匁
の
無
心
」
、
巻
二
の
一
「
縁
付
前
の
娘
自
慢
」
、
巻
二
 
 

の
三
「
京
に
も
思
ふ
や
う
な
る
事
な
し
」
に
ほ
問
題
が
な
さ
そ
う
で
あ
る
。
そ
の
内
容
・
方
法
・
創
作
意
識
等
を
と
り
あ
げ
、
そ
れ
 
 

ら
を
『
永
代
蔵
』
『
織
留
』
を
継
ぐ
位
置
に
置
き
、
元
禄
三
、
四
年
の
作
と
推
定
す
る
こ
と
ほ
容
易
で
あ
り
、
こ
れ
ま
で
も
そ
う
思
 
 

】
鑑
爪
 
 

わ
れ
て
い
る
わ
け
だ
か
ら
、
一
般
的
阻
も
承
認
せ
ら
れ
る
だ
け
の
論
証
は
十
分
直
行
い
う
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
同
じ
く
町
人
物
 
 

的
内
容
を
持
つ
と
は
言
え
、
巻
一
の
四
「
来
る
十
九
日
の
栄
捉
献
立
」
、
巻
五
の
一
「
広
き
江
戸
に
て
才
覚
男
」
の
二
幸
の
場
合
ほ
 
 

ど
う
か
。
両
者
ほ
と
も
に
、
こ
れ
ま
で
あ
ま
り
と
り
あ
げ
ら
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
作
品
だ
が
、
そ
れ
ら
は
、
貞
享
≡
年
時
の
作
品
 
 

と
し
て
は
隔
絶
し
過
ぎ
て
い
る
な
ど
と
云
え
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
反
問
が
た
だ
ち
に
生
ま
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
い
さ
さ
 
 

か
問
題
と
し
て
み
る
必
要
が
あ
り
そ
う
で
あ
る
。
 
 

巻
一
の
四
は
、
大
商
人
と
お
ぼ
し
き
長
崎
屋
の
手
代
が
、
長
崎
屋
を
接
待
L
た
い
と
し
て
い
る
御
出
人
り
の
呉
服
屋
正
対
し
、
そ
 
 

の
接
待
時
の
献
立
を
中
心
に
細
々
と
し
た
指
示
を
与
え
る
と
い
う
設
定
で
善
か
れ
て
い
る
書
簡
で
あ
り
、
二
見
事
務
的
な
、
こ
れ
と
 
 

い
っ
た
面
白
味
の
な
い
作
品
と
も
見
ら
れ
る
。
し
か
し
、
す
こ
ぶ
る
散
文
的
に
、
用
件
の
み
を
記
し
て
い
る
よ
う
で
あ
り
な
が
ら
、
 
 

そ
の
書
簡
の
展
開
の
中
で
作
者
は
、
大
商
人
長
崎
屋
と
出
入
り
の
中
層
町
人
呉
服
屋
次
左
衛
門
と
の
そ
れ
ぞ
れ
の
あ
り
よ
う
を
克
明
 
 

に
浮
び
上
ら
せ
、
当
世
の
商
い
の
実
状
を
透
視
し
て
諷
す
る
こ
と
に
成
功
L
て
い
る
と
云
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
 
 

ヽ
ヽ
 
 
 

こ
の
作
品
は
、
 
 

昨
日
は
御
念
入
り
、
両
度
ま
で
御
手
紙
、
北
野
不
動
へ
参
り
、
御
報
延
引
中
上
候
。
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と
始
り
、
手
紙
の
筆
者
が
北
野
不
動
へ
遊
山
が
て
ら
に
参
詣
し
て
い
た
昨
日
、
手
紙
の
受
け
取
り
手
ほ
、
「
両
度
ま
で
」
手
紙
を
送
 
1
0
 
 

せ
 
 

っ
て
、
筆
者
に
何
事
か
を
求
め
て
い
た
こ
と
が
ま
ず
明
ら
か
に
き
れ
る
。
受
取
り
手
は
急
い
て
い
る
ご
と
く
で
あ
り
、
「
御
念
入
り
」
 
 

に
面
倒
が
っ
て
い
る
筆
者
の
皮
肉
を
感
得
す
る
必
要
ま
で
は
な
い
に
し
て
も
、
両
者
の
現
在
の
立
場
や
状
況
が
読
者
に
示
唆
き
れ
る
 
 

ヽ
ヽ
 
 

一
文
で
あ
る
。
同
時
に
、
急
用
忙
対
す
る
適
書
と
い
う
趣
向
の
導
入
ほ
本
章
の
み
で
あ
り
、
読
者
に
日
新
ら
し
さ
を
感
じ
さ
せ
、
『
文
 
 

反
古
』
全
体
に
変
化
を
与
え
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
こ
と
も
云
う
ま
で
も
な
い
で
あ
ろ
う
。
続
い
て
、
 
 
 

然
れ
ば
、
来
る
十
七
八
九
、
三
日
の
内
、
川
舟
に
て
御
振
舞
な
さ
れ
度
き
よ
し
、
次
手
御
座
候
て
、
旦
那
に
其
段
申
聞
せ
候
。
 
 

十
七
日
は
堺
へ
茶
の
湯
に
先
約
、
十
八
日
生
玉
へ
観
音
講
、
十
九
日
も
畳
ま
で
は
隙
入
り
御
座
、
そ
れ
よ
り
夕
涼
み
に
出
申
す
 
 

あ
き
 
 

ペ
き
よ
し
申
さ
れ
侯
。
十
九
日
、
当
月
中
り
明
日
、
貴
様
御
仕
合
せ
に
御
座
慎
。
 
 

と
、
筆
者
の
立
場
か
ら
、
受
取
り
手
の
用
件
が
旦
那
を
川
舟
で
接
待
す
る
こ
と
で
あ
り
、
多
忙
な
（
と
い
っ
て
も
茶
の
湯
や
観
音
講
 
 

あ
き
 
 

を
名
目
と
し
た
大
商
人
仲
間
の
付
合
い
や
遊
興
に
過
ぎ
な
い
が
）
 
旦
那
が
十
九
日
の
夕
刻
の
み
「
今
月
中
の
明
日
」
で
あ
っ
た
の
が
、
 
 

「
貴
様
御
仕
合
せ
」
で
あ
っ
た
と
語
ら
れ
る
。
こ
こ
で
、
筆
者
、
且
郡
、
受
取
り
幸
二
一
書
の
関
係
が
明
ら
か
に
さ
れ
、
筆
者
は
現
今
 
 

の
例
で
云
え
ば
、
大
企
業
の
社
長
秘
書
室
長
と
で
も
称
す
べ
き
手
代
、
且
都
は
財
界
活
動
や
情
報
収
集
を
名
目
と
し
て
遊
ぶ
こ
と
が
 
 

好
き
な
社
長
の
如
き
大
商
家
の
主
、
受
取
り
事
は
捧
持
攻
勢
を
か
け
て
社
長
匠
取
り
入
り
仕
事
を
も
ら
お
う
と
す
る
中
小
企
業
の
下
 
 

請
け
業
者
と
い
っ
た
立
場
の
中
層
町
人
、
と
い
っ
た
構
図
が
浮
び
上
っ
て
来
る
。
昨
今
の
状
況
へ
の
翻
訳
ほ
無
用
の
こ
と
だ
が
、
現
 
 

在
で
は
あ
り
ふ
れ
た
こ
の
よ
う
な
人
物
関
係
を
前
提
と
し
て
善
か
れ
た
作
品
な
ど
が
、
西
鶴
以
前
に
、
あ
る
い
は
貞
幸
三
年
時
ま
で
 
 

の
西
鶴
作
品
に
あ
っ
た
か
ど
う
か
。
少
く
と
も
現
存
の
作
品
に
は
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
は
云
う
ま
で
も
な
い
。
 
 

（
‖
〕
 
 

超
多
忙
な
且
都
の
接
待
の
仲
介
を
す
る
手
代
の
手
枕
と
い
う
内
容
、
そ
れ
を
一
つ
の
作
品
に
仕
立
て
よ
う
と
す
る
創
作
意
識
、
そ
れ
 
 

ら
自
身
が
、
少
く
と
も
貞
享
三
年
時
ま
で
の
西
鶴
作
品
の
そ
れ
ら
と
は
隔
絶
し
て
い
る
と
云
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
 
 
 

以
上
の
人
物
開
店
、
用
件
な
ど
を
明
示
す
る
こ
と
を
導
入
部
と
し
て
、
以
下
、
接
待
日
当
日
の
振
舞
い
方
に
関
す
る
細
か
い
指
示
 
 

が
続
い
て
行
く
。
 
 
 

ま
ず
、
当
方
よ
り
ほ
且
郡
を
始
め
按
摩
の
利
庵
・
針
立
の
自
休
・
笛
吹
き
の
勘
太
夫
と
い
っ
た
太
鼓
持
ち
を
兼
ね
た
取
巻
き
と
小
 
 

坊
主
二
人
、
そ
れ
に
護
衛
役
の
浪
人
が
行
く
こ
と
、
そ
ち
ら
の
捷
待
役
に
出
る
碁
打
ち
の
這
円
に
は
長
咄
し
を
し
な
い
よ
う
注
意
L
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て
お
く
こ
と
、
男
色
相
手
の
歌
舞
伎
若
衆
は
無
用
で
あ
る
こ
と
 
（
す
で
に
接
待
終
了
後
好
み
の
若
衆
を
予
約
し
て
あ
る
こ
と
が
後
に
 
 

記
さ
れ
て
い
る
）
、
と
も
あ
れ
「
（
旦
那
の
）
依
嫌
を
見
合
せ
、
旦
郡
さ
し
づ
次
第
に
仕
る
べ
く
」
と
、
懇
切
な
指
図
が
行
わ
れ
る
。
 
 

さ
ら
に
、
 
 

殊
更
御
心
遣
ひ
の
献
立
御
見
せ
な
さ
れ
侯
。
舟
あ
そ
び
に
は
け
つ
か
う
過
ぎ
申
候
。
諸
道
具
万
事
や
か
ま
し
き
物
に
候
。
旦
那
 
 

も
此
程
ほ
病
後
ゆ
へ
、
美
食
好
み
申
さ
れ
ず
侯
。
無
用
と
存
候
分
に
点
か
け
串
慎
。
 
 

と
い
い
、
以
下
で
、
接
待
用
と
し
て
あ
ら
か
じ
め
提
示
さ
れ
て
い
る
料
理
の
献
立
を
評
し
、
且
郡
の
御
意
に
か
な
う
よ
う
変
更
等
を
 
 

指
示
す
る
。
こ
こ
で
ほ
、
あ
ら
か
じ
め
献
立
を
提
示
L
て
指
示
を
仰
ぐ
接
待
側
の
大
仰
な
気
の
つ
か
い
振
り
を
う
か
が
わ
せ
て
そ
の
 
 

苦
衷
を
読
者
に
示
唆
し
、
一
方
で
は
「
け
つ
か
う
過
ぎ
る
」
な
ど
と
い
い
つ
つ
贅
沢
す
ぎ
る
料
理
に
追
加
・
変
更
を
要
求
す
る
筆
者
 
 

の
忠
勤
ぶ
り
を
対
比
し
て
、
病
後
わ
旦
那
の
病
気
が
実
ほ
こ
れ
ま
で
の
「
美
食
好
み
」
 
に
よ
る
糖
尿
な
ど
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
 
 

す
る
わ
け
だ
が
、
同
時
に
接
待
側
の
中
層
町
人
の
苦
労
と
大
町
人
の
旦
那
の
立
場
と
の
対
照
に
よ
っ
て
、
す
で
に
明
ら
か
な
構
図
が
、
 
 

一
層
具
体
化
さ
れ
て
読
者
に
印
象
づ
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
 
 

と
1
も
 
 
 

つ
い
で
、
献
立
に
つ
い
て
の
詳
細
な
批
評
が
行
な
わ
れ
、
さ
ら
に
、
「
謹
も
御
馳
走
に
、
ち
い
さ
き
御
座
舟
に
湯
殿
を
仕
掛
け
、
 
 

暮
が
た
に
行
水
い
た
さ
れ
慎
や
う
に
御
用
意
」
と
贅
沢
な
要
求
が
加
え
ら
れ
、
夜
は
す
で
に
若
衆
と
の
遊
び
を
予
約
し
て
い
る
か
ら
、
 
 

「
日
ぐ
れ
よ
り
あ
が
り
申
さ
れ
慎
」
と
、
十
分
な
時
間
が
な
い
こ
と
、
無
理
を
し
て
接
待
さ
れ
て
や
っ
て
い
る
の
だ
と
い
っ
た
調
子
 
 

で
念
が
押
さ
れ
、
「
我
等
（
手
代
）
を
御
宿
み
な
さ
れ
慎
ゆ
へ
、
あ
ら
ま
し
御
さ
し
図
申
候
」
と
恩
着
せ
が
ま
し
く
云
う
。
こ
の
部
分
 
 

で
ほ
、
料
理
献
立
の
批
評
を
通
し
て
、
旦
那
の
日
頃
の
食
生
活
に
お
け
る
大
名
も
及
ば
ぬ
豪
華
さ
が
措
か
れ
、
そ
の
細
か
い
注
意
に
 
 

よ
っ
て
旦
那
の
好
み
が
示
酸
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
書
き
方
は
、
食
の
描
写
に
よ
っ
て
登
場
人
物
の
イ
メ
ー
ジ
を
造
り
出
す
新
鮮
な
 
 

手
法
と
し
て
も
注
目
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
と
同
時
に
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
書
く
手
代
の
忠
勤
ぶ
り
、
さ
ら
に
は
「
御
座
舟
に
湯
 
 

殿
」
の
要
求
や
夜
ま
で
付
合
え
な
い
と
い
う
勝
手
な
云
い
分
、
手
代
の
恩
着
せ
が
ま
し
い
言
葉
な
ど
に
よ
っ
て
、
接
待
側
の
弱
い
立
 
 

場
が
一
層
具
体
化
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
わ
け
で
あ
る
。
 
 
 

か
く
て
、
筆
者
（
手
代
）
 
ほ
、
当
日
が
天
気
で
あ
る
こ
と
を
願
い
、
「
其
内
十
八
日
は
、
其
元
へ
御
見
舞
申
し
、
い
よ
／
1
御
内
 
 

談
申
す
べ
く
」
と
、
下
相
談
を
前
日
に
行
う
こ
と
を
予
告
し
、
最
後
は
、
 
 

11   
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日
外
の
生
加
賀
の
ひ
と
へ
羽
織
、
す
こ
し
長
く
侯
。
小
男
の
お
か
し
く
侯
。
弐
寸
四
五
分
、
切
り
申
し
度
く
供
。
御
手
代
御
よ
 
1
2
 
 

せ
軽
み
申
侯
。
天
満
の
お
ほ
ら
ひ
ま
へ
に
さ
へ
出
来
申
せ
ば
よ
く
供
。
い
そ
ぎ
申
さ
ず
侯
。
心
事
、
貴
面
に
申
し
あ
ぐ
べ
く
倶
。
 
 

以
上
。
 
 

た
け
 
 

と
結
ぷ
。
お
そ
ら
く
は
仲
介
料
が
わ
り
に
相
手
か
ら
せ
し
め
た
羽
織
の
丈
を
、
あ
つ
か
ま
L
く
も
相
手
に
直
さ
せ
る
ペ
く
、
手
代
を
 
 

寄
こ
す
よ
う
に
依
頼
す
る
こ
の
結
び
は
、
役
得
を
刺
す
る
い
や
ら
L
き
に
よ
っ
て
、
筆
者
の
人
物
像
を
具
象
化
す
る
意
味
を
持
ち
、
 
 

こ
れ
ま
で
に
も
う
か
が
え
た
手
代
の
イ
メ
ー
ジ
を
強
烈
旺
印
象
づ
け
る
。
六
月
二
十
五
日
の
「
天
満
の
お
は
ら
ひ
」
は
、
こ
の
手
紙
 
 

の
日
付
（
六
月
十
一
日
）
 
の
二
週
間
後
、
「
い
そ
ぎ
申
さ
ず
」
な
ど
と
ほ
云
っ
て
い
て
も
、
受
取
り
手
ほ
近
日
中
に
手
代
を
う
か
が
 
 

わ
せ
た
い
わ
け
匠
は
い
か
な
い
。
両
者
の
力
関
係
が
い
か
な
る
も
の
か
に
つ
い
て
、
そ
し
て
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
の
人
間
が
ど
の
よ
う
 
 

ヽ
ヽ
 
 

な
あ
り
方
を
し
て
い
る
か
忙
つ
い
て
、
作
者
ほ
読
者
に
強
烈
な
駄
巳
を
押
す
形
で
、
こ
の
作
品
を
終
結
さ
せ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
 
 

ヽ
ヽ
 
 
 

さ
ら
に
作
者
は
、
右
の
作
品
世
界
を
よ
り
分
り
や
す
く
す
べ
く
、
評
文
に
ょ
っ
て
解
説
を
加
え
る
。
 
 

比
文
の
子
細
を
考
見
る
に
、
さ
り
と
は
町
人
の
振
舞
に
ほ
看
り
た
る
事
な
り
。
日
比
出
入
り
を
申
す
且
都
を
申
し
請
し
と
見
え
 
 

た
り
。
け
ふ
の
入
日
も
、
う
ち
ば
に
と
つ
て
三
百
四
五
拾
と
は
つ
も
り
ぬ
。
年
中
忙
拾
五
貫
目
が
ご
ふ
く
物
売
り
て
、
一
割
と
 
 

つ
て
壱
貫
五
百
目
也
。
年
に
二
度
も
ふ
る
ま
い
、
五
節
句
立
つ
れ
ば
、
大
か
た
は
元
へ
も
ど
る
な
り
。
今
時
の
商
ひ
、
皆
こ
ん
 
 

な
事
ぞ
か
し
。
勝
手
よ
い
事
ば
か
り
は
さ
せ
ぬ
と
見
え
け
る
。
 
 

作
品
世
界
を
相
対
化
L
つ
つ
具
体
的
な
数
字
を
出
し
て
「
今
時
の
商
ひ
、
皆
こ
ん
な
事
」
と
評
す
る
こ
と
で
、
個
別
的
な
一
つ
の
手
 
 

紙
忙
す
ぎ
な
か
っ
た
作
品
の
世
界
は
、
読
者
の
身
近
な
も
の
に
ま
で
拡
大
さ
れ
る
。
か
く
て
、
接
待
さ
れ
る
側
と
す
る
側
の
人
間
閑
 
 

ヽ
■
「
 
 

係
を
一
事
例
か
ら
強
烈
に
印
象
付
け
、
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
の
人
物
の
あ
り
よ
う
を
読
者
忙
示
唆
し
て
来
た
作
品
は
こ
こ
で
、
「
今
時
 
 

の
商
ひ
」
を
す
る
読
者
に
自
ら
を
省
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
L
か
も
、
こ
れ
は
、
炉
似
の
体
験
や
見
聞
を
し
て
い
る
現
代
 
 

の
読
者
に
す
ら
同
様
の
意
味
を
持
つ
に
違
い
な
い
。
本
章
甲
場
合
、
評
文
も
ま
た
十
分
の
意
味
を
持
っ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
 
 

ろ
う
。
 
 
 

以
上
、
こ
れ
ま
で
、
お
そ
ら
く
は
取
る
に
足
ら
ぬ
作
品
と
し
て
批
評
の
対
象
と
さ
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
巻
一
の
四
な
る
が
故
に
、
 
 

ヽ
ヽ
 
 

い
さ
さ
か
く
だ
′
＼
し
く
な
る
の
を
承
知
の
上
で
、
そ
の
作
品
と
し
て
の
あ
り
方
を
節
介
し
て
釆
た
。
そ
れ
は
確
か
に
、
ス
ト
ー
リ
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ヽ
ヽ
 
 

－
さ
え
も
な
く
、
奇
談
の
面
白
さ
も
切
迫
し
た
状
況
も
な
い
作
品
で
あ
る
。
L
か
し
、
前
述
の
よ
う
に
、
こ
の
よ
う
な
内
容
を
作
品
 
 

化
し
ょ
う
と
す
る
こ
と
自
体
が
、
貞
享
三
年
以
前
の
西
鶴
の
創
作
意
識
に
見
う
け
ら
れ
な
い
こ
と
も
明
ら
か
で
あ
る
。
派
手
な
好
色
 
 

の
世
界
、
奇
談
・
珍
談
の
世
界
は
慰
み
と
し
て
取
り
上
げ
や
す
く
、
興
味
深
い
ス
ト
ー
リ
ー
も
生
み
出
し
や
す
い
。
そ
し
て
『
永
代
 
 

蔵
』
以
前
の
西
鶴
は
、
明
ら
か
に
そ
の
方
向
に
憤
斜
し
て
い
る
。
ス
ト
ー
リ
ー
ら
し
い
ス
ー
ー
リ
！
も
な
く
、
身
近
な
日
常
に
あ
る
 
 

商
ひ
の
話
題
を
書
い
て
作
品
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
慰
み
草
で
あ
り
つ
つ
人
の
心
を
描
く
も
の
と
な
L
う
る
な
ど
と
い
う
発
想
自
 
 

（
1
5
）
 
 

体
が
『
永
代
蔵
』
や
『
織
留
』
所
収
作
品
以
前
に
ほ
う
か
が
え
な
い
の
で
あ
る
っ
結
局
、
巻
一
の
四
も
又
、
こ
れ
ま
で
論
じ
ら
れ
る
 
 

こ
と
の
多
か
っ
た
B
系
列
の
四
章
（
一
の
山
、
一
の
二
「
 
二
の
一
、
二
の
三
）
と
同
じ
く
、
貞
幸
三
年
以
前
の
西
鶴
作
品
と
L
て
ほ
 
 

隔
絶
し
過
ぎ
て
い
る
作
品
な
の
で
あ
り
、
元
禄
三
、
四
年
の
執
筆
と
推
定
す
る
の
が
妥
当
と
見
る
べ
き
も
の
な
の
で
あ
る
。
 
 

巻
五
の
一
「
広
き
江
戸
に
て
才
覚
男
」
も
ま
た
、
ス
ト
ー
リ
ー
ら
し
い
ス
ト
ー
リ
ー
の
乏
し
い
作
品
で
あ
る
。
 
 
 

本
章
ほ
、
「
長
崎
へ
手
代
ど
も
さ
し
く
だ
し
陰
幸
便
に
、
一
筆
申
入
れ
候
」
と
、
ま
ず
筆
者
が
長
崎
貿
易
に
か
か
わ
る
大
商
人
で
あ
 
 

る
こ
と
を
示
唆
す
る
一
文
か
ら
始
ま
る
が
、
商
用
で
出
張
す
る
手
代
に
託
す
手
紙
と
い
う
形
は
本
章
の
み
で
あ
り
、
こ
れ
又
、
『
文
 
 

反
古
』
中
に
僅
々
の
手
紙
の
形
を
導
入
す
る
も
の
と
し
て
生
か
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
そ
の
手
紙
に
添
え
て
受
取
り
手
の
 
 

内
儀
に
「
細
胞
半
疋
」
を
贈
り
、
江
戸
で
も
「
け
つ
か
う
な
る
衣
装
着
申
候
事
、
ほ
や
り
申
さ
ず
侯
」
と
近
年
の
風
潮
を
述
べ
、
以
 
 

下
、
近
年
の
商
況
や
人
情
に
触
れ
つ
つ
、
受
取
り
手
の
生
活
ぶ
り
を
戒
め
、
受
取
り
手
の
人
物
像
を
読
者
に
示
唆
し
て
行
く
。
 
 
 

相
手
の
「
大
酒
」
が
止
ん
だ
か
を
問
い
か
け
、
「
世
界
に
こ
は
き
も
の
は
、
酒
の
酔
と
銀
の
利
に
て
御
座
候
」
と
警
句
を
発
し
、
 
 
 

今
時
の
商
売
、
か
ね
親
う
し
ろ
だ
て
な
く
て
は
、
中
′
＼
分
限
に
は
な
ら
れ
ず
侯
。
其
覚
悟
な
い
事
、
不
才
覚
に
ぞ
ん
じ
倶
。
 
 

世
の
人
は
か
し
こ
き
も
の
に
て
、
又
だ
ま
し
や
す
く
侯
。
さ
り
な
が
ら
…
…
い
ま
だ
若
ひ
人
の
竹
づ
え
、
そ
ん
な
風
俗
忙
て
は
、
 
 

殊
に
堺
と
い
ふ
所
ほ
、
話
取
り
申
さ
ず
供
。
 
 

薄
々
と
説
き
進
め
て
い
く
。
と
同
時
に
、
筆
者
ほ
今
江
戸
で
長
崎
商
い
を
す
る
成
功
者
、
受
取
り
手
は
「
い
ま
だ
若
ひ
」
親
類
 
 

ば
L
き
商
人
と
い
っ
た
両
者
の
関
係
も
明
ら
か
に
さ
れ
る
。
さ
ら
に
、
「
中
よ
り
下
の
身
体
の
人
ほ
」
、
地
味
な
生
活
を
心
掛
け
、
 
 

た
し
か
 
 

の
佳
に
お
も
ひ
つ
く
身
持
」
が
大
事
と
説
き
、
「
分
限
者
に
俄
に
取
入
る
事
ほ
な
ら
な
」
い
か
ら
、
「
い
つ
と
な
く
ち
か
づ
」
く
 
 
13   
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必
要
が
あ
る
と
し
て
、
病
気
見
舞
を
き
っ
か
け
に
す
る
例
を
あ
げ
る
。
そ
し
て
、
「
取
入
」
 
っ
た
後
は
、
「
ほ
づ
み
を
見
て
大
分
金
銀
 
1
4
 
 

取
込
み
、
其
大
節
季
に
も
、
き
L
引
き
三
ケ
一
程
は
手
よ
く
残
L
」
、
「
是
を
つ
な
に
し
て
、
せ
ん
ゃ
り
に
か
り
込
み
、
手
広
く
商
ひ
 
 

し
か
け
、
手
前
著
に
な
る
」
方
法
を
教
示
す
る
。
 
 
 

こ
の
よ
う
な
こ
と
を
云
う
の
は
、
手
紙
の
書
き
手
が
、
「
惣
じ
て
商
人
の
、
巌
借
り
所
こ
L
ら
へ
る
を
第
一
に
い
た
し
候
。
中
 
 

く
す
こ
し
の
手
銀
に
て
ほ
、
は
か
の
ゆ
く
事
に
あ
ら
ず
展
」
と
考
え
て
い
る
か
ら
だ
が
、
そ
れ
ほ
自
ら
の
体
験
に
裏
付
け
ら
れ
た
 
 

も
の
だ
っ
た
の
で
あ
り
、
以
下
そ
の
体
験
が
簡
略
に
語
ら
れ
る
。
 
 
 

「
我
等
事
、
お
の
′
〈
1
に
見
か
ぎ
ら
れ
堺
を
出
し
時
ほ
、
江
戸
ま
で
の
路
銭
さ
へ
な
く
て
」
、
伊
勢
へ
の
抜
け
参
り
と
称
し
て
金
 
 

を
借
り
取
り
に
し
て
江
戸
へ
下
り
、
「
才
覚
し
て
刻
み
昆
布
に
取
り
つ
き
…
…
よ
き
仕
出
し
と
は
や
り
て
、
年
四
五
年
に
金
子
八
十
 
 

両
の
ば
し
」
た
が
、
「
銀
親
な
く
て
」
行
き
詰
っ
て
い
た
。
そ
の
折
、
「
歴
々
金
持
へ
出
入
」
す
る
医
者
を
見
定
め
、
，
わ
ざ
と
患
っ
て
 
 

多
野
の
礼
金
を
送
り
、
自
分
が
「
手
前
者
」
 
の
ご
と
く
見
せ
か
け
、
そ
の
医
者
に
頼
ん
で
歴
々
の
金
持
か
ら
金
を
引
き
出
し
成
功
を
 
 

収
め
「
い
ま
だ
二
十
四
五
年
の
う
ち
に
、
財
宝
の
外
金
子
ば
か
り
九
千
両
」
 
の
身
代
に
な
っ
た
と
い
う
。
か
く
て
、
「
金
な
く
て
金
 
 

は
も
う
け
ら
れ
ぬ
う
き
世
に
候
。
其
心
得
あ
る
べ
L
」
と
そ
の
体
験
談
ほ
ま
と
め
ら
れ
る
。
 
 
 

右
の
部
分
は
1
本
革
唯
一
の
ス
ト
ー
リ
ー
性
を
持
つ
部
分
だ
が
、
後
述
の
同
じ
江
戸
下
り
の
趣
向
を
導
入
す
る
巻
四
の
二
に
比
べ
、
 
 

そ
れ
が
す
こ
ぶ
る
簡
略
な
記
述
で
あ
る
点
、
同
章
の
ご
と
く
候
文
体
に
崩
れ
が
見
ら
れ
な
い
点
は
、
注
意
し
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
 
 

し
、
「
金
な
く
て
金
は
も
う
け
ら
れ
ぬ
う
き
世
」
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
点
も
注
目
さ
れ
よ
う
。
 
 
 

以
下
筆
者
は
、
「
何
と
申
L
て
も
御
江
戸
」
だ
か
ら
、
子
供
に
悪
気
が
つ
か
ぬ
う
ち
に
寄
こ
せ
ば
「
十
年
の
う
ち
に
は
小
判
三
吉
 
 

両
づ
⊥
も
た
せ
の
ば
せ
申
」
す
よ
う
に
す
る
と
提
言
し
、
江
戸
の
か
る
行
き
な
生
活
ぶ
り
、
自
ら
の
倹
約
な
暮
L
ぷ
り
を
具
体
的
に
 
 

記
す
。
そ
し
て
、
最
後
に
、
 
 

員
ノ
そ
 
 

さ
て
′
＼
、
世
に
金
も
た
ぬ
程
か
な
し
き
物
は
な
く
廣
、
偽
も
け
い
は
く
も
悪
心
も
、
皆
貧
よ
り
お
こ
り
申
倶
。
貴
様
今
の
世
 
 

わ
た
り
、
半
分
よ
り
ほ
い
？
わ
り
の
ま
し
侯
様
に
凍
り
候
。
口
惜
し
く
お
ぼ
し
め
し
、
子
孫
の
た
め
に
今
一
か
せ
ぎ
あ
れ
か
し
 
 

と
存
侯
。
 
 

と
云
い
、
相
手
を
戒
め
、
か
つ
激
励
し
て
こ
の
作
品
は
閉
じ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
（
な
お
、
本
章
の
評
文
は
、
内
容
を
要
約
し
て
い
 
 
 



138  史
 
 

理
 
 

脇
 
 
 

谷
 
 
 る

の
み
の
簡
略
な
も
の
で
あ
り
、
批
評
に
わ
た
る
部
分
が
な
い
の
で
、
と
り
た
て
て
云
う
べ
き
こ
と
は
な
い
）
。
 
 
 

右
の
蕗
介
に
よ
っ
て
も
明
ら
か
な
ご
と
く
、
「
銀
の
利
」
の
恐
さ
を
知
り
つ
つ
も
、
「
金
な
く
て
金
は
も
う
け
ら
れ
ぬ
浮
世
」
を
知
 
 

り
抜
い
た
皐
が
、
江
戸
に
下
っ
て
金
親
か
ら
金
を
引
き
出
し
て
成
功
し
た
後
、
そ
の
体
験
を
ふ
ま
え
て
諸
々
と
親
類
の
男
を
戒
め
る
 
 

ヽ
ヽ
 
 

と
い
う
設
定
の
も
と
に
善
か
れ
た
こ
の
作
品
は
、
ス
ト
ー
リ
ー
性
が
稀
薄
で
あ
る
点
ば
か
り
か
、
そ
の
内
容
も
語
り
口
も
『
永
代
歳
』
 
 

以
後
の
作
品
、
と
り
わ
け
『
織
留
』
所
収
作
品
に
近
似
し
て
い
る
。
と
同
時
に
、
金
が
金
を
も
う
け
る
浮
世
に
対
す
る
厳
し
い
現
実
 
 

認
識
、
「
世
に
金
も
た
ぬ
程
か
な
L
き
物
ほ
な
」
い
と
称
し
て
い
う
人
の
心
へ
の
認
識
、
倹
約
に
居
直
る
生
活
ぶ
り
等
々
の
強
調
は
、
 
 

貞
幸
三
、
四
年
時
ま
で
の
西
鶴
作
品
に
は
見
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
る
と
云
え
る
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
又
、
元
禄
二
「
 
四
年
の
執
筆
と
認
 
 

め
る
こ
と
が
妥
当
な
作
品
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
 
 
 

が
、
そ
の
結
論
を
出
す
前
に
、
本
章
の
場
合
は
、
上
方
で
破
産
し
た
男
が
江
戸
に
下
っ
て
成
功
し
、
上
方
の
親
類
の
男
に
そ
の
体
 
 

験
を
語
る
と
い
う
類
似
し
た
設
定
の
下
に
喜
か
れ
た
巻
四
の
二
「
此
通
り
と
始
末
の
書
付
」
を
問
題
に
し
な
い
わ
け
に
ほ
い
か
な
い
 
 

で
あ
ろ
う
。
後
述
の
ご
と
く
本
章
と
巻
四
の
二
と
は
、
一
読
印
象
の
異
る
作
品
で
ほ
あ
る
が
、
そ
の
設
定
や
内
容
の
一
部
に
共
通
性
 
 

を
指
摘
で
き
る
以
上
、
本
革
を
元
禄
≡
、
四
年
執
筆
と
し
、
巻
四
の
二
を
A
系
列
に
分
け
て
貞
享
三
年
後
半
期
～
四
年
の
執
筆
と
見
 
 

る
た
め
に
は
、
そ
れ
相
応
の
理
由
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
 
 

ヽ
ヽ
ヽ
 
 
 

「
六
日
飛
脚
に
無
用
の
銭
出
L
て
、
御
状
御
越
な
さ
れ
侯
。
さ
し
あ
た
つ
て
い
そ
ぎ
申
さ
ぬ
御
身
体
の
内
談
」
な
の
だ
か
か
ら
、
 
 

上
方
か
ら
の
絹
荷
物
が
下
る
時
に
商
め
ば
「
賃
な
し
に
相
届
」
く
も
の
を
。
こ
ん
な
無
駄
を
す
る
と
は
。
こ
ん
な
根
性
だ
か
ら
「
不
 
 

勝
手
」
 
に
な
る
の
も
当
然
だ
。
「
せ
め
て
い
づ
れ
も
御
無
事
御
入
、
一
段
に
存
じ
候
」
と
、
強
烈
な
嫌
味
を
相
手
に
投
げ
か
け
る
所
 
 

か
ら
、
巻
四
の
二
は
始
ま
る
。
こ
れ
ま
た
異
色
な
、
と
同
時
に
『
文
反
古
』
全
体
に
変
化
を
生
む
書
き
出
し
で
あ
る
。
そ
L
て
、
す
 
 

こ
ぶ
る
高
飛
車
に
相
手
を
皮
肉
る
こ
の
部
分
ほ
、
こ
の
手
紙
が
「
身
妹
の
内
談
」
を
申
し
掛
け
て
来
た
相
手
へ
の
返
事
で
あ
る
こ
と
、
 
 

相
手
に
筆
者
が
悪
感
情
を
持
っ
て
い
る
ら
し
い
こ
と
を
示
唆
す
る
わ
け
だ
が
、
同
時
に
、
こ
ん
な
嫌
味
た
っ
ぷ
り
な
文
言
か
ら
始
め
 
 

る
二
人
の
関
係
は
？
、
そ
の
原
因
は
？
、
等
々
に
読
者
は
思
い
を
致
す
こ
と
に
な
る
は
ず
だ
か
ら
、
こ
れ
ま
た
読
者
を
作
中
に
魅
き
 
 

込
む
す
ぐ
れ
た
導
入
部
と
評
し
て
良
い
も
の
で
あ
る
。
 
 
 

さ
ら
に
筆
者
は
、
「
将
又
、
墓
許
め
づ
ら
し
き
干
松
茸
一
袋
く
だ
さ
れ
悉
く
存
じ
侯
」
と
一
応
礼
を
云
い
、
「
さ
り
な
が
ら
御
心
入
 
 
15   
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満
足
に
ぞ
ん
ぜ
ず
侯
は
…
…
」
と
続
け
る
。
自
分
が
江
戸
へ
下
っ
て
か
ら
十
二
三
年
に
な
る
の
に
、
こ
れ
ま
で
音
信
も
な
く
、
こ
ち
 
 

ら
か
ら
か
つ
て
四
五
度
送
っ
た
手
紙
に
返
事
も
く
れ
ず
に
い
て
、
「
今
又
御
用
の
義
忙
文
く
だ
さ
れ
」
る
の
も
面
白
く
な
い
。
と
云
 
 

っ
た
後
、
 
 
 

惣
じ
て
、
人
に
無
心
い
ふ
前
に
は
念
比
に
L
か
け
、
又
ほ
音
信
を
つ
か
ひ
、
さ
ま
′
ぐ
・
け
い
は
く
い
ふ
事
、
上
が
た
の
風
義
に
 
 

御
座
供
。
関
東
は
、
中
ノ
＼
さ
や
う
の
当
座
さ
ば
き
、
合
点
い
た
さ
ぬ
所
に
御
座
候
。
つ
ね
ム
＼
し
た
し
く
語
り
あ
い
申
供
人
 
 

忙
は
、
金
綻
は
練
直
、
命
を
捨
て
申
供
。
 
 

と
、
上
方
と
江
戸
の
気
風
を
対
比
す
る
。
筆
者
が
江
戸
で
苦
闘
し
て
い
た
時
期
に
は
返
事
も
く
れ
ず
に
い
て
、
十
二
三
年
も
た
っ
た
 
 

今
、
「
干
松
茸
一
袋
」
を
贈
り
も
の
に
L
て
急
に
自
分
の
用
を
頼
ん
で
く
る
と
は
何
事
か
、
そ
ん
な
手
前
勝
手
は
江
戸
で
は
通
用
せ
 
 

ぬ
と
、
情
感
を
あ
ら
わ
に
し
つ
つ
江
戸
と
上
方
の
気
風
を
対
比
L
て
そ
の
怒
り
を
読
者
に
納
得
さ
せ
る
。
筆
者
と
受
け
取
り
手
と
の
 
 

間
に
は
何
が
あ
っ
た
の
か
。
筆
者
が
江
戸
に
下
っ
た
時
、
こ
ち
ら
か
ら
の
四
五
度
の
手
紙
に
返
事
も
寄
越
さ
ず
に
い
て
、
今
更
何
を
、
 
 

と
い
っ
た
気
持
が
、
こ
れ
ま
で
の
嫌
味
と
情
感
を
生
ん
で
い
る
こ
と
だ
け
ほ
す
で
に
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
か
っ
て
の
こ
と
を
思
 
 

え
ば
思
う
程
腹
に
す
え
か
ね
る
と
い
っ
た
感
じ
で
善
く
筆
者
の
憤
激
の
原
因
は
何
だ
っ
た
の
か
。
 
 
 

筆
者
は
云
う
、
「
お
の
′
1
心
底
、
親
類
と
ほ
申
し
が
た
し
。
私
身
体
や
ぶ
り
、
井
元
を
罷
り
立
ち
申
侯
時
」
、
わ
づ
か
の
旅
費
さ
 
 

え
貸
さ
ず
、
「
た
ほ
け
者
」
と
悪
口
し
、
暇
乞
い
に
行
け
ば
居
留
守
を
つ
か
っ
た
で
は
な
い
か
。
自
分
ほ
そ
の
時
の
こ
と
を
「
今
に
 
 

′
＼
わ
す
れ
申
さ
ず
侯
」
。
他
人
で
さ
え
相
談
に
の
っ
て
く
れ
た
の
に
、
従
弟
の
貴
様
の
冷
た
さ
、
そ
の
折
の
「
せ
つ
な
き
事
は
、
 
 

わ
す
れ
も
や
ら
ず
慎
」
。
筆
者
は
、
十
二
三
年
前
の
こ
と
を
、
「
今
に
／
1
忘
れ
」
ぬ
と
強
調
し
、
そ
の
口
惜
し
さ
・
せ
つ
な
さ
を
具
 
 

体
化
し
て
行
く
。
「
酒
小
半
で
機
嫌
よ
ふ
い
と
ま
ご
ひ
を
し
て
給
は
り
侯
へ
ば
、
何
の
う
ら
み
も
」
な
か
っ
た
の
に
。
そ
れ
を
貴
様
 
 

■
エ
：
‥
：
Q
 
 
 

「
せ
つ
な
き
事
は
、
わ
す
れ
も
や
ら
ず
俵
」
と
こ
れ
ま
で
の
部
分
を
ま
と
め
た
筆
者
は
、
こ
の
一
文
を
契
煉
に
、
一
層
せ
つ
な
い
 
 

思
い
を
し
た
旅
立
ち
の
朝
の
こ
と
、
旋
の
途
中
、
鉢
坊
主
の
竹
の
小
笠
と
手
拭
い
を
盗
ん
で
雨
を
し
の
い
だ
こ
と
ど
も
を
詳
細
に
語
 
 

る
。
（
こ
の
部
分
の
文
体
が
普
通
の
説
話
体
と
な
り
、
候
文
体
が
崩
れ
て
い
る
点
に
も
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
）
。
そ
し
て
、
 
 

身
の
か
な
し
き
時
は
、
ぬ
す
人
も
せ
ま
じ
き
物
に
あ
ら
ず
侯
。
其
方
様
、
不
断
の
念
仏
殊
勝
に
聞
え
申
候
が
、
其
口
か
ら
、
人
 
 16   
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を
か
た
り
も
い
ふ
物
に
侯
。
菟
角
貧
者
程
、
お
も
ひ
の
外
心
ぎ
し
の
か
は
る
も
の
ほ
な
く
侯
。
 
 

と
感
慨
を
述
べ
つ
つ
相
手
を
皮
肉
っ
た
後
、
「
是
程
う
き
難
に
あ
ひ
」
小
田
原
か
ら
は
路
銭
も
な
く
「
二
日
は
水
ば
か
り
呑
」
ん
で
 
 

江
戸
に
着
い
た
が
、
 
 

天
と
う
人
を
こ
ろ
し
給
ほ
ず
、
五
六
年
に
弐
千
両
あ
ま
り
か
せ
ぎ
出
し
、
只
今
弐
十
三
人
、
我
等
の
才
覚
ひ
と
つ
に
て
、
軽
 
 

く
と
や
し
な
い
申
候
。
 
 

と
語
る
。
こ
こ
で
は
、
江
戸
へ
下
る
ま
で
の
「
せ
つ
な
き
事
」
が
詳
細
具
体
的
に
語
ら
れ
る
が
、
江
戸
で
成
功
し
た
理
由
ほ
「
天
と
 
 

う
人
を
こ
ろ
し
拾
は
ず
」
と
記
さ
れ
る
の
み
で
あ
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
こ
れ
ほ
、
筆
者
の
わ
ら
い
が
、
相
手
の
冷
た
き
、
自
分
 
 

の
せ
つ
な
さ
を
読
者
に
感
得
さ
せ
、
「
う
ら
み
」
が
残
る
の
も
当
然
と
読
者
に
納
得
さ
せ
る
た
め
の
書
き
方
故
に
こ
う
な
っ
て
い
る
 
 

’
J
 
 

わ
け
だ
が
、
本
章
の
眼
目
が
、
江
戸
下
り
の
趣
向
忙
よ
る
致
富
談
と
ほ
全
く
異
る
と
こ
ろ
に
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
も
の
で
も
あ
 
 

る
こ
と
は
云
う
ま
で
も
な
い
。
 
 
 

か
く
て
筆
者
ほ
、
江
戸
で
も
今
ほ
「
其
銀
程
利
を
得
、
徳
を
取
」
る
時
代
と
な
り
、
「
太
か
た
の
事
に
て
、
中
く
銭
は
も
う
け
さ
 
 

せ
て
」
く
れ
な
い
が
、
「
ほ
る
ム
ー
ー
我
を
頼
み
に
書
状
」
を
寄
越
し
た
の
だ
か
ら
、
自
分
の
云
う
通
り
に
す
れ
ば
、
「
我
等
元
銀
取
替
、
 
 

已
過
の
成
」
る
よ
う
に
L
て
や
る
と
い
う
。
そ
し
て
、
 
 

先
、
朝
ほ
七
つ
起
し
て
、
白
壁
に
髪
を
ゆ
ひ
、
投
、
わ
ら
ん
ぢ
が
け
に
て
碓
を
ふ
み
、
か
う
の
物
ぎ
い
の
朝
夕
、
夜
は
細
縄
を
 
 

な
い
て
荒
物
屋
に
売
り
、
雨
の
ふ
る
日
は
下
駄
・
笠
を
売
る
や
う
に
L
て
…
…
鼻
で
息
す
る
程
は
た
ら
く
合
点
な
ら
ば
・
…
＝
手
 
 

前
の
路
銀
つ
か
は
ぬ
や
う
た
し
て
、
御
く
だ
り
待
申
供
。
其
外
始
末
の
段
ノ
＼
ほ
、
共
時
分
面
談
に
て
申
入
れ
慣
。
以
上
。
 
 

と
手
紙
を
終
え
る
。
ま
さ
に
評
文
が
云
う
よ
う
に
、
「
此
書
付
の
通
り
に
か
せ
が
は
、
ほ
る
′
ハ
＼
の
所
を
く
だ
り
ゆ
く
ま
で
も
な
し
。
 
ヽ
ヽ
 
 

大
坂
に
て
も
ロ
過
の
成
」
る
よ
う
な
厳
し
い
条
件
を
、
こ
れ
で
も
か
′
＼
と
い
う
ば
か
り
に
つ
け
て
作
品
を
完
結
す
る
の
で
あ
る
。
 
 

ヽ
ヽ
ヽ
 
 

か
つ
て
の
恨
み
を
暗
す
べ
く
、
江
戸
に
く
れ
は
十
分
に
し
ご
い
て
あ
げ
る
ぞ
と
云
わ
ん
は
か
り
の
こ
の
手
紙
を
読
ん
で
、
受
取
り
手
 
 

ほ
江
戸
へ
行
く
気
に
な
る
か
ど
う
か
。
読
者
の
想
像
は
自
由
だ
が
、
「
ほ
る
丁
ぐ
の
所
を
く
だ
り
ゆ
く
ま
で
も
な
し
」
と
い
う
評
文
 
 

の
感
想
通
り
、
江
戸
行
き
は
な
し
と
受
け
と
め
る
の
が
普
通
で
あ
ろ
う
。
 
 
 

以
上
の
よ
う
に
、
破
産
し
て
江
戸
に
下
っ
て
成
功
し
た
男
が
上
方
の
親
蕪
に
送
る
手
紙
で
あ
る
と
は
云
え
、
巻
四
の
二
は
、
巻
五
 
貯
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の
一
と
は
大
分
に
趣
を
異
に
す
る
。
巻
五
の
一
が
、
自
ら
の
江
戸
に
お
け
る
成
功
の
体
験
を
背
景
に
、
上
方
の
親
類
の
男
を
諾
々
と
 
 

戒
め
つ
つ
当
世
の
あ
り
よ
う
を
具
体
化
し
て
い
る
の
に
対
し
、
巻
四
の
二
は
、
か
つ
て
の
冷
い
仕
打
ち
へ
の
艇
み
と
債
漕
を
背
景
に
、
 
 

自
ら
の
江
戸
下
り
の
前
後
わ
せ
つ
な
い
体
験
を
詳
記
し
、
「
鼻
で
点
す
る
程
は
た
ら
く
合
点
」
な
ら
江
戸
へ
釆
て
見
ろ
と
い
う
条
件
 
 

の
提
示
に
よ
っ
て
相
手
を
恐
れ
入
ら
せ
る
と
い
っ
た
点
が
眼
目
と
な
っ
て
い
る
。
確
か
に
四
の
二
も
興
味
深
く
面
白
い
作
品
で
あ
 
 

り
、
「
其
錠
程
利
を
得
」
る
時
代
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
点
で
の
共
通
性
も
あ
る
。
し
か
し
、
全
体
を
通
じ
て
「
金
な
く
て
金
は
も
 
 

う
け
ら
れ
ぬ
う
き
世
」
と
い
う
点
に
対
す
る
強
調
の
度
合
が
違
っ
て
お
り
、
致
宮
の
た
め
の
警
告
と
い
っ
た
問
題
よ
り
、
か
つ
て
の
 
 

恨
み
と
憤
藩
を
今
思
い
知
ら
せ
る
と
い
っ
た
姿
勢
の
方
が
中
心
と
な
っ
て
い
る
点
で
隔
絶
し
た
作
品
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
 
 
 

も
っ
と
も
、
話
の
面
白
さ
と
い
う
点
で
い
え
ば
、
巻
四
の
二
の
方
に
軍
配
を
あ
げ
る
読
者
も
多
い
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
書
き
手
と
 
 

受
取
り
手
の
十
二
一
二
年
前
の
確
執
や
恨
み
を
前
療
と
す
る
人
間
関
係
は
、
作
品
の
背
景
と
し
て
緊
張
を
生
み
、
劇
的
な
側
面
を
構
成
 
 

し
て
い
る
し
、
候
文
体
を
崩
し
て
善
か
れ
る
江
戸
下
り
前
後
の
記
述
も
、
そ
れ
を
略
記
す
る
五
の
山
に
較
ペ
、
話
の
面
白
き
を
生
ん
 
 

で
い
る
。
四
の
二
は
、
純
粋
な
説
話
の
形
を
と
っ
て
は
い
な
い
に
し
て
も
、
話
を
構
成
し
ょ
う
と
す
る
創
作
意
識
が
五
の
一
に
較
べ
 
 

て
明
確
で
あ
り
、
そ
れ
故
に
作
品
と
L
て
の
面
白
さ
が
生
み
出
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
 
 
 

し
か
L
、
今
は
、
作
品
の
評
価
の
問
題
で
は
な
い
。
こ
の
上
う
な
作
品
を
何
時
書
い
た
か
の
問
題
で
あ
る
。
前
述
の
よ
う
に
、
巻
 
 

五
の
一
の
よ
う
な
内
容
・
方
法
・
創
作
意
識
の
作
品
は
、
貞
幸
三
、
四
年
時
の
作
品
と
は
隔
絶
し
す
ぎ
て
い
る
。
巻
四
の
二
は
ど
う
 
 

か
。
 
 

（
1
6
）
 
 
 

私
は
か
つ
て
、
江
戸
で
の
成
功
の
過
程
を
記
述
す
る
部
分
に
注
目
し
て
四
の
二
と
五
の
一
を
較
べ
、
「
天
た
う
人
を
こ
ろ
し
給
は
 
 

（
1
7
）
 
 

ず
」
と
の
み
記
す
四
竺
一
の
現
実
認
識
ほ
『
永
代
蔵
』
以
前
の
も
の
で
あ
る
と
論
じ
て
、
若
干
の
批
判
を
受
け
た
。
確
か
に
そ
の
点
 
 

ヽ
ヽ
 
 

の
み
で
云
々
し
た
の
は
軽
率
で
あ
っ
た
が
、
前
述
の
ご
と
く
、
作
品
の
ね
ら
い
が
異
る
故
に
当
然
と
は
云
え
、
五
の
一
と
四
の
二
と
 
 

の
全
体
を
比
較
し
て
も
、
五
の
一
の
方
が
経
済
社
会
へ
の
現
実
認
識
を
詳
細
適
確
に
述
べ
て
い
る
こ
と
ほ
明
ら
か
で
あ
り
、
そ
の
点
 
 

で
の
比
重
の
か
け
方
が
隔
絶
し
て
い
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
四
の
二
程
度
の
記
述
は
、
『
永
代
歳
』
で
も
十
分
行
な
 
 

（
1
8
）
 
 

わ
れ
て
お
り
、
仮
に
『
永
代
歳
』
を
貞
享
三
年
後
半
か
ら
四
年
に
か
け
て
の
執
筆
と
す
れ
ば
、
ほ
ぼ
同
一
時
期
の
現
実
認
鼓
の
現
れ
 
 

と
見
ら
れ
よ
う
。
し
か
も
、
四
の
二
に
は
、
人
物
関
係
に
緊
張
感
を
持
た
せ
、
候
文
体
を
一
部
で
崩
す
等
に
よ
っ
て
咽
を
面
白
く
仕
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立
て
よ
う
と
す
る
創
作
意
識
が
強
く
見
ら
れ
る
こ
と
は
、
前
述
の
通
り
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
貞
享
三
年
後
半
か
ら
四
年
に
か
 
 

け
て
の
創
作
意
識
に
通
ず
る
も
の
で
も
あ
る
。
ま
た
、
後
述
の
よ
う
に
、
A
系
列
の
作
品
の
多
く
が
、
同
時
期
の
作
品
と
内
容
上
の
 
 

摂
似
関
係
を
持
つ
が
、
四
の
二
も
ま
た
『
永
代
蔵
』
二
聖
二
等
と
の
類
似
部
分
が
指
摘
で
き
る
こ
と
は
云
う
ま
で
も
な
い
。
 
 
 

と
ほ
云
え
、
五
の
一
と
四
聖
一
は
、
右
の
よ
う
に
趣
を
異
旺
す
る
作
品
と
は
云
え
、
す
で
に
触
れ
た
よ
う
な
類
似
も
あ
る
こ
と
は
 
 

確
か
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
同
一
作
品
に
収
め
る
べ
く
同
一
時
期
に
こ
の
両
者
を
書
く
な
ど
と
い
う
こ
と
は
、
作
品
全
体
の
変
化
を
 
 

重
ん
ず
る
西
鶴
の
場
合
、
考
え
に
く
い
こ
と
で
あ
る
。
や
ほ
り
こ
の
二
作
は
別
の
時
期
に
善
か
れ
た
と
見
る
方
が
妥
当
と
い
う
こ
と
 
 

に
な
ろ
う
。
 
 
 

以
上
、
根
拠
と
云
う
に
ほ
弱
い
若
干
の
傍
証
を
あ
げ
え
た
に
す
ぎ
な
い
か
も
L
れ
な
い
が
、
右
に
よ
っ
て
、
B
系
列
の
五
の
一
は
 
 

元
禄
三
、
四
年
の
執
筆
、
四
の
二
は
貞
享
≡
年
後
半
期
か
ら
四
年
の
執
筆
と
推
定
し
て
お
く
こ
と
に
し
た
い
。
 
 

B
系
列
の
所
謂
町
人
物
的
な
六
章
の
う
ち
、
こ
れ
ま
で
と
り
あ
げ
ら
れ
る
こ
と
の
少
か
っ
た
一
の
四
、
五
の
一
の
み
を
と
り
あ
げ
、
 
 

そ
の
執
筆
時
を
推
定
し
た
の
ほ
、
一
の
一
、
一
聖
二
、
二
の
二
 
二
の
三
の
場
合
は
、
こ
れ
ま
で
も
元
禄
三
、
四
年
時
の
作
と
位
置
 
 

づ
け
ら
れ
て
論
ぜ
ら
れ
て
お
り
、
内
容
・
方
法
・
創
作
意
図
の
面
か
ら
問
題
に
す
る
以
上
、
通
説
を
承
認
す
れ
は
事
足
り
る
と
考
え
 
 

た
か
ら
で
あ
っ
た
。
 
 
 

L
か
L
、
二
の
二
、
五
の
三
、
五
の
四
に
つ
い
て
は
問
題
が
残
る
。
云
う
ま
で
も
な
く
そ
れ
ら
は
、
内
容
的
忙
は
、
敵
討
の
中
間
 
 

報
告
の
手
紙
、
遊
女
の
手
紙
、
僧
の
手
紙
で
あ
り
、
そ
の
内
容
・
方
法
・
創
作
意
識
等
を
問
題
に
し
て
既
定
の
作
品
の
流
れ
の
中
に
 
 

置
く
と
い
う
や
り
方
を
す
る
と
す
れ
ば
、
貞
幸
三
年
後
半
の
時
点
以
後
で
あ
れ
ば
何
時
で
も
良
く
、
す
で
に
用
い
た
論
理
（
貞
享
≡
、
 
 

四
年
時
の
創
作
意
識
と
隔
絶
L
す
ぎ
て
い
る
等
）
 
を
用
い
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
又
、
こ
の
三
者
に
特
定
の
執
筆
時
点
を
示
す
文
言
 
 

を
見
出
す
こ
と
も
で
き
な
い
。
 
 

ヽ
ヽ
 
 
 

が
、
こ
の
三
者
が
、
そ
の
内
容
か
ら
み
て
『
萬
甲
文
反
古
』
と
L
て
の
作
品
全
体
に
バ
ラ
エ
テ
ィ
を
生
む
た
め
に
書
か
れ
た
も
の
 
 

で
あ
る
と
い
う
推
定
を
行
う
こ
と
は
許
さ
れ
よ
う
。
と
す
れ
ば
、
こ
こ
で
は
、
こ
聖
二
章
の
執
筆
時
に
触
れ
る
こ
と
は
保
留
し
て
、
 
 

先
に
A
系
列
の
諸
作
の
執
筆
時
を
推
定
し
、
L
か
る
後
に
再
び
こ
の
三
葦
に
つ
い
て
考
え
る
方
が
推
定
を
行
い
や
す
い
よ
う
で
も
あ
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る
。
次
章
で
ほ
A
系
列
の
語
草
を
先
に
と
り
あ
げ
る
こ
と
に
し
た
い
。
 
 

六
 
A
系
列
の
諸
章
の
成
稿
時
期
 
 

A
系
列
の
諸
革
（
一
の
二
、
三
の
一
～
≡
、
四
の
一
⊥
二
、
五
の
二
）
 
に
も
ま
た
、
執
筆
時
を
明
確
に
推
定
で
き
る
よ
う
な
文
言
 
 

ほ
な
い
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
を
貞
享
三
年
後
半
期
か
ら
四
年
の
執
筆
と
す
る
推
定
は
、
前
記
の
拙
論
の
後
、
『
文
反
古
』
全
体
を
貞
 
 

（
1
9
）
 
 

幸
三
、
四
年
と
す
る
告
江
氏
に
よ
っ
て
も
行
な
わ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
論
拠
ほ
、
そ
の
内
容
・
創
作
意
識
等
を
勘
妾
す
る
方
法
に
よ
 
 

（
甜
）
 
 

る
も
の
で
あ
る
。
た
だ
、
吉
江
氏
と
同
じ
結
論
を
出
す
矢
野
氏
は
、
巻
四
の
一
を
と
り
あ
げ
、
同
時
期
の
他
作
品
忙
も
と
り
あ
げ
ら
 
 

れ
て
い
る
近
年
の
事
例
若
干
を
考
察
し
て
、
貞
幸
三
年
末
を
そ
う
下
ら
ぬ
時
期
の
執
筆
と
推
定
し
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
こ
で
指
摘
 
 

さ
れ
て
い
る
事
例
は
、
必
ず
し
も
貞
享
≡
年
と
ほ
特
定
で
き
な
い
よ
う
で
あ
り
、
元
禄
期
と
も
見
う
る
も
の
が
大
部
分
で
あ
る
。
ま
 
 

た
、
そ
の
中
の
「
最
上
川
の
高
水
の
咄
し
」
が
、
も
し
天
和
二
牛
四
月
三
日
に
起
り
大
き
な
被
害
を
与
え
た
最
上
川
の
洪
水
を
さ
す
 
 

と
す
れ
ば
 
（
同
洪
水
に
つ
い
て
は
、
『
飽
海
都
誌
・
二
』
 
に
記
さ
れ
て
い
る
。
詳
細
ほ
未
調
査
）
、
同
年
の
こ
と
を
記
L
て
い
る
こ
と
 
 

に
な
る
か
ら
、
矢
野
氏
の
い
う
ご
と
く
「
其
時
分
五
月
雨
ふ
り
つ
ゞ
き
…
…
 」
を
貞
幸
三
年
の
こ
と
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
 
 

と
な
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
明
確
に
執
筆
時
を
特
定
で
き
る
文
言
を
見
出
す
こ
と
は
、
現
在
ま
で
の
と
こ
ろ
行
い
得
な
い
の
で
あ
 
 

る
。
 
 
 

し
か
し
、
A
系
列
の
場
合
、
そ
の
内
容
・
方
法
・
創
作
意
識
等
を
問
題
に
す
る
こ
と
で
推
定
を
行
う
前
に
、
若
干
の
手
が
か
り
が
 
 

な
い
こ
と
も
な
い
。
そ
れ
ほ
、
す
で
に
触
れ
た
巻
三
り
〓
竺
節
が
、
北
条
田
水
の
『
色
道
大
鼓
』
追
加
の
一
節
と
類
似
り
部
分
を
 
 

持
つ
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
同
追
加
は
、
貞
享
四
年
十
月
の
同
書
刊
行
直
前
に
急
拠
加
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
ほ
間
違
い
 
 

な
い
か
ら
、
そ
の
出
刊
後
に
同
じ
材
料
を
用
い
た
作
品
を
西
鶴
が
書
く
と
ほ
思
わ
れ
な
い
わ
け
で
あ
る
。
従
っ
て
、
巻
三
の
一
の
執
 
 

筆
時
は
、
貞
享
四
年
十
月
以
前
と
一
応
確
定
L
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
急
拠
付
加
き
れ
た
と
見
ら
れ
る
『
色
道
東
哉
』
追
加
の
 
 

執
筆
は
、
そ
の
漠
戯
文
を
団
水
が
手
に
入
れ
た
直
後
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
か
ら
、
同
じ
も
の
を
見
た
西
帝
が
別
の
形
で
書
い
た
 
 

（
2
1
）
 
 

三
の
一
（
こ
の
点
は
四
に
既
述
）
も
ま
た
、
貞
享
四
年
七
、
八
月
頃
の
執
筆
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
 
 
 

ま
た
、
前
節
で
触
れ
た
よ
う
に
、
四
の
二
も
ま
た
『
永
代
蔵
』
と
同
時
期
の
も
の
と
見
て
よ
い
か
の
ご
と
く
で
あ
り
、
A
系
列
の
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他
の
語
草
も
、
内
容
・
方
法
・
創
作
意
図
等
を
酉
鴇
の
既
定
の
作
品
展
開
過
程
と
対
比
さ
せ
る
と
、
貞
享
≡
年
後
半
期
か
ら
四
年
に
 
 

か
け
て
の
作
品
虹
奇
妙
な
ほ
ど
類
似
す
る
も
の
は
か
り
で
あ
る
。
今
、
そ
の
点
を
各
章
ご
と
町
筋
時
に
記
し
て
お
く
。
 
 

〔
巻
一
の
二
「
栄
花
の
引
込
所
」
〕
 
 
 

色
道
二
つ
の
遊
興
に
お
ば
れ
る
若
主
人
重
九
郎
（
大
変
な
苦
労
を
か
け
る
男
、
の
擬
人
名
か
）
 
を
も
て
あ
ま
し
た
手
代
た
ち
が
、
 
 

重
九
郎
を
鎌
倉
に
≡
年
隠
居
さ
せ
る
た
め
の
説
得
を
「
親
類
法
師
」
（
評
文
の
こ
と
ば
）
に
依
痕
す
る
内
容
の
手
紙
で
あ
る
が
、
そ
こ
 
 

に
浮
び
上
る
重
九
郎
の
人
物
像
は
、
『
本
朝
二
十
不
孝
』
（
貞
享
≡
年
十
一
月
刊
）
 
の
登
場
人
物
の
ご
と
く
で
あ
る
。
ま
た
、
重
九
郎
 
 

の
馨
り
の
原
田
を
母
親
の
甘
さ
に
偏
す
る
こ
と
は
『
永
代
蔵
』
五
の
五
聖
一
一
口
説
と
同
じ
で
あ
り
、
手
代
の
持
つ
役
割
も
『
永
代
蔵
』
 
 

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
 
 

で
主
菜
す
る
こ
と
を
具
体
化
す
る
趣
が
あ
る
。
さ
ら
に
評
文
の
「
世
に
ほ
身
を
し
ら
ぬ
曹
も
の
有
。
天
の
と
が
め
も
、
町
人
の
分
と
 
 

L
て
よ
い
程
あ
り
」
と
い
う
評
言
は
、
『
二
十
不
孝
』
『
永
代
蔵
』
 
の
主
張
と
通
底
す
る
も
の
を
持
っ
て
い
る
。
 
 

〔
巻
三
の
一
「
京
都
の
花
嫌
ひ
」
〕
 
 
 

男
色
好
き
の
僧
の
手
紙
と
い
う
内
容
ほ
、
『
男
色
大
鑑
』
 
（
貞
享
四
年
正
月
刊
）
 
の
男
色
に
通
ず
る
が
、
『
大
鑑
』
中
僧
の
男
色
を
 
 

と
り
あ
げ
た
章
は
わ
ず
か
で
あ
り
、
す
で
に
四
で
分
析
・
搾
介
し
た
よ
う
に
、
同
書
前
半
四
巻
の
男
色
の
世
界
と
は
趣
を
異
に
し
て
、
 
 

少
か
ら
ず
可
笑
昧
を
生
む
人
物
像
を
提
示
し
て
い
る
。
こ
れ
が
、
『
色
道
大
鼓
』
追
加
に
用
い
ら
れ
て
い
る
も
の
と
同
じ
漠
戯
文
を
 
 

見
て
善
か
れ
た
こ
と
ほ
明
ら
か
だ
が
、
『
男
色
大
鑑
』
出
刊
後
、
男
色
へ
の
興
味
を
保
持
し
っ
つ
集
め
た
材
料
の
一
つ
が
『
文
反
古
』
 
 

全
体
の
パ
ラ
千
丁
イ
の
た
め
忙
生
か
さ
れ
て
執
筆
さ
れ
た
章
と
も
見
ら
れ
る
。
ま
た
、
話
を
面
白
く
す
ペ
く
垣
間
見
の
場
面
を
詳
細
 
 

に
記
L
、
候
文
体
を
崩
し
た
文
体
を
用
い
て
そ
の
前
後
を
記
述
（
全
体
の
約
半
分
を
占
め
る
）
し
て
い
る
こ
と
ほ
、
同
じ
男
色
好
き
 
 

の
僧
の
手
紙
で
あ
る
五
の
四
と
趣
を
異
に
し
、
奇
談
・
訟
談
を
面
白
く
報
ず
る
姿
勢
を
示
し
て
い
る
。
本
革
の
執
筆
は
、
『
色
道
大
 
 

鼓
』
追
加
と
の
関
連
を
考
え
る
こ
と
で
、
貞
享
四
年
七
、
八
月
頃
と
推
定
で
き
る
わ
け
だ
が
、
そ
の
内
容
・
方
法
・
創
作
意
識
も
そ
 
 

の
時
期
の
も
の
と
認
定
で
き
る
も
の
を
持
っ
て
い
る
。
 
 

〔
巻
三
の
二
「
明
て
驚
く
書
置
箱
」
〕
 
 
 

こ
れ
ま
で
も
『
懐
現
』
〔
貞
享
四
年
三
月
）
二
の
一
「
後
家
忙
成
ぞ
こ
な
ひ
」
と
類
似
す
る
部
分
を
持
つ
と
い
う
指
摘
が
行
わ
れ
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て
来
た
章
で
あ
り
、
ま
た
表
題
及
び
内
容
が
『
焼
現
』
五
の
二
「
明
て
悔
し
き
義
子
が
銀
宮
」
と
通
い
あ
っ
て
い
る
部
分
を
持
つ
。
 
 

と
同
時
忙
本
章
は
、
「
女
の
欲
の
入
物
重
た
し
′
1
」
（
副
見
出
し
）
 
に
対
応
す
る
奇
談
的
な
部
分
と
、
「
借
銀
時
の
用
に
ほ
立
難
し
」
 
 

（
2
2
）
 
 

（
同
上
）
 
の
町
人
物
的
部
分
を
併
存
さ
せ
て
い
る
興
味
深
い
作
品
だ
が
、
後
者
の
場
合
、
吉
江
氏
が
す
で
に
指
摘
さ
れ
る
ご
と
く
 
 

『
永
代
蔵
』
に
類
似
の
素
材
が
あ
り
、
そ
の
経
済
社
会
へ
の
認
識
の
あ
り
よ
う
も
『
永
代
蔵
』
に
通
い
あ
う
部
分
が
多
い
。
『
懐
硯
』
 
 

二
の
一
と
の
優
劣
ほ
に
わ
か
に
定
め
が
た
い
が
、
奇
談
・
珍
談
と
し
て
話
を
仕
立
て
よ
う
と
す
る
姿
勢
は
、
『
慎
現
』
に
較
べ
て
弱
 
 

く
な
っ
て
お
り
、
町
人
物
的
世
界
へ
の
傾
斜
が
見
ら
れ
る
。
類
似
の
素
材
を
、
一
方
で
は
奇
談
と
し
て
生
か
し
、
一
方
で
は
書
簡
と
 
 

い
う
趣
向
の
中
で
生
か
そ
う
と
し
た
故
の
類
似
と
相
異
と
見
ら
れ
る
よ
う
で
あ
り
、
ほ
ぼ
同
一
時
期
の
執
室
と
見
て
よ
い
の
で
は
な
 
 

い
か
と
思
う
。
そ
の
先
後
は
定
め
が
た
い
が
、
『
懐
硯
』
の
出
刊
に
よ
っ
て
本
章
の
発
表
が
留
保
さ
れ
た
と
す
れ
は
、
本
章
の
執
筆
 
 

時
は
、
貞
享
四
年
三
月
以
前
で
あ
る
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。
 
 

〔
巻
三
聖
二
「
代
筆
は
浮
世
の
闇
」
〕
 
 
 

客
の
置
き
忘
れ
た
金
を
満
ば
ば
し
て
報
い
を
受
け
る
と
い
う
本
章
の
主
節
と
類
似
の
話
が
『
西
鶴
織
留
』
一
の
二
に
挿
話
の
形
で
 
 

（
乃
）
 
 

簡
略
に
記
さ
れ
て
い
る
。
同
章
の
執
筆
時
は
不
明
だ
が
、
も
し
そ
れ
を
『
甚
忍
記
』
の
た
め
の
も
の
と
考
え
う
る
と
す
れ
ば
、
貞
享
 
 

四
、
五
年
の
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
本
章
は
、
侍
が
置
忘
れ
た
金
を
猫
は
は
し
た
た
め
に
侍
は
切
腹
、
そ
の
亡
霊
に
 
 

よ
っ
て
復
讐
さ
れ
る
奇
談
的
な
部
分
が
中
心
で
あ
り
、
復
讐
が
行
わ
れ
る
部
分
の
前
後
は
、
候
文
体
が
崩
れ
て
普
通
の
説
話
体
と
な
 
 

っ
て
お
り
、
奇
談
的
色
彩
が
一
層
濃
く
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
そ
れ
を
「
国
果
」
と
と
ら
え
「
某
国
果
旦
別
に
む
く
い
」
（
評
文
）
 
 

と
評
す
る
姿
勢
は
、
貞
幸
三
、
四
年
時
の
『
二
十
不
孝
』
『
懐
現
』
な
ど
に
通
じ
て
い
る
。
本
章
は
『
文
反
古
』
中
で
も
秀
作
と
評
 
 

す
る
に
足
る
作
品
だ
と
思
う
が
、
そ
の
創
作
意
識
は
、
前
述
の
B
系
列
の
町
人
物
的
作
品
の
あ
り
方
と
異
っ
て
、
奇
談
化
に
よ
っ
て
 
 

話
を
面
白
く
す
る
姿
勢
の
強
い
も
の
で
あ
り
、
か
な
り
の
相
異
が
見
ら
れ
る
。
 
 

〔
巷
四
の
一
「
南
部
の
人
が
見
た
も
真
言
」
〕
 
 
 

本
章
が
、
『
懐
硯
』
 
T
の
四
「
案
内
し
っ
て
む
か
し
の
寝
所
」
と
類
似
し
て
い
る
こ
と
は
周
知
で
あ
り
、
両
者
の
庫
劣
の
比
較
か
 
 

（
別
）
 
 

ら
、
本
章
を
元
禄
三
、
四
年
の
作
と
す
る
説
も
行
わ
れ
て
い
る
。
L
か
し
、
現
実
に
あ
り
そ
う
な
世
間
咄
の
報
告
と
し
て
書
簡
と
い
 
 

う
趣
向
の
中
で
書
か
れ
る
本
章
と
、
奇
談
を
前
提
に
面
白
く
作
ろ
う
と
し
て
善
か
れ
た
『
懐
硯
』
一
の
四
と
で
ほ
、
同
山
の
素
材
を
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用
い
て
い
る
と
は
云
え
書
き
方
が
異
な
り
、
両
者
の
優
劣
を
に
わ
か
に
定
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
考
え
る
。
む
し
ろ
、
と
も
に
そ
 
 

町
話
を
「
因
果
」
と
し
て
と
ら
え
る
視
点
の
共
通
性
を
重
視
L
、
そ
れ
ぞ
れ
の
作
品
全
件
の
性
格
に
あ
わ
せ
て
書
い
て
い
る
作
者
の
 
 

創
作
姿
勢
を
考
慮
す
れ
ば
、
ほ
ぼ
同
一
の
時
期
に
別
の
形
で
書
い
た
作
品
と
認
め
、
『
懐
現
』
 
の
出
刊
故
に
、
巻
≡
の
二
と
同
じ
く
 
 

発
表
を
留
保
さ
れ
た
も
の
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
本
革
も
又
奇
談
を
報
ず
る
過
程
で
候
文
体
が
崩
さ
れ
て
普
通
の
説
話
俸
 
 

と
な
っ
て
い
る
部
分
が
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
あ
り
方
も
B
系
列
の
も
の
に
は
見
ら
れ
ぬ
と
こ
ろ
で
あ
り
、
奇
談
化
へ
の
志
向
を
強
 
 

く
持
つ
時
期
の
作
な
る
こ
と
を
う
か
が
ぁ
せ
る
。
 
 

〔
巻
四
の
二
「
此
通
り
と
始
末
の
書
付
」
〕
 
 
 

本
章
が
、
巻
五
の
T
と
粁
似
の
部
分
を
持
ち
つ
つ
も
、
い
ち
ぢ
る
し
く
趣
を
異
に
し
た
作
品
と
な
っ
て
お
り
、
奇
談
化
へ
の
志
向
 
 

が
見
ら
れ
る
こ
と
は
前
述
し
た
ご
と
く
で
あ
る
。
た
だ
し
、
そ
れ
故
に
、
あ
え
て
評
価
す
れ
ば
、
本
章
は
巻
五
の
一
よ
り
面
白
く
出
 
 

来
の
良
い
作
品
と
な
っ
て
い
る
ゎ
け
で
あ
る
。
な
お
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
執
筆
時
期
の
先
後
と
作
品
わ
出
来
如
何
と
は
、
全
く
 
 

別
の
こ
と
に
属
す
る
。
誤
解
を
避
け
る
た
め
に
、
こ
の
点
を
こ
こ
で
云
い
添
え
て
お
く
。
 
 

［
巻
四
竺
ニ
「
人
の
し
ら
ぬ
祖
母
の
埋
み
金
ヒ
 
 
 

勘
当
さ
れ
て
飛
辞
の
国
に
塾
居
す
る
男
が
、
そ
の
暮
L
ぶ
り
を
報
じ
、
京
都
で
の
遊
興
の
跡
始
末
を
腹
違
い
の
兄
に
依
頼
す
る
手
 
 

紙
で
あ
り
、
そ
の
愚
か
し
い
依
振
を
細
々
と
羅
列
し
て
行
く
過
程
で
、
京
で
の
筆
者
の
か
つ
て
の
遊
興
ぶ
り
を
浮
び
上
が
ら
せ
る
と
 
 

い
う
巧
妙
な
手
法
で
書
か
れ
た
作
品
で
あ
る
。
方
法
の
点
で
は
、
前
述
の
B
系
列
の
作
品
を
芳
賀
と
き
せ
る
ご
と
く
だ
が
、
『
二
十
 
 

不
孝
』
の
人
物
像
に
績
似
し
た
本
章
の
内
容
、
そ
の
愚
し
さ
を
印
象
づ
け
て
可
箕
味
を
生
ん
で
行
く
創
作
姿
勢
は
、
『
二
十
不
孝
』
 
 

の
素
材
を
書
簡
の
趣
向
に
生
か
し
た
と
見
ら
れ
る
作
品
で
あ
る
。
『
二
十
不
孝
』
 
の
出
刊
後
、
そ
の
手
慣
れ
た
素
材
な
書
簡
と
い
う
 
 

趣
向
の
中
に
生
か
L
て
書
き
、
『
文
反
古
』
に
変
化
を
生
む
一
章
と
し
よ
う
と
し
た
も
の
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
 
 

〔
巻
五
の
二
「
二
膳
居
る
旋
の
面
影
」
〕
 
 
 

本
章
で
報
ぜ
ら
れ
る
、
姦
通
相
手
の
未
を
殺
し
て
旅
降
出
た
男
に
も
霊
が
つ
き
ま
と
っ
て
い
た
と
い
う
話
堅
塀
似
し
た
話
が
、
 
 

『
堪
忍
記
』
 
山
の
七
「
色
欲
を
と
ゞ
む
べ
き
堪
忍
」
の
第
四
「
王
勒
政
が
女
を
親
し
て
む
く
い
け
る
事
」
に
あ
る
こ
と
に
は
、
す
で
 
 

に
野
間
光
辰
氏
の
指
摘
が
あ
る
。
西
鶴
は
、
了
意
の
作
を
よ
く
読
ん
で
い
る
よ
う
で
あ
り
、
本
章
が
『
堪
忍
記
』
の
一
話
を
都
案
■
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改
作
し
た
と
い
う
指
摘
は
認
め
る
ペ
き
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
貞
享
五
年
正
月
刊
の
『
永
代
蔵
』
忙
刊
行
予
告
の
載
る
『
甚
忍
記
』
八
 
 

冊
が
『
堪
忍
記
』
を
意
識
し
た
書
名
で
あ
る
こ
と
は
云
う
ま
で
も
な
い
か
ら
、
貞
享
三
、
四
年
時
に
『
堪
忍
記
』
を
改
め
て
読
ん
だ
 
 

可
能
性
も
考
え
ら
れ
、
そ
の
こ
と
が
本
章
執
筆
の
薬
療
と
な
っ
た
と
い
う
推
定
も
行
い
う
る
。
が
、
そ
こ
ま
で
云
も
ぬ
と
し
て
も
、
 
 

因
果
話
と
L
て
奇
談
を
創
作
（
そ
れ
が
稲
葉
改
作
で
あ
る
と
し
て
も
）
す
る
姿
勢
自
体
が
、
前
出
の
≡
の
三
、
四
の
一
に
共
通
し
、
 
 

貞
幸
三
、
四
年
の
執
筆
で
あ
る
こ
と
を
推
定
さ
せ
る
。
 
 

以
上
、
作
品
の
内
容
に
詳
し
く
触
れ
る
こ
と
を
省
略
L
、
A
系
列
の
諸
革
が
、
貞
幸
二
「
四
年
時
執
筆
の
西
鶴
作
品
の
内
容
・
方
 
 

法
・
創
作
意
識
等
に
近
似
し
て
い
る
こ
と
を
証
す
る
と
思
わ
れ
る
側
面
の
み
忙
つ
い
て
触
れ
、
そ
れ
ら
が
貞
享
三
年
後
半
期
か
ら
四
 
 

年
に
か
け
て
の
執
筆
と
い
う
推
定
を
行
っ
て
来
た
。
本
来
な
ら
、
B
系
列
の
語
草
と
は
薙
が
異
る
と
ほ
云
え
、
そ
れ
ぞ
れ
に
興
味
深
 
 

い
作
品
で
あ
る
そ
れ
ら
へ
の
私
の
読
み
を
記
し
っ
つ
論
じ
た
方
が
良
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
も
は
や
紙
数
も
予
定
を
超
え
つ
 
 

つ
あ
り
、
ま
た
、
私
の
そ
れ
ぞ
れ
の
作
品
へ
の
読
み
方
ほ
、
簡
略
な
が
ら
一
部
を
新
日
本
古
典
文
学
大
系
本
の
拙
注
に
お
い
て
記
し
 
 

て
も
い
る
。
や
や
乱
暴
な
書
き
方
な
が
ら
、
以
上
に
よ
っ
て
、
A
系
列
の
語
草
の
執
筆
時
を
一
応
貞
享
≡
年
後
半
期
か
ら
四
年
と
見
 
 

定
め
、
残
さ
れ
た
B
系
列
の
三
幸
に
つ
い
て
考
え
て
見
る
こ
と
と
し
た
い
。
 
 

七
 
B
系
列
の
三
幸
の
載
‡
時
期
と
編
集
経
過
へ
の
臆
測
 
 

B
系
列
聖
二
章
、
巻
二
の
二
、
巻
五
聖
二
、
巻
五
の
四
は
、
そ
の
内
容
を
全
く
異
に
す
る
。
巻
二
の
二
は
、
敢
討
の
途
中
で
弟
が
 
 

相
手
に
出
く
わ
す
も
の
の
、
そ
れ
を
取
り
逃
が
し
た
こ
と
を
恥
じ
て
出
奔
、
筆
者
の
兄
が
そ
の
経
過
を
知
人
に
語
る
べ
く
置
手
紙
を
 
 

し
た
も
の
と
い
う
内
容
と
趣
向
の
作
品
で
あ
る
。
巻
五
の
三
は
、
第
三
節
で
詳
記
し
た
ご
と
き
遊
女
の
手
紙
、
巻
五
の
四
は
、
書
野
 
 

山
に
出
家
し
て
隠
棲
し
た
男
が
、
「
世
間
僧
」
の
堕
落
ぶ
り
、
「
女
出
家
」
た
ち
の
あ
り
よ
う
を
語
っ
た
複
、
冬
の
青
野
山
で
の
暮
し
 
 

の
わ
び
し
さ
を
語
り
、
男
色
相
手
の
小
者
を
雇
っ
て
寄
越
し
て
欲
し
い
と
依
頼
す
る
内
容
の
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、
「
萬
の
文
 
 

反
古
」
と
し
て
の
バ
ラ
エ
テ
ィ
を
生
む
た
め
に
書
か
れ
た
も
の
と
見
ら
れ
る
が
、
そ
の
執
筆
時
の
推
定
は
、
前
述
の
諾
作
の
ご
と
く
、
 
 

内
容
・
方
法
・
創
作
意
識
等
を
問
題
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
の
よ
う
な
視
点
か
ら
見
る
か
ぎ
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、
貞
享
三
、
四
年
以
後
の
ど
の
時
点
で
も
書
き
う
る
作
品
と
い
う
し
か
な
い
の
で
あ
る
。
 
 
 

も
ち
ろ
ん
、
五
聖
二
、
四
は
も
と
よ
り
、
奇
談
的
要
素
を
持
つ
二
の
二
に
お
い
て
も
、
A
系
列
の
作
品
の
ご
と
く
大
き
く
候
文
体
 
 

の
崩
れ
て
い
る
部
分
が
な
い
こ
と
、
書
簡
の
趣
向
が
そ
れ
ぞ
れ
に
巧
み
に
生
か
さ
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
は
、
B
系
列
に
近
似
L
て
い
 
 

る
と
云
え
そ
う
だ
が
、
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
内
容
が
A
系
列
執
筆
時
の
作
品
に
近
似
L
て
い
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
 
 
 

と
す
れ
ば
、
こ
れ
ら
三
葦
は
、
貞
幸
三
、
四
年
時
、
あ
る
い
は
そ
の
後
の
時
期
忙
少
し
ず
つ
善
か
れ
た
も
の
と
い
う
推
定
を
行
え
 
 

は
良
い
と
い
う
こ
と
忙
な
る
の
だ
ろ
う
か
。
が
、
前
述
の
よ
う
忙
、
西
鶴
と
い
う
作
者
は
、
一
気
に
一
ま
と
ま
り
の
も
の
を
書
く
と
 
 

い
う
執
筆
の
仕
方
を
し
て
い
る
ご
と
く
で
あ
る
。
と
り
わ
け
、
遺
稿
集
の
中
に
残
さ
れ
て
い
る
作
品
を
検
討
す
れ
ば
明
ら
か
な
よ
う
 
（
訪
）
 
 

に
、
未
完
成
に
終
っ
て
途
中
で
投
げ
出
さ
れ
た
作
品
も
少
く
な
い
よ
う
で
あ
る
が
、
未
完
の
も
の
も
そ
れ
ぞ
れ
に
、
一
時
期
に
一
ま
 
 

と
ま
り
の
も
の
と
し
て
執
筆
さ
れ
て
い
る
と
見
ら
れ
る
。
従
っ
て
、
『
文
反
古
』
の
み
例
外
と
考
え
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
か
ら
、
 
 

B
系
列
聖
二
章
も
、
貞
享
三
、
四
年
時
、
あ
る
い
は
元
禄
三
、
四
年
時
の
ど
ち
ら
か
の
時
期
に
葺
か
れ
た
も
の
と
見
る
以
外
に
は
な
 
 

い
。
す
で
に
触
れ
た
ご
と
く
、
内
容
的
に
は
貞
草
三
、
四
年
時
の
方
が
概
然
性
が
高
い
が
、
そ
れ
ら
が
、
全
体
を
ま
と
め
よ
う
と
す
 
 

る
時
の
バ
ラ
エ
テ
ィ
の
た
め
に
善
か
れ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
草
稿
時
の
句
点
の
有
無
、
評
文
の
書
き
出
し
の
一
致
等
を
も
傍
証
と
す
 
 

る
こ
と
で
、
元
禄
三
、
四
年
の
執
筆
と
い
う
推
定
も
な
り
立
つ
。
従
っ
て
、
こ
れ
ら
に
つ
い
て
ほ
、
水
掛
論
旺
終
る
可
能
性
も
あ
る
。
 
 

が
、
A
・
B
両
系
列
の
草
稿
の
存
在
を
認
め
、
そ
れ
ぞ
れ
が
同
一
時
期
の
執
筆
（
す
な
わ
ち
、
長
い
期
間
に
少
し
ず
つ
善
か
れ
た
わ
 
 

け
で
は
な
い
）
と
考
え
る
以
上
、
私
は
、
B
系
列
の
三
章
ほ
B
系
列
の
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
ぎ
る
を
待
な
い
。
い
さ
さ
か
臆
測
に
 
 

過
ぎ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
以
下
、
二
つ
の
系
列
の
草
稿
が
存
在
し
た
理
由
、
そ
の
両
者
が
合
体
さ
れ
て
編
集
出
刊
さ
れ
る
ま
で
の
 
 

経
過
を
考
え
つ
つ
、
B
系
列
の
三
革
の
執
筆
時
を
考
え
て
み
た
い
。
 
 

貞
幸
三
年
六
月
刊
の
『
好
色
一
代
女
』
以
後
貞
享
五
年
ま
で
の
西
鶴
が
、
こ
れ
ま
で
と
り
あ
げ
て
い
な
い
種
々
の
世
界
に
そ
の
素
 
 

材
の
幅
を
広
げ
つ
つ
、
新
し
い
世
界
を
模
索
し
続
け
な
が
ら
精
力
的
に
執
筆
し
て
い
る
こ
と
は
、
作
品
年
表
を
一
見
す
れ
は
明
ら
か
 
 

で
あ
る
。
そ
れ
は
、
当
時
の
大
阪
の
唯
一
の
流
行
作
家
と
も
い
う
べ
き
存
在
と
し
て
、
香
車
に
作
品
を
求
め
ら
れ
、
西
鶴
も
そ
れ
に
 
 

積
極
的
に
応
え
て
い
た
時
期
と
い
う
こ
と
忙
な
る
が
、
同
時
に
こ
の
時
期
の
西
鶴
の
特
色
は
、
素
材
の
転
換
の
み
な
ら
ず
方
法
的
に
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（
罰
）
 
 

も
種
々
の
試
み
を
行
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
試
み
の
一
つ
と
し
て
、
書
簡
を
趣
向
と
す
る
作
品
を
 
 

ヽ
ヽ
ヽ
 
 

西
鶴
が
思
い
つ
く
可
能
性
は
、
こ
れ
ま
で
も
云
わ
れ
る
ご
と
く
必
然
的
と
も
云
え
る
ほ
ど
に
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
 
 
 

近
世
に
お
け
る
書
簡
体
小
説
の
流
行
、
西
鶴
作
品
に
見
ら
れ
る
書
簡
へ
の
閑
心
、
作
中
で
の
書
簡
の
利
用
な
ど
を
論
じ
、
書
簡
体
 
 

V
伽
乃
 
 

小
説
を
西
鶴
が
執
筆
す
る
必
然
性
を
間
然
す
る
所
な
く
論
じ
た
の
は
嘩
峻
康
隆
氏
で
あ
っ
た
。
氏
は
、
町
人
物
的
作
品
を
中
心
に
し
 
 

て
『
文
反
古
』
 
の
成
立
を
論
ず
る
た
め
、
そ
の
成
立
を
元
禄
三
、
四
年
と
す
る
が
、
菓
は
、
氏
が
「
書
翰
腔
小
説
を
書
く
べ
き
必
然
 
 

（
昂
）
 
 

性
」
を
論
証
す
べ
く
用
い
た
西
鶴
作
品
は
、
貞
享
四
年
以
前
に
執
筆
さ
れ
た
作
品
ば
か
り
で
あ
り
、
そ
の
論
証
は
、
貞
享
三
、
四
年
 
 

（
盟
）
 
 

に
執
筆
す
る
必
然
性
と
し
て
も
用
い
る
こ
と
の
で
き
る
も
の
で
あ
っ
た
。
思
え
ば
、
吉
江
氏
、
矢
野
氏
と
も
に
、
曙
峻
説
の
引
く
 
 

『
Ⅰ
代
女
』
二
の
四
、
三
聖
二
を
援
用
し
、
貞
享
≡
、
四
年
に
『
文
反
古
』
が
成
立
す
る
契
機
を
云
う
の
も
故
な
し
と
ほ
し
な
い
の
 
 

で
あ
る
。
 
 
 

私
も
又
、
そ
の
点
は
首
肯
す
る
。
書
簡
に
深
い
興
味
を
持
ち
、
作
中
に
利
用
し
、
書
簡
の
持
つ
意
義
を
説
い
て
果
た
西
鶴
が
、
貞
 
 

幸
三
、
四
年
に
、
同
時
期
に
読
ま
れ
て
い
る
書
簡
体
小
説
の
存
在
を
意
識
し
っ
つ
、
書
簡
体
小
説
を
試
み
る
必
然
性
は
十
分
に
あ
る
 
 

の
で
あ
る
。
し
か
も
そ
の
時
期
は
、
前
述
の
ご
と
く
、
種
々
の
試
卑
を
碩
臨
的
に
行
っ
て
い
る
折
で
も
あ
っ
た
。
ま
た
、
作
中
で
の
 
 

書
簡
の
利
用
と
い
う
点
か
ら
云
え
ば
、
『
男
色
大
鑑
』
で
数
多
く
用
い
ら
れ
、
『
武
道
伝
来
記
』
中
に
も
少
く
な
い
こ
と
を
理
由
の
一
 
 

ヽ
ヽ
ヽ
 
 

つ
に
加
え
、
必
然
性
を
補
強
す
る
こ
と
も
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
 
 
 

い
ず
れ
に
し
て
も
、
そ
の
よ
う
な
状
況
を
背
景
忙
貞
幸
三
年
後
半
か
ら
四
年
の
時
点
で
A
系
列
の
作
品
ほ
善
か
れ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
 
 

巻
二
高
一
が
四
年
七
、
八
月
と
す
れ
ば
、
よ
り
限
定
し
て
、
『
懐
現
』
（
貞
享
四
年
三
月
）
や
『
伝
来
記
』
（
貞
享
四
年
四
月
）
出
刊
 
 

前
後
以
後
、
す
な
わ
ち
貞
享
四
年
半
ば
頃
と
云
え
な
い
こ
と
も
な
い
わ
け
だ
が
、
『
焼
塩
』
と
の
類
似
を
持
つ
三
竺
「
 
四
の
一
（
と
 
 

り
わ
け
後
者
）
 
の
存
在
を
思
え
ば
、
そ
の
限
定
は
乱
暴
か
も
し
れ
な
い
。
や
や
幅
広
い
執
筆
時
期
の
推
定
に
止
め
て
お
き
た
い
。
 
 
 

が
、
『
文
反
古
』
の
八
草
ほ
、
こ
の
時
点
で
発
表
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
そ
の
最
大
の
理
由
は
、
一
書
に
ま
と
め
る
だ
け
の
 
 

分
量
を
書
け
な
か
っ
た
（
あ
る
い
は
書
か
な
か
っ
た
）
 
か
ら
で
あ
ろ
う
が
、
す
で
に
『
懐
配
』
を
出
刊
し
て
い
る
こ
と
、
『
色
道
大
 
 

鼓
』
が
追
加
を
付
し
て
出
刊
き
れ
た
こ
と
も
、
発
表
を
留
保
し
た
理
由
の
一
つ
で
あ
ろ
う
。
他
作
品
の
執
筆
・
刊
行
に
あ
わ
た
だ
し
 
 

く
な
る
こ
の
時
期
（
貞
享
五
年
正
月
か
ら
翌
年
正
月
ま
で
に
『
永
代
蔵
』
『
武
家
義
理
』
『
嵐
無
常
』
『
好
色
盛
衰
記
』
『
色
里
≡
所
世
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』
『
新
可
実
記
』
『
本
朝
桜
陰
比
事
』
『
一
日
玉
鉾
』
 
の
詩
作
が
出
刊
）
 
の
西
鶴
が
、
書
簡
を
趣
向
と
す
る
作
品
を
中
断
（
あ
る
い
 
 

は
一
時
放
棄
）
 
し
た
の
も
、
や
む
を
待
な
い
状
況
で
あ
り
、
一
書
に
ま
と
め
や
す
い
作
品
の
執
筆
・
刊
行
を
優
先
し
た
こ
と
も
十
分
 
 

に
あ
り
え
た
の
で
あ
る
。
 
 
 

し
か
し
、
元
禄
二
年
の
始
め
頃
か
ら
、
西
鶴
ほ
病
ん
で
執
筆
を
中
断
す
る
。
重
病
と
い
う
程
で
ほ
な
か
っ
た
よ
う
だ
が
、
元
禄
二
、
 
 

三
年
の
執
筆
と
確
実
に
推
定
し
う
る
散
文
作
品
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、
『
織
留
』
 
三
～
六
、
『
名
残
の
友
』
 
（
と
も
に
未
刊
の
作
品
と
推
 
 

定
で
き
る
）
 
な
ど
の
一
部
が
善
か
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
み
で
あ
る
。
体
調
が
整
わ
な
い
な
か
で
、
一
部
書
い
て
ほ
倦
ん
で
放
棄
す
 
 

る
と
い
う
状
態
が
続
く
の
が
、
元
禄
四
年
前
半
頃
ま
で
で
あ
る
。
 
 
 

そ
の
よ
う
な
状
況
の
中
で
、
『
文
反
古
』
B
系
列
の
町
人
物
的
な
六
章
は
書
か
れ
た
。
L
か
し
、
す
で
に
書
い
た
八
章
に
加
え
て
 
 

み
て
も
ー
書
と
な
る
分
量
で
は
な
い
。
ま
た
、
『
萬
の
文
反
古
』
と
題
し
て
出
刊
す
る
と
す
れ
ば
、
内
容
は
変
化
に
富
ん
で
い
る
方
 
 

が
よ
い
。
か
く
し
て
、
A
系
列
に
な
い
敵
討
（
二
の
二
）
 
や
遊
女
の
手
紙
（
五
里
二
）
、
A
系
列
の
三
の
一
と
同
じ
男
色
好
き
の
僧
 
 

の
手
紙
と
は
云
え
著
し
く
内
容
を
異
に
す
る
五
の
四
な
ど
が
、
書
き
加
え
ら
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
 
 
 

も
ち
ろ
ん
、
以
上
の
十
七
草
で
西
罷
は
完
成
と
考
え
て
ほ
い
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
と
い
う
の
ほ
、
お
そ
ら
く
B
系
列
の
諾
章
を
 
 

（
測
）
 
 

書
い
た
折
に
執
筆
し
た
と
思
わ
れ
る
自
序
に
「
塵
塚
の
ご
と
く
な
る
中
に
、
女
筆
も
有
、
ま
た
ほ
芝
居
子
の
書
け
る
も
有
」
と
あ
る
 
 

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
芝
居
子
の
手
紙
は
現
存
の
 
『
文
反
古
』
中
に
は
存
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
が
書
く
予
定
で
書
か
な
か
っ
た
 
 

も
の
か
、
善
か
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
草
稿
の
紛
失
等
で
編
入
さ
れ
な
か
っ
た
も
の
か
ほ
分
か
ら
な
い
。
し
か
し
、
書
か
れ
て
い
た
 
 

と
す
れ
ば
、
一
書
と
す
る
忙
足
る
目
安
二
十
革
ま
で
、
残
る
は
あ
と
二
幸
で
あ
り
、
十
八
草
で
の
出
刊
も
さ
し
て
不
自
然
で
ほ
な
い
。
 
 

な
お
三
幸
（
あ
る
い
は
そ
れ
以
上
で
あ
っ
て
も
良
い
）
 
ほ
ど
は
書
く
つ
も
り
で
い
な
が
ら
放
置
し
て
い
る
う
ち
に
、
時
機
を
失
し
た
 
 

と
見
る
べ
き
か
も
し
れ
な
い
。
 
 
 

元
禄
六
年
八
月
十
日
、
西
鶴
の
没
時
に
多
く
の
草
稿
が
残
り
、
そ
の
整
理
に
団
水
が
か
か
わ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
し
か
し
、
 
 

（
3
1
）
 
 

上
村
平
左
衝
門
を
重
版
元
と
す
る
『
西
鶴
織
留
』
初
版
本
と
『
文
反
古
』
 
ほ
団
水
の
序
を
欠
い
て
い
る
。
『
織
留
』
再
版
本
に
は
団
 
 

水
の
序
が
加
わ
る
が
、
そ
の
序
に
は
問
題
な
し
と
せ
ず
、
編
集
の
主
導
権
が
上
村
の
手
に
あ
っ
た
こ
と
を
臆
測
さ
せ
る
ご
と
く
で
も
 
 
 

（
3
2
）
 
 

あ
る
。
『
文
反
古
』
 
の
場
合
は
ど
う
だ
っ
た
の
か
。
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（
氾
）
 
 
 

『
文
反
古
』
 
の
二
系
列
の
草
稿
は
、
ま
ず
、
そ
れ
に
忠
実
に
擬
筆
で
喜
か
れ
た
四
巻
本
の
版
下
が
作
ら
れ
た
と
推
定
き
れ
る
。
果
 
 

し
て
こ
の
段
階
で
団
水
は
関
り
を
持
っ
て
い
た
か
ど
う
か
。
団
水
は
、
『
置
土
産
』
 
の
一
部
、
『
名
残
の
友
』
に
は
「
自
筆
」
 
の
撮
め
 
 

を
付
し
て
い
る
が
、
他
で
は
擬
筆
を
行
っ
た
り
せ
ず
、
筆
工
の
坂
下
で
編
集
田
刊
し
て
い
る
。
も
し
団
水
が
『
文
反
古
』
に
か
か
わ
 
 

っ
て
い
た
と
す
れ
ば
、
擬
筆
に
よ
っ
て
出
刊
す
る
こ
と
な
ど
は
考
え
な
か
っ
た
の
で
ほ
な
い
か
。
思
え
ば
擬
筆
な
ど
は
、
香
車
の
や
 
 

り
口
に
ふ
さ
わ
し
い
の
で
あ
る
。
ま
た
、
三
の
山
と
『
色
道
大
鼓
』
追
加
と
の
関
係
も
考
え
ね
は
な
ら
な
い
。
も
し
団
水
が
編
集
に
 
 

関
与
し
て
い
た
と
す
れ
ば
、
自
作
忙
す
で
に
使
っ
た
漠
戯
文
が
長
々
と
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
匠
気
づ
か
ぬ
は
ず
は
な
い
。
当
然
チ
ェ
 
 

ッ
ク
し
た
と
考
え
る
ペ
き
で
あ
ろ
う
。
 
 
 

私
は
、
『
文
反
古
』
に
団
水
の
序
が
な
い
こ
と
ほ
、
擬
筆
の
版
下
を
四
巻
本
に
作
ら
せ
た
著
が
団
水
で
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
 
 

と
考
え
る
。
と
す
れ
ば
、
そ
れ
を
行
せ
た
も
の
は
、
香
車
上
村
以
外
に
は
な
い
。
上
村
が
草
稿
を
ど
の
よ
う
に
L
て
手
に
入
れ
た
か
 
 

ほ
分
か
ら
な
い
が
、
と
も
あ
れ
、
本
文
に
手
を
加
え
る
こ
と
な
く
、
西
鶴
の
草
稿
に
忠
実
に
擬
筆
さ
せ
、
も
と
四
巻
本
と
な
っ
て
い
 
 

た
も
の
を
五
巻
に
仕
立
て
直
し
、
現
存
の
 
『
文
反
古
』
と
し
て
出
刊
す
る
こ
と
に
な
っ
た
と
推
定
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
 
 

の
草
稿
が
出
現
せ
ぬ
以
上
、
未
完
と
思
わ
れ
る
十
七
草
の
 
『
文
反
古
』
 
の
草
稿
に
、
西
鶴
が
目
録
ま
で
作
っ
て
い
た
か
否
か
ほ
分
か
 
 

ら
な
い
。
誠
に
お
ば
ろ
げ
な
推
測
き
り
出
来
な
い
の
ほ
遺
憾
だ
が
、
残
さ
れ
た
唯
一
の
資
料
で
あ
を
作
品
を
手
が
か
り
忙
推
定
す
る
 
 

外
な
い
以
上
、
何
と
も
致
し
方
の
な
い
こ
と
で
ほ
あ
る
。
 
 

八
 
お
わ
り
に
 
 

『
萬
の
文
反
古
』
に
補
作
や
補
筆
が
あ
っ
て
も
、
あ
る
い
は
、
西
鶴
作
で
な
い
に
し
て
も
、
少
し
も
か
ま
わ
ぬ
で
は
な
い
か
、
作
 
 

品
ほ
現
に
存
在
す
る
の
だ
か
ら
、
と
い
う
立
場
も
あ
り
う
る
。
ま
た
、
そ
の
執
筆
時
期
に
つ
い
て
、
わ
ず
か
数
年
の
こ
と
で
議
論
を
 
 

し
て
み
て
も
始
ま
ら
ぬ
で
は
な
い
か
、
と
い
う
意
見
も
あ
り
え
よ
う
。
誠
に
そ
の
通
り
と
し
か
云
い
よ
う
が
な
い
。
し
か
し
、
西
鶴
 
 

と
い
う
作
者
の
全
体
像
を
押
え
て
行
こ
う
と
す
る
以
上
、
分
か
れ
る
こ
と
は
分
か
っ
た
方
が
い
い
に
ほ
違
い
な
い
。
作
者
を
離
れ
て
 
 

の
立
論
、
と
同
時
に
作
品
の
成
立
時
期
や
時
代
性
を
黙
殺
し
て
の
立
論
は
魅
力
的
で
な
い
こ
と
も
な
い
が
、
時
に
危
う
さ
が
つ
き
ま
 
 

と
う
よ
う
に
も
見
う
け
ら
れ
る
。
野
暮
で
は
あ
っ
て
も
、
分
か
れ
る
も
の
ほ
何
と
か
分
か
ろ
う
と
し
て
、
議
論
を
た
た
か
わ
し
た
方
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が
い
い
の
で
ほ
な
い
か
。
 
 
 

も
っ
と
も
、
推
定
、
そ
れ
も
あ
や
ふ
や
な
根
拠
に
よ
る
推
定
は
、
行
う
べ
か
ら
ず
と
す
る
禁
欲
的
な
立
場
の
あ
る
こ
と
も
承
知
し
 
 

て
い
る
。
野
間
光
辰
氏
の
『
西
鶴
年
譜
考
讃
』
が
、
元
禄
九
年
、
没
後
三
年
の
項
に
『
文
反
古
』
の
出
刊
を
記
し
て
考
証
・
解
説
を
 
 

加
え
つ
つ
、
そ
の
執
筆
時
期
に
つ
い
て
三
口
も
触
れ
な
い
の
は
、
棍
拠
薄
弱
な
推
定
を
潔
し
と
し
な
か
っ
た
か
ら
に
違
い
な
い
。
そ
 
 

れ
ほ
そ
れ
で
い
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
野
間
氏
の
巨
大
な
西
鶴
学
の
中
で
、
『
文
反
古
』
に
つ
い
て
触
れ
た
も
の
と
い
え
 
 

ば
「
作
家
と
し
て
も
人
間
と
し
て
も
或
る
境
地
に
到
達
し
た
、
西
鶴
の
晩
年
を
代
表
す
る
作
品
」
の
一
と
し
て
書
名
を
あ
げ
ら
れ
る
 
 

「
西
鶴
と
西
鶴
以
後
」
（
『
西
鶴
新
新
改
』
所
収
）
と
、
巻
五
竺
一
の
典
拠
を
指
摘
す
る
「
西
鶴
五
つ
の
方
法
」
（
同
上
〕
 
の
一
節
及
 
 

び
『
年
譜
考
置
』
 
の
記
事
き
り
な
い
の
ほ
、
さ
び
し
い
限
り
で
も
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
野
間
氏
ほ
、
『
文
反
古
』
に
疑
い
を
持
っ
て
い
 
 

た
わ
け
で
は
な
く
、
そ
れ
に
触
れ
る
機
会
が
な
か
っ
た
だ
け
か
も
し
れ
な
い
。
が
、
取
拠
薄
弱
な
推
定
を
拒
否
す
る
と
す
れ
ば
、
遺
 
 

稿
集
を
生
前
の
作
品
系
列
の
中
に
位
置
づ
け
る
こ
と
な
ど
、
不
可
能
と
な
っ
て
し
ま
い
か
ね
な
い
の
で
あ
る
。
い
い
加
減
で
あ
っ
て
 
 

も
い
い
と
は
思
わ
な
い
が
、
出
来
る
だ
け
の
推
定
ほ
行
っ
て
見
て
、
明
確
に
で
き
る
所
ま
で
は
し
て
み
ょ
う
で
は
な
い
か
。
恥
を
か
 
 

く
の
も
一
興
と
思
う
く
ら
い
の
覚
悟
で
、
推
定
に
推
定
を
蓋
わ
て
み
ょ
う
で
ほ
な
い
か
。
 
 
 

こ
ん
な
気
持
で
本
稿
を
書
き
始
め
た
の
だ
が
、
思
い
が
け
ず
長
大
な
も
の
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
に
ほ
、
も
う
t
つ
の
理
由
が
あ
 
 

ヽ
ヽ
 
 

る
。
そ
れ
は
『
寓
の
文
反
古
』
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
『
文
反
古
』
が
問
題
に
さ
れ
る
場
合
は
、
大
方
と
り
あ
げ
ら
れ
る
作
品
 
 

が
限
定
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
「
萬
の
」
の
意
味
が
生
か
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
た
た
め
、
こ
れ
ま
で
ほ
と
ん
ど
ま
と
も
に
論
 
 

じ
ら
れ
た
こ
と
の
な
い
作
品
の
意
味
を
考
え
、
そ
れ
ら
を
顕
彰
す
る
と
い
う
目
的
を
も
兼
ね
て
論
を
進
め
よ
う
と
し
た
か
ら
で
あ
る
。
 
 

も
と
よ
り
そ
れ
が
成
功
し
て
い
る
か
否
か
は
お
ぼ
つ
か
な
い
所
で
あ
り
、
い
た
づ
ら
に
無
用
の
作
品
紹
介
を
行
っ
て
い
る
の
み
と
い
 
 

ぅ
批
判
を
こ
お
む
る
の
み
か
も
し
れ
な
い
。
ま
た
、
（
下
）
の
場
合
、
A
系
列
の
諸
革
の
緒
介
を
ほ
と
ん
ど
行
い
え
な
か
っ
た
点
の
不
 
 

備
も
お
わ
び
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
が
、
私
の
真
意
は
、
と
る
に
足
ら
ぬ
と
し
て
黙
殺
さ
れ
て
果
た
も
の
が
、
思
い
の
外
興
味
深
 
 

ヽ
ヽ
 
 

い
作
品
と
し
て
読
む
こ
と
の
で
き
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ら
が
『
萬
甲
文
反
古
』
全
体
を
豊
か
な
も
の
と
し
て
意
味
づ
け
て
い
る
点
 
 

を
明
ら
か
忙
す
る
所
忙
あ
っ
た
。
私
の
読
み
が
不
十
分
で
あ
る
点
に
関
し
て
ほ
、
新
日
本
古
典
文
学
大
系
の
拙
注
と
も
ど
も
、
御
批
 
 

判
を
た
ま
わ
り
た
い
と
思
う
。
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〔
注
1
3
）
 
こ
こ
で
は
、
そ
れ
ら
に
つ
い
て
触
れ
る
こ
と
は
省
略
す
る
。
な
お
、
そ
れ
ら
に
つ
い
て
の
創
作
意
図
尊
に
つ
い
て
は
、
新
日
本
古
典
文
学
 
 

大
系
の
拙
注
忙
略
記
L
た
。
ま
た
巻
二
の
一
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
『
萬
の
文
反
古
』
の
意
図
と
方
法
」
（
文
学
研
究
7
0
号
、
平
成
1
年
1
2
月
）
 
 

で
触
れ
た
。
 
 

（
注
1
4
）
 
何
で
も
な
い
こ
と
の
よ
う
だ
が
、
こ
の
よ
う
な
内
容
の
も
の
が
、
慰
み
草
で
あ
ろ
作
品
の
一
部
に
取
り
あ
げ
う
る
な
ど
と
考
え
る
こ
と
自
 
 

体
が
、
『
永
代
蔵
』
や
『
繊
留
』
を
書
く
以
前
の
西
鶴
忙
は
生
ま
れ
え
な
い
こ
と
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
も
と
よ
り
外
の
作
者
に
も
そ
れ
を
 
 

求
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
は
、
云
う
ま
で
も
な
い
。
こ
の
よ
う
な
世
界
を
作
品
と
な
し
う
る
と
い
う
自
信
や
自
覚
は
、
奇
談
ぬ
面
白
さ
 
 
 

（
注
1
）
 
こ
の
点
に
つ
い
て
問
題
に
し
う
る
と
思
う
も
の
に
つ
い
て
は
、
以
下
で
も
と
り
あ
げ
る
が
、
か
な
り
幅
を
持
っ
て
そ
の
時
期
を
考
え
ろ
よ
 
 

り
仕
方
の
な
い
も
の
ば
か
り
で
あ
り
、
厳
密
な
時
期
の
推
定
は
、
現
在
の
と
こ
ろ
不
可
能
と
云
わ
ぎ
る
を
え
た
い
よ
う
で
あ
る
。
 
 

（
注
2
）
 
嘩
峻
康
隆
氏
『
西
酷
評
論
と
研
究
・
研
究
ノ
ー
ト
』
の
「
西
徳
著
作
者
」
な
ど
。
 
 

推
定
を
重
ね
る
の
み
で
あ
る
と
同
時
に
、
い
た
ず
ら
に
自
ら
の
旧
説
を
固
守
す
る
部
分
の
多
い
本
稿
で
は
あ
る
が
、
何
や
ら
疑
惑
 
 

甲
日
差
し
で
見
ら
れ
て
果
た
た
め
に
片
寄
せ
ら
れ
が
ち
で
あ
っ
た
西
鶴
の
遺
稿
集
を
考
え
る
上
で
、
い
さ
き
か
で
も
参
考
忙
な
る
も
 
 

町
が
あ
れ
ば
幸
で
あ
る
。
 
 

香
田
幸
一
氏
「
色
道
大
鼓
と
西
鶴
」
（
西
鶴
研
究
8
、
昭
和
3
0
年
1
0
月
）
。
本
稿
（
中
）
参
照
。
 
 
 

拙
稿
「
『
萬
の
文
反
古
』
の
二
系
列
」
（
国
文
学
研
究
・
2
9
集
、
昭
和
3
9
年
3
月
）
 
 
 

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
岩
田
秀
行
氏
「
『
万
の
文
反
古
』
ニ
章
臆
断
」
（
近
世
文
芸
研
究
と
評
論
1
4
、
昭
和
5
3
年
6
月
）
 
の
批
判
が
 
 

あ
る
。
 
 
 

琵
4
の
拙
稿
及
び
拙
稿
「
『
萬
の
文
反
古
』
に
お
け
る
書
簡
体
の
意
味
」
（
国
文
学
研
究
・
3
9
集
、
昭
和
弱
年
3
月
）
 
 
 

現
実
認
識
の
推
移
や
変
化
と
い
っ
た
視
点
は
、
す
で
に
四
十
代
も
半
で
あ
る
西
鶴
の
場
合
、
そ
れ
も
わ
ず
か
数
年
の
間
の
こ
と
を
問
題
に
 
 

す
る
場
合
、
あ
ま
り
有
効
た
視
点
と
ほ
な
り
え
な
い
よ
う
で
あ
り
、
現
在
で
は
、
こ
の
点
を
強
調
し
す
ぎ
た
こ
と
を
反
省
し
て
い
る
。
 
 
 

後
出
の
吉
江
久
弥
氏
、
矢
野
公
和
式
の
論
を
始
め
、
瀬
川
武
美
氏
『
万
の
文
反
古
』
谷
脇
理
史
氏
『
万
の
文
反
古
』
の
二
系
列
説
に
対
 
 

す
る
考
案
」
（
日
本
文
学
研
究
2
・
昭
和
4
5
年
1
1
月
）
、
白
倉
一
由
氏
「
『
万
の
文
反
古
』
論
」
（
山
梨
英
和
短
大
紀
要
1
2
・
昭
和
5
3
・
1
0
）
、
岡
 
 

本
勝
氏
「
『
万
の
文
反
古
』
の
成
立
」
（
『
松
村
博
司
先
生
喜
寿
記
念
国
語
文
学
論
集
』
昭
飢
1
年
1
1
月
）
 
な
ど
で
疑
問
が
提
示
さ
れ
て
い
る
。
 
 
 

本
稿
（
中
）
で
と
り
あ
げ
た
団
水
作
『
色
道
大
鼓
』
の
追
加
な
ど
と
の
関
連
を
も
考
慮
し
て
い
る
の
で
、
「
西
鴇
作
品
等
」
と
L
た
。
 
 
 

『
文
反
古
』
が
十
七
葺
と
い
う
中
途
半
端
な
数
で
あ
り
、
序
文
に
「
芝
居
子
の
苦
る
も
有
」
と
し
な
が
ら
芝
居
子
の
手
範
が
な
い
こ
と
な
 
 

ど
は
、
そ
れ
が
未
完
の
も
の
で
あ
り
、
な
お
三
幸
く
ら
い
は
書
き
足
す
予
定
で
あ
っ
た
こ
と
を
推
定
さ
せ
る
と
思
う
。
 
 
 

中
村
幸
彦
氏
「
『
万
の
文
反
古
』
の
諸
問
題
」
（
慶
応
大
学
国
文
学
論
叢
『
西
鶴
研
究
と
資
料
』
昭
和
3
2
年
1
2
月
）
 
 
 

同
右
。
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（
注
1
5
）
 
 
 

（
注
1
6
）
 
 

（
注
1
7
）
 
 
 

（
注
1
8
）
 
 

（
注
1
9
）
 
 

（
注
2
0
）
 
 

（
注
2
1
）
 
 

（
往
2
2
）
 
 

（
注
2
3
）
 
 

（
注
2
4
）
 
 

（
注
2
5
）
 
 
 

（
注
2
6
）
 
 

（
注
2
7
）
 
 

（
注
2
8
）
 
 

（
注
由
）
 
注
1
9
、
往
2
0
の
両
氏
の
論
考
参
照
。
 
 

（
注
3
0
）
 
作
品
全
体
が
完
成
す
る
以
前
に
序
を
書
い
た
り
す
る
か
ど
う
か
は
問
題
で
あ
る
が
、
西
鶴
の
場
合
は
例
が
あ
る
。
た
と
え
ば
『
織
留
』
に
 
 

は
「
世
の
人
心
」
系
列
の
作
品
の
た
め
の
序
が
収
め
ら
れ
て
い
る
が
、
「
世
の
人
心
」
は
明
ら
か
に
未
完
の
作
品
で
あ
る
。
ま
た
、
『
置
土
 
 

産
』
も
注
2
5
の
拙
論
で
推
定
し
た
ご
と
く
未
完
の
作
品
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
自
序
が
存
し
て
い
る
。
 
 

（
注
3
1
）
 
木
村
三
四
吾
氏
「
西
鶴
級
留
諸
版
考
」
（
ビ
プ
リ
7
訝
、
昭
和
3
9
年
8
月
）
参
照
。
 
 

（
注
聖
 
注
1
5
の
拙
稿
参
照
。
 
 

（
注
望
ご
 
信
奉
純
一
氏
「
『
万
の
文
反
古
』
切
継
考
」
（
野
間
光
辰
編
『
西
鶴
論
叢
』
所
収
）
参
照
。
 
 

（
補
記
1
）
本
稿
（
中
）
に
お
い
て
、
『
文
反
古
』
巻
三
の
一
と
『
色
道
大
鼓
』
追
加
と
が
参
照
蘭
係
に
な
い
こ
と
を
論
じ
、
両
者
が
拠
っ
た
と
思
わ
 
 

れ
る
C
の
存
在
を
推
定
し
た
が
、
そ
の
校
了
後
、
宮
崎
修
多
氏
「
国
風
・
詠
物
・
狂
詩
6
古
文
辞
以
前
に
お
け
る
遊
戯
的
漢
詩
文
の
側
面
」
（
詩
文
 
3
1
 
 
 

や
派
手
な
好
色
の
世
界
へ
の
興
味
に
ょ
っ
て
読
者
を
惹
き
つ
け
よ
う
す
る
作
品
を
害
い
て
い
る
段
階
で
は
、
と
て
も
生
ま
れ
る
は
ず
が
な
い
 
 

の
で
あ
る
。
 
 
 

『
織
留
』
所
収
作
品
を
ど
う
見
る
べ
き
か
に
つ
い
て
は
問
顛
が
あ
る
が
、
私
は
、
四
系
統
の
草
稿
が
寄
せ
集
め
ら
れ
た
作
品
と
見
る
べ
き
 
 

だ
と
思
う
。
そ
の
論
拠
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
『
西
軍
織
曹
』
を
め
ぐ
ス
二
二
二
の
問
題
」
（
『
西
鶴
研
究
諸
政
』
第
三
部
所
収
）
参
照
。
 
 
 

注
4
の
拙
稿
参
照
。
 
 
 

注
8
の
詩
論
。
な
お
、
本
稿
執
筆
後
に
拝
見
し
た
広
嶋
進
氏
「
『
万
の
文
反
古
』
に
お
け
る
「
書
付
」
の
趣
向
－
A
系
列
の
検
討
1
」
（
古
 
 

典
研
究
1
6
・
1
9
8
9
年
7
月
、
ノ
ー
ト
ル
ダ
ム
清
心
女
子
大
）
も
こ
の
点
に
つ
い
て
詳
論
し
て
い
る
。
 
 
 

『
永
代
蔵
』
の
執
筆
時
期
に
も
問
題
が
あ
る
が
、
私
見
は
拙
著
『
西
鶴
研
究
序
説
』
第
三
部
所
収
の
拙
論
参
照
。
 
 
 

吉
江
久
弥
氏
「
『
万
の
文
反
古
』
裸
考
」
（
仏
教
大
学
人
文
学
論
集
4
・
昭
和
4
5
年
9
月
）
 
 
 

矢
野
公
和
氏
「
『
万
の
文
反
古
』
成
立
時
期
に
つ
い
て
の
t
試
論
」
（
共
立
女
子
短
期
大
学
紀
要
3
1
、
昭
和
6
3
年
2
月
）
 
 
 

こ
の
点
は
す
で
に
、
吉
江
氏
も
注
1
9
の
論
文
で
指
摘
し
て
い
る
。
 
 
 

注
1
9
に
同
じ
。
 
 
 

注
1
5
の
拙
稿
参
照
。
 
 
 

曙
唆
康
隆
氏
『
西
鶴
評
論
と
研
究
・
下
』
（
昭
和
2
5
年
、
中
央
公
論
社
刊
）
な
ど
。
 
 
 

注
1
5
の
拙
稿
参
照
。
な
お
、
『
西
鶴
置
土
産
』
に
つ
い
て
は
拙
稿
「
『
西
操
置
土
産
』
の
問
笥
若
干
」
（
文
芸
・
言
語
研
究
5
、
昭
和
5
6
年
3
 
 

月
）
参
照
。
 
 
 

拙
著
『
西
鶴
研
究
序
説
』
第
二
部
静
六
章
「
貞
享
三
年
の
西
構
」
参
照
。
 
 
 

曙
唆
康
隆
氏
『
日
本
の
書
翰
体
小
説
』
（
昭
和
1
8
年
、
越
後
屋
書
房
刊
）
。
 
 
 

同
右
。
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鶴
も
、
当
然
こ
れ
を
一
緒
直
見
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
団
水
は
、
そ
の
作
品
の
展
開
上
不
要
の
た
め
、
こ
の
部
分
を
全
く
切
り
捨
て
し
ま
っ
 
 

て
い
る
。
一
方
西
鶴
は
、
漠
厳
文
の
後
半
は
切
り
捨
て
た
に
も
か
か
ゎ
ら
ず
、
こ
の
「
答
話
」
で
か
ら
か
ゎ
れ
て
い
る
「
花
の
み
や
こ
の
う
き
世
坊
 
 

主
」
を
巻
三
の
一
の
筆
者
と
し
、
本
稿
（
中
）
で
指
摘
し
た
上
う
な
ユ
ニ
ー
ク
な
人
物
像
を
創
り
あ
げ
る
手
が
か
り
と
し
て
い
る
あ
け
で
あ
る
。
こ
れ
 
 

も
、
巻
三
の
一
が
創
出
さ
れ
る
過
程
を
知
る
上
で
参
考
と
す
る
に
足
る
も
の
と
思
わ
れ
る
の
で
、
こ
こ
に
引
用
し
て
置
く
。
 
 
 

右
は
、
『
色
道
大
鼓
』
追
加
及
び
『
文
反
古
』
三
の
一
で
利
用
き
れ
た
漢
戯
女
に
対
す
る
「
答
和
」
で
あ
り
、
 
 

研
究
5
6
、
昭
和
朗
年
2
月
）
 
忙
お
い
て
、
C
に
あ
た
る
漠
厳
文
が
紹
介
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
知
っ
た
。
そ
れ
は
内
閣
文
痺
蔵
本
『
詩
文
雑
紗
』
（
写
 
 

本
一
冊
）
 
に
載
る
も
の
で
あ
り
、
氏
は
同
書
の
成
立
を
「
延
宝
天
和
を
降
る
ま
い
」
と
す
る
が
、
首
肯
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
同
書
に
載
る
漢
 
 

戯
文
は
、
『
色
置
大
鼓
』
追
加
と
全
体
的
に
は
一
致
す
る
も
の
の
、
細
部
忙
お
い
て
は
、
少
な
か
ら
ぬ
差
異
も
存
し
、
省
略
・
増
補
の
関
係
に
あ
る
 
 

部
分
も
存
し
て
い
る
の
で
、
団
水
の
手
に
入
れ
た
も
の
が
そ
れ
と
同
一
で
あ
っ
た
か
否
か
は
分
か
ら
な
い
（
『
色
道
大
鼓
』
追
加
の
場
合
、
も
と
の
も
 
 

の
を
変
更
す
る
必
要
性
が
な
い
形
で
流
用
さ
れ
て
い
る
と
見
ら
れ
る
か
ら
、
そ
の
差
異
の
大
き
さ
を
考
え
る
と
、
異
文
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
よ
 
 

う
に
も
思
わ
れ
る
）
。
が
、
い
ず
れ
に
L
て
も
C
が
西
鶴
作
の
も
の
で
も
団
水
作
の
も
の
で
も
な
か
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
と
な
っ
た
の
で
あ
り
、
両
 
 

者
と
も
既
存
の
も
の
を
利
用
L
た
の
み
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
そ
の
利
用
の
仕
方
の
相
異
は
前
述
の
ご
と
く
で
あ
り
、
は
か
ら
ず
も
私
の
 
 

推
定
は
当
っ
て
い
た
わ
け
だ
か
ら
、
本
稿
（
中
）
の
結
論
は
変
更
す
る
必
要
が
な
い
こ
と
に
な
る
。
た
だ
、
宮
崎
氏
の
論
が
あ
る
こ
と
を
あ
ら
か
じ
め
 
 

知
っ
て
い
れ
ば
、
無
用
の
推
定
を
行
っ
て
く
だ
く
だ
し
い
論
述
を
行
う
必
要
の
な
い
部
分
が
あ
っ
た
こ
と
も
確
か
で
あ
る
。
そ
の
点
は
、
折
を
見
て
 
 

改
め
た
い
と
思
っ
て
い
る
。
 
 

（
補
記
2
〕
宮
崎
氏
の
論
考
に
教
示
さ
れ
て
、
内
園
文
庫
蔵
本
『
詩
文
雑
紗
』
写
本
一
冊
を
早
速
に
一
覧
し
た
と
こ
ろ
、
宮
崎
氏
が
引
用
し
た
部
分
 
 

の
後
に
、
「
答
和
」
と
題
し
て
、
以
下
の
詩
文
の
あ
る
こ
と
を
知
り
え
た
。
 
 

き
の
ふ
は
し
み
た
る
玉
章
さ
て
も
か
た
し
け
た
き
あ
ま
り
は
も
し
な
か
ら
言
葉
つ
ゝ
か
さ
る
事
と
も
反
中
参
ら
せ
侯
 
 

イ
■
’
カ
チ
ッ
『
 
 
豊
後
秘
蔵
．
拙
者
 
 
争
夫
契
二
他
処
l
 
 

ツ
リ
 
 
 

智
株
数
奇
ノ
重
刑
 
 
鉄
壁
亦
銀
山
 
 

花
の
み
や
こ
の
う
き
世
坊
主
を
句
の
上
に
お
き
て
に
く
さ
に
か
く
な
む
 
ヅ
カ
ラ
 
 
 

浮
世
気
ノ
毒
立
二
予
オ
名
一
世
上
′
虚
言
多
ダ
不
r
軽
 
 

ナ
▲
 
 
 

坊
主
様
ノ
思
ヒ
顔
ノ
白
木
 
主
人
失
r
色
，
恨
二
他
′
情
一
 
 

一
連
の
も
の
で
あ
る
が
、
団
水
も
西
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