
後
篇
の
起
筆

|
ー
巻
四
冒
頭
部
の
意
味
と
機
能
ー
_

こ
こ
四
十
年
ほ
ど
の
間
に
、
他
の
中
世
女
流
日
記
に
比
す
べ
く
も
な
い
進
展

の
跡
を
示
し
て
き
た
『
と
は
ず
が
た
り
』
研
究
は
、
漸
く
「
鎌
倉
時
代
日
記
文

学
史
の
中
に
で
は
な
く
、
鎌
倉
時
代
物
語
文
学
史
の
中
に
」
「
位
置
づ
け
て
、

（注
1
)

両
者
の
よ
り
糖
密
な
比
較
を
加
え
る
こ
と
」
が
必
要
な
段
階
に
入
っ
て
き
た
。

〈
特
異
〉
な
文
学
、
『
と
は
ず
が
た
り
』
の
、
「
作
品
と
し
て
の
衝
撃
性
」
が

「
事
実
性
の
中
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
文
学
的
言
語
の
力
学
の
衝
撃
性
に

由
来
し
て
い
る
」
と
い
う
、
至
当
の
、
し
か
し
、
こ
れ
ま
で
正
面
か
ら
論
じ
ら

れ
て
は
こ
な
か
っ
た
文
体
論
の
立
場
か
ら
、
先
に
松
村
雄
―
―
氏
が
解
明
さ
れ
た

（注
2
)

の
も
「
物
語
化
へ
の
か
ら
く
り
」
の
具
体
相
で
あ
っ
た
。

さ
ま
ざ
ま
に
究
明
が
試
み
ら
れ
て
き
た
歴
史
的
事
実
と
の
異
な
り
の
問
題
、

そ
れ
と
閲
連
す
る
〈
虚
構
〉
の
問
題
は
、
「
反
・
物
語
で
あ
る
と
同
時
に
、
ま

、
、
、
、

た
一
種
の
物
語
で
あ
る
よ
う
な
複
雑
な
構
造
を
持
つ
」
「
日
記
物
語
と
み
る
こ
'

と
」
も
で
き
る
（
松
村
氏
、
傍
点
も
同
氏
）
こ
の
作
品
の
性
格
を
い
か
に
見
定

め
る
か
の
根
本
的
課
題
と
深
く
関
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
に
考
察
を
加
え
よ
う
と
す
る
巻
四
の
冒
頭
は
、
〈
愛
欲
篇
〉
〈
宮
廷
篇
〉

『
と
は
ず
が
た
り
』

た
る
前
篇
（
巻
一
し
三
）
に
続
く
〈
修
行
篇
〉
〈
紀
行
篇
〉
の
始
発
で
あ
る
。
前

篇
・
後
篇
の
関
係
を
い
か
に
捉
え
る
か
の
主
題
・
構
想
論
に
関
わ
り
、
ま
た
欠

巻
存
否
の
議
論
に
も
関
わ
る
、
作
品
の
節
目
と
な
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
突
然
に

出
家
し
た
姿
で
主
人
公
が
登
場
し
、
東
国
へ
の
旅
立
ち
に
始
ま
る
冒
頭
の
場
面

が
、
何
故
か
か
る
形
で
書
か
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
か
、
以
下
の
行
文

と
い
か
な
る
関
わ
り
を
有
し
て
い
る
か
、
等
を
、
表
現
を
検
証
し
つ
つ
考
え
る

こ
と
を
通
じ
て
、
先
の
大
き
な
問
題
を
考
え
る
た
め
の
手
が
か
り
を
得
た
い
と

思
う
。『

と
は
ず
が
た
り
』
の
巻
頭
が
表
現
に
細
や
か
な
配
慮
の
あ
る
こ
と
は
既
に

（注
3
)

指
摘
も
さ
れ
て
お
り
、
一
読
す
れ
ば
共
通
に
抱
か
れ
る
感
想
で
あ
ろ
う
。
巻
四

の
そ
れ
も
例
外
で
は
な
い
。
と
い
う
よ
り
む
し
ろ
、
他
に
優
っ
て
修
辞
的
な
配

慮
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

a

b

 

二
月
の
二
十
日
余
り
の
月
と
共
に
都
を
出
で
侍
れ
ば
、
何
と
な
く
捨
て

果
て
に
し
住
み
か
な
が
ら
も
、
ま
た
と
思
ふ
べ
き
世
の
な
ら
ひ
か
は
と
思

ふ
よ
り
、
袖
の
涙
も
今
さ
ら
、
宿
る
月
さ
へ
濡
る
る
顔
に
や
と
ま
で
お
ぼ

寺

島

一旦
~
ヽ

ヽ

世
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ゆ
る
に
、
わ
れ
な
が
ら
心
弱
く
お
ぼ
え
つ
つ
、
逢
坂
の
関
と
聞
け
ば
、

ロ「
宮
も
藁
屋
も
果
し
な
く
」
と
詠
め
過
ぐ
し
け
ん
蝉
丸
の
住
み
か
も
、
跡

だ
に
も
な
く
、
関
の
清
水
に
宿
る
わ
が
面
影
は
、
出
で
立
つ
足
許
よ
り
う

ち
始
め
、
な
ら
は
ぬ
旅
の
装
ひ
い
と
あ
は
れ
に
て
、
休
ら
は
る
る
に
、
（
新

潮
日
本
古
典
集
成
『
と
は
ず
が
た
り
』
ニ
ニ
七
ペ
ー
ジ
。
以
下
引
用
本
文

は
同
書
に
よ
る
）

（注
4
)

諸
注
釈
書
を
通
じ
、
イ
ロ
が
引
歌
表
現
に
な
っ
て
い
る
こ
と
、
ハ
が
『
古
今

（注
5
)

集
』
仮
名
序
に
依
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
、
a
に
は
、

「
草
の
庵
を
月
と
と
も
に
は
出
で
ぬ
れ
ど
影
か
く
す
べ
き
山
の
端
ぞ
な
き
」

（
続
古
今
・
雑
下
贈
空
）
な
ど
の
歌
を
連
想
さ
せ
る
。

と
い
う
注
（
久
保
田
淳
疇
日
本
の
古
典
39
『
と
は
ず
が
た
り
二
』
）
、
b
に
は
、

新
古
今
集
、
雑
・
一
六
―
-
「
伊
勢
に
ま
か
り
け
る
時
よ
め
る
鈴
鹿
山

憂
き
世
を
よ
そ
に
ふ
り
捨
て
て
如
何
に
な
り
ゆ
く
我
身
に
な
る
ら
む
西

行
」
の
心
か
。

と
い
う
注
（
呉
竹
同
文
会
『
と
は
ず
が
た
り
全
釈
』
）
も
付
さ
れ
て
い
る
。
む

ろ
ん
後
二
者
の
a
b
に
そ
れ
ぞ
れ
の
歌
が
作
者
に
意
識
さ
れ
て
い
た
か
否
か
は

決
め
難
い
も
の
の
、
か
か
る
指
摘
を
な
し
得
る
こ
と
自
体
が
、
叙
述
に
修
辞
的

意
図
の
か
な
り
強
く
存
し
た
こ
と
を
窺
わ
せ
る
で
あ
ろ
う
。

そ
の
よ
う
な
、
い
わ
ば
凝
っ
た
文
章
に
お
い
て
、
開
巻
剪
頭
が
「
二
月
の
二

十
日
余
り
の
月
と
共
に
」
旅
立
つ
こ
と
を
明
示
す
る
の
は
何
故
で
あ
っ
た
の
だ

ろ
う
か
。
こ
の
「
月
」
の
意
味
を
、
ま
ず
考
え
て
み
よ
う
。

そ
の
際
に
先
の

a
の
注
は
い
さ
さ
か
注
意
さ
れ
る
。
「
連
想
さ
せ
る
」
こ
と

の
度
合
に
よ
っ
て
は
、
暗
示
と
し
て
「
草
の
庵
」
、
さ
ら
に
及
ん
で
出
家
の
事
実

が
示
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
あ
る
い
は
〈
修
行
篇
〉
冒
頭
に
ふ
さ

わ
し
い
配
慮
が
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
既
述
の
如
く
、
作
意
が

そ
の
「
連
想
」
を
い
か
に
予
定
し
て
い
た
か
を
測
る
の
は
困
難
で
あ
る
。

い
ま
、
こ
こ
で
注
目
し
て
お
き
た
い
の
は
、
本
文
に
果
た
す
「
月
」
の
役
割

で
あ
る
。
冒
頭
に
示
さ
れ
た
「
月
」
は
、
後
文
の
イ
の
引
歌
「
宿
る
月
さ
へ
浩

る
る
顔
」
の
前
提
で
あ
り
、
さ
ら
に
は
引
用
部
分
の
終
わ
り
あ
た
り
ま
で
響
い

て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
傍
線
部
「
関
の
清
水
に
宿
る
わ
が
面

影
」
と
は
、
例
え
ば
、

有
明
の
月
も
し
み
づ
に
や
ど
り
け
り
こ
よ
ひ
は
こ
え
じ
あ
ふ
坂
の
せ
き

（
千
載
・
覇
旅
・
四
九
八
ー
巻
頭
ー
・
藤
原
範
永
朝
臣
）

こ
え
て
行
く
と
も
や
な
か
ら
む
あ
ふ
坂
の
せ
き
の
し
水
の
か
げ
は
な
れ
な

ば
（
同
・
五
二
三
・
大
納
言
定
房
）

な
ど
の
先
行
歌
に
詠
ま
れ
た
素
材
と
表
現
で
あ
っ
た
。
水
面
に
映
る
「
な
ら
は

ぬ
旅
の
装
ひ
」
が
「
い
と
あ
は
れ
」
な
の
は
、
右
の
歌
に
見
る
、
去
り
難
く
、

孤
独
な
思
い
を
も
含
め
て
の
凝
視
に
よ
る
、
と
読
ん
で
無
理
は
な
い
だ
ろ
う
。

と
り
わ
け
前
者
の
「
有
明
の
月
」
を
詠
む
『
千
載
集
』
綱
旅
・
巻
頭
歌
は
主
人

公
の
心
情
を
代
弁
す
る
よ
う
な
一
首
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
「
月
」
は
引

用
部
分
全
体
に
対
し
、
単
に
「
二
十
日
余
り
の
」
有
明
の
時
間
を
示
す
だ
け
に

留
ま
ら
な
い
重
さ
を
有
す
る
素
材
と
し
て
選
ば
れ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ

る。
そ
こ
に
続
く
の
が
、
次
の
よ
う
な
場
面
で
あ
っ
た
。

い
と
盛
り
と
見
ゆ
る
桜
の
た
だ
一
木
あ
る
も
、
こ
れ
さ
へ
見
捨
て
が
た
き

に
、
田
舎
人
と
見
ゆ
る
が
、
馬
の
上
四
、
五
人
、
汚
げ
な
ら
ぬ
が
、
ま
た

こ
の
花
の
下
に
休
ら
ふ
も
、
同
じ
心
に
や
と
お
ぼ
え
て
、

行
く
人
の
心
を
留
む
る
桜
か
な

花
や
関
守
逢
坂
の
山
（
ニ
ニ
七
ペ
ー
ジ
）

逢
坂
の
関
の
桜
が
描
か
れ
、
こ
こ
に
後
篇
初
め
て
の
和
歌
が
花
を
素
材
と
し
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て
詠
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
。
前
文
の
〈
月
〉
の
イ
メ
ー
ジ
に
連
接
さ
せ
る
べ
く

〈
花
〉
に
的
が
絞
ら
れ
た
如
く
で
あ
り
、
〈
月
〉
と
〈
花
〉
と
が
か
な
り
意
図
的

に
取
り
合
わ
さ
れ
た
と
い
う
趣
を
呈
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

い
っ
た
い
、
逢
坂
の
桜
を
詠
む
歌
は
、
古
来
必
ず
し
も
多
く
は
な
い
。
そ
の

中
で
少
し
く
注
目
さ
れ
る
の
は
、

山
桜
花
の
せ
き
も
る
逢
坂
は
ゆ
く
も
か
へ
る
も
別
れ
か
ね
つ
つ
（
拾
遺
愚

草
下
・
ニ
―
九
一
）

と
い
う
歌
で
あ
る
。
花
が
関
を
「
守
る
」
と
捉
え
た
例
歌
が
逢
坂
を
詠
む
歌
に
見

出
し
に
く
い
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
あ
る
い
は
当
該
歌
は
こ
の
定
家
の
歌
に
学
ん

で
詠
ま
れ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
場
面
は
、
「
都
」
へ
向
か
う
「
田
舎
人
」

と
、
「
田
舎
」
（
東
）
へ
向
か
う
主
人
公
の
、
「
行
く
人
」
た
る
共
通
性
の
上
に
、

姿
と
留
め
ら
れ
る
心
情
の
対
蹄
性
を
描
い
て
お
り
、
そ
の
意
味
で
は
「
ゆ
く
も

か
へ
る
も
」
を
よ
り
深
め
る
形
で
具
象
化
し
た
一
首
と
も
考
え
ら
れ
る
。

し
か
し
、
こ
の
歌
に
は
実
は
明
ら
か
に
依
拠
し
た
別
の
和
歌
が
あ
っ
た
。
そ

れ
は
、

し
ら
か
は
の
せ
き
や
を
月
の
も
る
か
げ
は
人
の
心
を
と
む
る
な
り
け
り

（
山
家
集
・
一
―
二
六
）

と
い
う
西
行
の
歌
で
あ
る
。
周
知
の
よ
う
に
、
こ
れ
は
『
後
葉
集
』
入
集
の
事

実
か
ら
、
西
行
に
初
度
の
陸
奥
へ
の
旅
が
あ
っ
た
こ
と
を
明
か
す
、
彼
の
旅
の

歌
の
、
い
わ
ば
初
期
の
代
表
作
で
あ
る
。

先
の
定
家
の
歌
と
は
異
な
っ
て
、
こ
こ
に
は
明
ら
か
な
摂
取
の
あ
と
が
認
め

（注
6
)

ら
れ
る
。
既
に
山
田
由
美
子
氏
に
も
指
摘
が
あ
る
通
り
、
「
人
の
心
を
と
む
る
」

も
の
を
「
月
」
の
「
か
げ
」
か
ら
「
桜
」
に
変
換
さ
せ
て
詠
出
し
た
歌
に
ほ
か

な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

と
す
れ
ば
、
既
述
の
冒
頭
部
分
に
見
る
表
現
の
目
指
す
と
こ
ろ
は
明
瞭
に
な

っ
て
く
る
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
〈
月
〉
と
〈
花
〉
と
は
、
『
と
は
ず
が
た
り
』

作
者
に
と
っ
て
も
〈
西
行
〉
を
表
す
キ
ー
・
ワ
ー
ド
で
あ
っ
た
に
相
違
な
く
、

そ
の
素
材
を
揃
え
る
こ
と
、
そ
の
上
で
、
西
行
の
旅
の
歌
の
典
型
を
踏
ま
え
た

一
首
を
置
く
こ
と
が
構
想
の
中
心
に
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
見
方
は
、
後
篇
の
主
人
公
が
「
女
西
行
」
と
も
称
さ
れ
て
来
た

こ
と
や
、
巻
一
の
、
か
の
「
西
行
が
修
行
の
記
と
い
ふ
絵
」
、
な
ら
び
に
跛
の

「
西
行
が
修
行
の
し
き
」
に
ま
つ
わ
る
記
述
を
考
を
併
せ
れ
ば
、
あ
る
い
は
当

然
の
こ
と
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
本
作
へ
の
西
行
の
影

響
、
あ
る
い
は
本
作
と
西
行
の
関
係
は
、
種
々
論
じ
ら
れ
て
は
来
た
も
の
の
、

（注
7
)

未
だ
十
分
に
解
き
明
か
さ
れ
て
い
な
い
の
が
現
状
で
あ
る
。
『
と
は
ず
が
た
り
』

に
と
っ
て
西
行
と
は
何
か
と
い
う
、
残
さ
れ
て
い
る
大
き
な
課
題
を
考
え
る
た

め
、
こ
こ
で
確
認
し
て
お
き
た
い
の
は
、
〈
修
行
篇
〉
璧
頭
に
お
い
て
、
槙
極

的
に
〈
西
行
的
な
る
も
の
〉
の
典
型
、
〈
月
〉
〈
花
〉
〈
旅
〉
で
、
主
人
公
の
旅

立
ち
が
形
象
さ
れ
て
い
る
事
実
で
あ
る
。
都
と
東
国
と
の
境
界
、
逢
坂
の
関
に

お
け
る
詠
歌
「
行
く
人
の
」
へ
の
西
行
歌
の
投
影
を
中
心
と
し
て
、
場
面
の
設

定
そ
の
も
の
に
、
〈
西
行
〉
の
規
制
が
か
な
り
強
く
働
い
て
い
た
と
読
み
う
る

よ
う
に
思
わ
れ
る
。

そ
う
読
む
時
、
こ
こ
か
ら
い
か
な
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
か
。

（注
8
)

後
篇
の
旅
の
足
跡
が
西
行
の
そ
れ
と
一
致
す
る
と
こ
ろ
が
多
く
、
ま
た
「
鎌

倉
、
伊
勢
内
外
宮
な
ど
に
お
け
る
歌
会
な
ど
も
西
行
を
意
識
し
て
行
わ
れ
た
こ

（注
9
)

と
」
が
推
測
さ
れ
て
も
い
る
。
し
か
し
、
む
ろ
ん
後
篇
に
お
い
て
西
行
が
常
に

意
識
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
鎌
倉
で
将
軍
の
交
替
劇
に
遭
遇
し
（
巻

四
）
、
備
後
の
和
知
で
異
常
な
体
験
を
す
る
（
巻
五
）
こ
と
に
象
徴
的
な
よ
う
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に
、
未
知
の
新
た
に
見
聞
す
る
こ
と
が
ら
に
強
い
関
心
を
寄
せ
書
き
留
め
る
の

が
、
後
篇
の
基
本
姿
勢
で
あ
っ
た
。
「
伝
統
的
な
歌
枕
の
枠
を
越
え
て
各
地
を

広
く
行
脚
し
、
行
く
先
々
で
珍
し
い
風
物
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
人
の
生
の
営

み
を
凝
視
し
、
そ
れ
ら
を
直
ち
に
自
身
の
生
に
反
照
さ
せ
て
い
る
こ
と
」
に
、

（注
10)

他
の
紀
行
文
と
「
大
い
に
異
な
る
点
」
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。

と
す
る
時
、
書
き
手
に
お
い
て
は
、
そ
の
よ
う
な
己
れ
の
い
わ
ば
〈
好
奇
〉

の
ま
な
ざ
し
に
よ
る
記
述
を
、
ど
こ
か
で
規
制
し
、
あ
る
い
は
条
件
付
け
て
お

く
必
要
が
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
前
篇
に
「
西
行
が
修
行
の
記
と
い

ふ
絵
」
を
「
う
ら
や
ま
し
」
き
も
の
と
し
て
認
め
、
提
示
し
て
あ
る
以
上
は
、

よ
う
や
く
出
家
に
至
り
得
た
、
そ
の
〈
修
行
篇
〉
の
語
り
出
し
に
、
ま
ず
は
そ

の
よ
う
な
理
想
と
し
て
の
西
行
の
生
き
方
に
近
づ
い
た
こ
と
、
結
果
と
し
て
は

同
一
の
立
場
に
立
っ
た
こ
と
を
、
示
さ
ざ
る
を
得
な
い
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
。

そ
し
て
、
そ
の
よ
う
に
強
く
規
定
し
て
お
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
続
く
文
章
（
具

体
的
に
は
鎌
倉
到
着
以
降
の
記
述
）
の
、
の
び
や
か
な
自
由
な
叙
述
が
保
障
さ

れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
あ
る
べ
き
枠
組
み
の
設
定
と
し
て
の

作
意
を
、
ま
ず
、
読
み
取
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

次
に
考
兄
ら
れ
る
の
は
、
そ
れ
と
は
逆
に
、
引
き
続
き
記
さ
れ
る
海
道
下
り

の
旅
の
記
に
対
し
て
の
働
き
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
〈
月
〉
や
〈
花
〉
の
提
示

は
、
鎌
倉
に
至
る
直
前
の
江
の
島
の
段
ま
で
の
部
分
に
照
応
す
る
と
こ
ろ
が
あ

り
、
そ
の
こ
と
は
冒
頭
か
ら
江
の
島
あ
た
り
ま
で
が
、
例
え
ば
出
家
と
旅
を
一

体
の
も
の
と
し
て
提
示
し
よ
う
と
す
る
と
い
う
よ
う
な
構
想
に
支
え
ら
れ
た

〈
紀
行
記
〉
だ
っ
た
こ
と
を
思
わ
せ
る
。
東
下
り
の
旅
に
お
い
て
「
月
」
は
、

0

0

 

0
 

夕
月
夜
花
や
か
に
さ
し
出
で
て
（
熱
田
、
二
三

0
ペ
ー
ジ
）

清
見
が
関
を
月
に
越
え
行
く
に
も
（
清
見
が
関
、
二
三
一
ペ
ー
ジ
）

月
は
宵
過
ぐ
る
程
に
待
た
れ
て
出
づ
る
頃
な
れ
ば
（
三
島
、
二
三
ニ
ペ
ー

ジ）夜
の
雲
収
ま
り
尽
き
ぬ
れ
ば
、
月
も
行
く
方
な
き
に
や
、
空
澄
み
の
ぼ
り

て
、
ま
こ
と
に
二
千
呈
の
外
ま
で
尋
ね
来
に
け
り
と
お
ぼ
ゆ
る
に
（
江

島
、
二
三
三
ペ
ー
ジ
）

の
よ
う
に
描
か
れ
続
け
る
。
し
か
も
、
最
初
の
例
は
詳
し
く
記
せ
ば
、

都
を
出
で
し
事
は
、
二
月
の
二
十
日
余
り
な
り
し
か
ど
も
、
さ
す
が
な

ら
は
ぬ
道
な
れ
ば
、
心
は
進
め
ど
も
は
か
も
行
か
で
、
三
月
の
初
め
に
な

0

0

 

0
 

り
ぬ
。
夕
月
夜
花
や
か
に
さ
し
出
で
て
、
都
の
空
も
一
っ
眺
め
に
思
ひ
出

で
ら
れ
て
、
今
さ
ら
な
る
御
面
影
も
立
ち
添
ふ
心
地
す
る
に
、
御
垣
の
内

ー

の
桜
は
今
日
盛
り
と
見
せ
顔
な
る
も
、
誰
が
た
め
匂
ふ
梢
な
る
ら
ん
と
お

ほ
え
て
、春

の
色
も
三
月
の
空
に
嗚
海
潟

今
い
く
ほ
ど
か
花
も
杉
群

社
の
前
な
る
杉
の
木
に
、
札
に
て
打
た
せ
侍
り
き
。
（
二
三

0
。
ヘ
ー
ジ
）

の
よ
う
に
、
「
花
」
を
取
り
合
わ
せ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
傍
線
部
に
明
記
し
て

あ
る
よ
う
に
、
巻
頭
表
現
を
踏
ま
え
て
の
記
述
で
あ
る
中
に
、
〈
月
〉
と
〈
花
〉

を
取
り
合
わ
せ
た
こ
と
、
し
か
も
、
新
潮
日
本
古
典
集
成
本
が
指
摘
す
る
よ
う

に
「
西
行
の
特
徴
」
を
よ
く
示
す
語
「
見
せ
顔
」
（
波
線
部
）
を
さ
り
気
な
く

配
し
て
の
叙
述
で
あ
る
こ
と
に
、
西
行
を
媒
介
と
し
た
照
応
の
意
図
が
窺
わ
れ

る
の
で
あ
る
。

江
の
島
あ
た
り
ま
で
の
ま
と
ま
っ
た
形
を
な
す
〈
紀
行
記
〉
を
統
括
す
る
一

要
因
と
し
て
、
西
行
が
果
た
し
た
役
割
を
認
め
て
よ
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

三
つ
目
と
し
て
、
そ
の
理
想
の
〈
西
行
〉
を
提
示
し
て
お
く
こ
と
が
、
そ
れ

と
は
異
な
る
〈
現
実
〉
を
示
す
必
須
の
前
提
と
な
る
と
い
う
こ
と
が
挙
げ
ら
れ

る。
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後
の
、
富
士
を
描
く
と
こ
ろ
で
、

煙
も
今
は
絶
え
果
て
て
見
え
ね
ば
、
風
に
も
何
か
な
び
く
べ
き
と
お
ぼ

ゆ
。
（
―
-
三
一
ペ
ー
ジ
）

と
記
す
の
は
、
西
行
の
時
代
と
は
異
な
っ
た
、
今
の
旅
を
一
方
で
明
瞭
に
自
覚

し
て
の
表
現
で
あ
り
、

風
に
な
び
く
富
士
の
煙
の
空
に
消
え
て
行
く
へ
も
知
ら
ぬ
わ
が
思
ひ
か
な

（
新
古
今
・
雑
中
・
西
行
）

の
よ
う
な
「
わ
が
思
ひ
」
を
も
は
や
抱
く
こ
と
を
許
さ
な
い
〈
現
実
〉
の
厳
し

さ
を
示
そ
う
と
し
て
い
る
と
読
む
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

東
下
り
の
記
か
ら
は
外
れ
る
が
、
後
文
の
、
鎌
倉
か
ら
上
京
す
る
道
中
に
お

け
る
、

程
な
く
小
夜
中
山
に
至
り
ぬ
。
西
行
が
「
命
な
り
け
り
」
と
詠
み
け
る
、

思
ひ
出
で
ら
れ
て
、

越
疋
行
く
も
苦
し
か
り
け
り
命
あ
り
と

ま
た
訪
は
ま
し
や
小
夜
中
山
（
二
五
三
。
ヘ
ー
ジ
）

（注
11)

と
い
う
和
歌
も
、
「
歌
枕
を
詠
ん
だ
と
い
う
域
を
出
な
い
も
の
」
な
ど
で
は
な

く
、
彼
我
の
、
い
わ
ば
隔
世
の
異
な
り
を
強
く
意
識
し
た
上
で
、
思
い
を
表
出

し

た

も

の

と

見

る

べ

き

で

あ

る

。

ぃ

・

と
も
か
く
、
記
述
さ
れ
た
〈
紀
行
記
〉
の
中
に
〈
物
思
い
〉
を
す
る
主
体
が

お
り
、
歌
枕
に
至
っ
た
と
い
う
事
実
ま
で
揃
っ
て
、
肝
心
の
〈
物
思
い
〉
を
募

ら
せ
る
〈
現
実
〉
が
喪
失
し
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
、
そ
の
状
況
を
嘆
く
主
人

公
を
設
定
す
る
こ
と
に
、
旅
の
記
述
（
と
り
わ
け
東
下
り
の
記
）
の
主
題
が
あ

っ
た
と
見
な
し
う
る
。
〈
西
行
〉
は
、
や
は
り
そ
の
た
め
の
有
力
な
一
要
因
で

あ
っ
た
の
で
あ
る
。

以
上
、
冒
頭
の
表
現
は
、
以
下
の
文
章
と
の
関
わ
り
を
も
有
し
て
、
周
到
に

考
え
ら
れ
た
あ
と
を
窺
う
こ
と
が
で
き
た
。
次
に
、
そ
の
長
い
一
文
の
最
後

「
鏡
の
宿
と
い
ふ
所
に
も
着
き
ぬ
。
」
に
続
く
一
節
を
読
ん
で
み
よ
う
。

暮
る
る
程
な
れ
ば
、
遊
女
ど
も
契
り
求
め
て
あ
り
く
さ
ま
、
憂
か
り
け

る
世
の
な
ら
ひ
か
な
と
お
ぽ
え
て
、
い
と
悲
し
。
明
け
行
く
鍾
の
音
に
す

す
め
ら
れ
て
出
で
立
つ
も
、
あ
は
れ
に
悲
し
き
に
、

立
ち
寄
り
て
見
る
と
も
知
ら
じ
鏡
山

心
の
中
に
残
る
面
影
（
ニ
ニ
八
ペ
ー
ジ
）

旅
立
ち
の
あ
と
に
遊
女
を
描
く
の
は
、
巻
五
の
巻
頭
と
全
く
同
一
で
あ
り
、

こ
こ
に
後
簡
の
構
成
の
配
慮
を
読
む
の
は
容
易
で
あ
る
。
こ
の
段
に
お
い
て
も

和
歌
に
負
わ
さ
れ
た
役
割
に
は
注
目
す
べ
き
も
の
が
あ
る
。

下
句
「
心
の
中
に
残
る
面
影
」
は
、
こ
れ
ま
で
「
後
深
草
院
」
の
、
あ
る
い

は
「
有
明
」
ら
を
も
含
む
そ
れ
と
解
さ
れ
て
き
た
。
後
篇
の
中
で
は
「
後
深
草

院
」
が
ふ
さ
わ
し
く
、
前
篇
の
経
緯
か
ら
は
「
有
明
」
を
も
逸
し
得
な
い
。
し

か
し
、
こ
れ
は
「
朧
化
表
現
」
や
「
暗
示
」
の
手
法
で
は
な
く
、
面
影
の
主
体

を
誰
と
限
定
し
な
い
と
こ
ろ
に
こ
そ
狙
い
が
定
め
ら
れ
た
歌
だ
っ
た
の
で
は
な

か
ろ
う
か
。

鏡
の
宿
の
描
写
を
遊
女
に
限
定
し
、
「
明
け
行
く
鐘
の
音
に
す
す
め
ら
れ
て

出
で
立
つ
」
と
記
す
こ
と
が
果
た
す
効
果
は
か
な
り
綿
密
に
計
算
さ
れ
て
い
た

の
に
相
違
な
い
。
す
な
わ
ち
、
「
鐘
の
音
」
は
旅
立
ち
を
促
す
も
の
で
あ
り
な

が
ら
、
遊
女
の
描
写
に
続
く
こ
と
が
、
彼
女
ら
自
身
の
逢
瀬
の
別
れ
を
告
げ
る

音
で
あ
る
こ
と
を
も
示
し
て
い
る
。
遊
女
の
「
な
ら
ひ
」
へ
の
「
悲
し
」
さ
を

表
明
し
て
、
そ
の
よ
う
な
鏑
の
音
を
書
き
留
め
る
の
は
、
そ
れ
ら
の
遊
女
に
前

四
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篇
の
自
ら
を
幻
視
し
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
か
か
る
読
み
は
、
程
度
の
差
こ

そ
あ
れ
、
大
方
の
読
者
の
共
通
の
も
の
に
違
い
な
い
が
、
こ
こ
に
注
目
し
た
い

の
は
、
和
歌
が
、
そ
れ
ら
遊
女
の
、
定
ま
っ
た
一
人
の
面
影
を
心
に
残
す
の
で

は
な
い
所
業
へ
の
、
「
あ
は
れ
に
悲
し
き
」
思
い
に
よ
っ
て
、
強
く
裏
打
ち
さ

れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
一
首
は
主
体
と
遊
女
と
の
類
同
性
を
示
す
の

で
あ
り
、
「
面
影
」
は
我
が
身
を
通
り
過
ぎ
て
い
っ
た
男
達
の
限
定
さ
れ
な
い

そ
れ
と
読
ま
れ
る
の
で
あ
る
。

前
篇
に
し
ば
し
ば
現
れ
る
「
明
け
行
く
鐘
の
音
」
は
「
作
者
の
愛
用
句
」

（
新
潮
日
本
古
典
集
成
本
）
と
評
さ
れ
る
ほ
ど
、
折
々
の
後
朝
の
場
面
に
用
い

ら
れ
て
い
た
。
そ
の
鐘
の
寓
意
性
に
つ
い
て
は
、
日
下
力
氏
に
よ
っ
て
既
に
解

（注
12)

明
さ
れ
て
も
い
る
。
す
な
わ
ち
、
前
篇
に
多
く
見
ら
れ
る
鐘
の
記
述
の
「
ほ
と

ん
ど
が
、
院
・
曙
・
有
明
の
三
者
に
関
連
す
る
」
「
煩
悩
の
世
界
を
象
徴
す
る
」

音
で
あ
る
に
対
し
、
二
箇
所
に
し
か
現
れ
な
い
後
篇
の
そ
れ
は
「
極
め
て
宗
教

的
な
音
」
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
当
該
箇
所
の
鐘
は
「
男
女
愛
憎
の
世
か
ら
の

離
脱
を
す
す
め
る
鐘
の
音
と
い
う
暗
示
性
を
帯
び
て
い
る
」
と
捉
え
ら
れ
て
い

る
。
こ
こ
に
「
男
女
の
契
り
に
悲
喜
を
味
わ
う
女
性
へ
の
視
点
」
が
あ
り
、

「
我
が
身
と
引
き
比
べ
て
の
結
果
で
あ
っ
た
」
こ
と
は
事
実
で
あ
ろ
う
。
た
だ
、

こ
こ
が
前
・
後
篇
の
接
点
で
あ
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
先
の
よ
う
な
表
現
の
仕

組
み
が
、
「
離
脱
」
し
「
悟
達
」
し
た
側
に
は
回
っ
て
い
な
い
主
人
公
の
、
前

篇
に
お
け
る
過
去
の
行
為
を
限
り
な
く
暗
示
せ
し
む
る
役
割
を
果
た
し
て
い
る

と
読
む
ほ
う
が
、
は
る
か
に
自
然
で
あ
る
だ
ろ
う
。

す
な
わ
ち
、
こ
の
一
節
に
お
い
て
、
表
現
が
目
指
す
の
は
、
都
で
の
辛
さ
を

払
拭
で
き
ぬ
ま
ま
に
出
家
し
、
修
行
の
旅
に
出
て
し
ま
っ
た
人
物
の
提
示
に
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
時
点
で
は
、
「
面
影
」
の
主
が
「
後
深
草
院
」
か

「
有
明
の
月
」
か
（
さ
ら
に
は
「
雪
の
曙
」
か
、
な
ど
）
定
め
ら
れ
て
は
お
ら

ず
、
述
べ
た
よ
う
な
、
限
定
さ
れ
た
一
人
の
面
影
を
心
に
残
す
の
で
は
な
い
遊

女
の
「
な
ら
ひ
」
に
限
り
な
く
主
人
公
を
重
ね
て
い
く
こ
と
に
、
複
数
の
男
性

の
間
に
苦
し
ん
だ
果
て
の
出
家
で
あ
る
こ
と
を
暗
示
す
る
周
到
な
作
意
を
読
ん

で
よ
い
は
ず
で
あ
る
。

そ
の
よ
う
な
布
石
の
上
に
、
次
の
美
濃
国
赤
坂
の
場
面
が
設
定
さ
れ
て
い

こ。ナ
赤
坂
の
宿
で
は
、
や
は
り
専
ら
遊
女
を
描
き
、
し
か
も
か
な
り
詳
細
に
書
き

留
め
て
い
る
。
「
若
き
遊
女
姉
妹
」
の
「
姉
と
お
ぼ
し
き
」
者
か
ら
、

思
ひ
立
つ
心
は
何
の
色
ぞ
と
も
富
士
の
煙
の
末
ぞ
ゆ
か
し
き

と
い
う
歌
を
詠
み
か
け
ら
れ
、
「
い
と
思
は
ず
に
、
情
あ
る
心
地
し
て
」
、

富
士
の
嶺
は
恋
を
駿
河
の
山
な
れ
ば
思
ひ
あ
り
と
ぞ
煙
立
つ
ら
ん

と
い
う
歌
を
返
し
た
。
こ
の
贈
答
歌
は
、
旅
立
ち
の
記
述
の
中
で
、
極
め
て
重

い
意
味
を
有
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
こ
で
初
め
て
出
家
の
原
因
が
「
恋
」

に
関
わ
っ
て
い
る
こ
と
を
明
か
し
た
形
と
な
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
、
遊
女
の

様
子
を
見
て
、
「
昔
思
ひ
出
で
ら
る
る
心
地
し
て
」
、
「
身
の
た
ぐ
ひ
に
お
ぼ
え

て
」
と
感
ず
る
主
人
公
の
心
情
を
示
し
て
か
ら
の
詠
歌
で
あ
る
こ
と
に
、
鏡
の

宿
で
の
記
述
を
強
く
承
け
る
構
想
を
認
め
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

〈
修
行
篇
〉
の
始
発
に
、
あ
っ
て
然
る
べ
き
出
家
要
因
の
提
示
が
、
巧
み
な

布
石
の
も
と
に
、
初
め
て
こ
こ
に
な
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
読
ん
で
く
る
と
、
『
と
は
ず
が
た
り
』
後
篇
は
、
体
験
を
も
と

に
し
て
の
単
な
る
日
記
、
あ
る
い
は
紀
行
な
ど
と
は
到
底
称
し
得
な
い
、
種
々

の
仕
掛
け
を
施
し
て
語
り
進
め
ら
れ
て
い
く
文
章
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
見
え

て
く
る
。

五
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行
文
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
役
割
を
負
う
て
〈
西
行
〉
が
投
影
さ
れ
る
の
も
、
遊

女
が
効
果
的
に
描
か
れ
る
の
も
、
最
終
的
に
は
〈
都
で
恋
に
苦
し
ん
だ
果
て
に

出
家
し
た
女
の
諸
国
遍
歴
の
始
ま
り
〉
の
形
象
に
奉
仕
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ

れ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
に
語
り
始
め
ら
れ
た
東
下
り
の
記
が
あ
る
ま
と
ま

り
を
持
つ
こ
と
、
お
よ
び
そ
れ
が
後
文
に
果
た
す
役
割
に
は
、
注
目
す
べ
き
も

の
が
あ
っ
た
。

（注

13)

そ
の
〈
と
じ
め
〉
に
当
た
る
江
の
島
の
場
面
は
、
「
屈
指
の
名
文
」
と
も
称

さ
れ
る
修
辞
的
配
慮
の
と
り
わ
け
強
く
窺
わ
れ
る
と
こ
ろ
で
、
そ
こ
に
詠
ま
れ

た
歌
、

杉
の
庵
松
の
柱
に
篠
す
だ
れ
憂
き
世
の
中
を
か
け
離
れ
ば
や

が
、
形
式
的
に
は
出
家
し
た
主
人
公
が
初
め
て
真
の
出
離
願
望
を
表
出
し
た
も

の
に
な
っ
て
い
る
の
も
、
や
は
り
冒
頭
以
降
の
記
述
を
ま
と
め
る
、
ま
こ
と
に

ふ
さ
わ
し
い
構
想
に
よ
る
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

周
到
な
作
意
の
感
じ
ら
れ
る
こ
の
東
下
り
の
記
は
、
も
は
や
リ
ア
ル
な
体
験

の
記
述
と
は
認
め
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
「
作
者
の
東
下
り
」
の
部
分
が
虚
構
で
あ
る
と
い
う
説

（注

14)

が
、
既
に
宮
内
三
二
郎
氏
に
よ
っ
て
提
出
さ
れ
て
い
る
。
氏
は
、
鎌
倉
下
向
の

原
因
を
新
将
軍
久
明
親
王
（
作
者
の
子
と
推
定
さ
れ
る
）
の
東
下
に
関
わ
る
と

見
、
そ
の
時
期
は
「
初
秋
の
頃
」
で
あ
っ
た
と
見
る
立
場
か
ら
、
東
下
り
の
記

す
べ
て
を
「
机
上
の
創
作
」
で
あ
る
と
さ
れ
た
。
「
も
っ
ぱ
ら
『
海
道
記
』
と

『
東
関
紀
行
』
と
を
こ
も
ご
も
参
照
し
」
て
綴
ら
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
春
景

の
描
写
が
き
わ
め
て
類
型
的
常
套
的
」
に
な
り
、
道
順
の
錯
誤
（
八
橋
と
赤
坂

が
逆
で
あ
る
こ
と
）
が
生
じ
た
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

氏
が
「
美
濃
の
赤
坂
で
の
遊
女
と
の
交
渉
そ
の
も
の
が
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
だ
っ

た
」
と
の
見
方
か
ら
、

作
者
は
こ
の
、
旅
の
記
の
は
じ
め
の
箇
所
で
、
遊
女
と
の
贈
答
歌
に
藉
口

し
て
、
自
分
の
出
家
と
東
下
の
動
機
が
、
後
深
草
院
へ
の
愛
に
や
ぶ
れ
、

そ
の
寵
を
失
っ
た
こ
と
に
あ
っ
た
こ
と
を
仄
め
か
そ
う
と
し
た
の
で
あ
ろ

ろっ

と
さ
れ
る
の
は
、
私
に
考
え
て
き
た
こ
と
と
結
果
的
に
は
類
似
す
る
捉
え
方
で

あ
る
。
し
か
し
、
〈
虚
構
〉
を
言
う
な
ら
、
何
故
そ
の
よ
う
に
構
え
な
け
れ
ば
な

ら
な
か
っ
た
の
か
を
問
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
「
出
立
時
期
が
春
で
あ
っ
た
こ
と

を
読
者
に
印
象
づ
け
よ
う
と
し
て
草
し
た
」
と
言
わ
れ
る
時
の
、
何
故
「
春
」

か
こ
そ
が
究
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
。

本
稿
が
確
認
し
た
い
の
は
、
既
述
の
通
り
、
そ
こ
に
、
例
え
ば
〈
西
行
〉
を

重
ね
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
表
現
の
必
然
性
が
見
え
て
く
る
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
以
降
の
東
下
り
の
記
が
、
表
現
・
内
容
と
も
に
〈
出
家
・

修
行
の
旅
〉
の
語
り
出
し
に
ふ
さ
わ
し
い
ス
タ
イ
ル
を
取
り
、
以
下
の
叙
述
の

自
由
を
保
障
す
る
役
割
を
担
い
つ
つ
も
、
旅
の
〈
現
実
〉
の
厳
し
さ
を
も
語
る

と
い
う
、
後
文
に
対
す
る
（
さ
ら
に
は
前
篇
を
含
む
作
品
全
体
に
対
す
る
）
固

有
な
機
能
を
有
す
る
と
読
み
う
る
こ
と
で
あ
る
。

む
ろ
ん
、
こ
れ
は
そ
の
よ
う
な
、
他
の
部
分
と
の
関
連
を
検
証
し
な
け
れ
ば

言
う
こ
と
は
で
き
な
い
、
い
わ
ば
見
通
し
に
過
ぎ
な
い
け
れ
ど
も
、
こ
の
冒
頭

部
分
が
、
単
な
る
虚
構
と
し
て
済
ま
す
こ
と
の
で
き
な
い
表
現
を
有
し
、
位
置

を
占
め
て
い
る
こ
と
は
見
逃
す
べ
き
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

そ
の
確
認
の
上
に
立
っ
て
、
で
は
か
か
る
表
現
が
何
を
志
向
し
て
い
た
の
か

を
、
初
め
に
述
べ
た
よ
う
な
問
題
意
識
か
ら
、
大
き
く
問
い
直
さ
な
く
て
は
な

ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
今
後
の
課
題
を
こ
の
よ
う
に
見
定
め
て
、
そ
の
検
証
を
進

め
る
際
に
、
逸
し
得
な
い
の
は
、
松
村
氏
の
い
わ
ゆ
る
「
言
表
化
さ
れ
た
」
、

文
体
に
お
け
る
〈
現
実
性
〉
の
問
題
と
の
関
わ
り
を
、
い
か
に
見
据
え
る
か
の
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視
点
で
あ
る
。

ま
と
ま
り
を
有
す
る
と
述
べ
て
き
た
東
下
り
の
記
の
中
に
は
、
知
ら
れ
る
通

り
、
「
熱
田
」
、
「
伊
豆
国
三
島
」
の
両
社
が
含
ま
れ
て
い
る
。
い
ず
れ
も
「
伝

（注
15)

統
的
な
歌
枕
の
枠
を
越
え
た
」
地
で
あ
り
、
例
え
ば
熱
田
の
記
述
は
、
父
の
思

い
出
に
ま
つ
わ
る
具
体
性
を
帯
び
、
し
か
も
、
こ
の
社
の
描
写
は
、
後
篇
の
主

要
な
モ
テ
ィ
ー
フ
の
ひ
と
つ
「
五
部
の
大
乗
経
」
の
書
写
奉
納
の
宿
願
に
関
わ

っ
て
、
重
い
位
置
を
占
め
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
伊
豆
国
三
島
に

し
て
も
「
故
頼
朝
大
将
」
に
ま
つ
わ
る
行
い
を
具
体
的
に
描
い
て
お
り
、
既
述

（注
16)

の
「
和
漠
の
古
典
を
ふ
ま
え
華
麗
典
雅
な
文
章
」
か
ら
な
る
江
の
島
の
段
に
し

た
と
こ
ろ
で
、
決
し
て
観
念
的
・
空
想
的
な
描
写
で
は
な
か
っ
た
。

〈
西
行
〉
の
援
用
が
、
理
想
を
喪
失
し
た
〈
現
実
〉
の
提
示
で
も
あ
る
と
見

る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
よ
う
に
、
東
下
り
の
記
は
、
一
方
に
「
言
表
化
さ
れ

た
」
〈
現
実
〉
を
強
く
投
影
さ
せ
る
、
特
異
な
構
造
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

大
き
く
見
取
れ
ば
、
後
文
の
自
由
な
叙
述
を
保
障
す
る
、
〈
修
行
篇
〉
に
と

っ
て
の
い
わ
ば
〈
建
て
前
〉
の
役
を
果
し
な
が
ら
、
見
方
を
変
え
れ
ば
、
そ
れ

が
そ
の
ま
ま
後
の
モ
テ
ィ
ー
フ
を
誘
い
出
す
＾
本
音
＞
に
な
っ
て
い
る
と
い
う

構
造
を
本
来
的
に
備
え
て
い
る
の
が
、
こ
の
東
下
り
の
記
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
、
一
筋
縄
で
は
い
か
な
い
、
あ
る
意
味
で
は
し
た
た
か
と
も
称

し
う
る
語
り
口
に
、
安
易
に
〈
虚
構
〉
に
結
び
つ
く
の
で
は
な
い
『
と
は
ず
が

た
り
』
作
者
固
有
の
〈
物
語
〉
志
向
を
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
か

ろ
う
か
。

「
物
語
」
の
定
義
を
含
め
、
の
ち
の
検
討
に
委
ね
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
け
れ

ど
も
、
い
ま
右
の
可
能
性
を
認
め
、
本
稿
で
は
ほ
と
ん
ど
触
れ
て
こ
な
か
っ
た

（注
17)

先
学
の
論
と
の
関
わ
り
を
含
め
て
、
残
し
た
課
題
を
今
後
考
え
て
い
く
こ
と
に

し
た
い
。

注
(
1
)

辻
本
裕
成
「
同
時
代
文
学
の
中
の
「
と
は
ず
が
た
り
」
」
（
『
国
語
国
文
』
第

五
十
八
巻
第
一
号
、
平
成
元
年
一
月
）

(
2
)

「
『
と
は
ず
が
た
り
』
文
体
論
断
章
」
（
『
共
立
女
子
短
期
大
学
紀
要
（
文

科
）
』
第
二
十
九
号
、
昭
和
六
十
一
年
二
月
）

(
3
)

例
え
ば
、
図
の
論
で
は
巻
一
の
冒
頭
に
お
け
る
「
凡
手
で
は
な
い
」
「
叙
事

的
手
法
」
が
、
山
の
論
で
は
巻
一
し
三
の
冒
頭
が
「
巻
頭
表
現
に
さ
え
意
匠
」

が
「
凝
ら
」
さ
れ
「
推
敲
を
重
ね
た
に
違
い
な
い
」
こ
と
が
、
そ
れ
ぞ
れ
解
明

さ
れ
て
い
る
。

(
4
)

イ
ー
「
あ
ひ
に
あ
ひ
て
物
思
ふ
頃
の
わ
が
袖
に
宿
る
月
さ
へ
濡
る
る
顔
な
る
」

（
古
今
．
恋
五
・
七
五
六
・
伊
勢
）

ロ
ー
「
世
の
中
は
と
て
も
か
く
て
も
同
じ
こ
と
宮
も
藁
屋
も
果
て
し
な
け
れ

ば
」
（
新
古
今
・
雑
下
・
一
八
五
一
・
蝉
丸
）

(
5
)

「
遠
き
所
も
い
で
た
つ
足
も
と
よ
り
始
ま
り
て
年
月
を
わ
た
り
」
（
古
今
・
仮

名
序
）

(
6
)

「
『
と
は
ず
が
た
り
』
に
み
る
西
行
の
影
響
」
（
『
立
教
大
学
日
本
文
学
』
第
二

十
一
号
、
昭
和
四
十
三
年
十
二
月
）

(
7
)

西
行
と
の
関
係
は
強
弱
さ
ま
ざ
ま
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
中
で
、
強
く
読
む
立

場
の
松
本
寧
至
氏
に
し
て
「
西
行
な
ど
と
の
関
係
を
も
っ
と
深
く
し
ら
べ
て
行

く
必
要
が
あ
る
」
と
さ
れ
る
。
（
「
と
は
ず
が
た
り
」
研
究
資
料
日
本
古
典
文
学

第
九
巻
『
日
記
・
紀
行
文
学
』
昭
和
五
十
九
年
九
月
刊
、
明
治
書
院
）

(
8
)

次
田
香
澄
校
註
日
本
古
典
全
書
『
と
は
ず
が
た
り
』
（
昭
和
四
十
一
年
十

一
月
刊
、
朝
日
新
聞
社
）
解
説
。
但
し
「
一
逼
の
足
跡
」
と
の
「
近
似
性
」
も

言
わ
れ
て
い
る
。

(
9
)

松
本
寧
至
『
中
世
女
流
日
記
文
学
の
研
究
』
（
昭
和
五
十
八
年
二
月
刊
、
明

治
書
院
）
本
論
第
四
章
。

(10)

久
保
田
淳
校
注
・
訳
完
訳
日
本
の
古
典
第
三
十
九
巻
『
と
は
ず
が
た
り

二
』
（
昭
和
六
十
年
六
月
刊
、
小
学
館
）
解
説
。

(
1
1
)
渡
辺
静
子
「
『
と
は
ず
が
た
り
』
に
お
け
る
出
家
の
意
味
」
（
『
大
東
文
化
大

学
日
本
文
学
研
究
』
第
十
六
号
、
昭
和
五
十
二
年
一
月
）

(
1
2
)
「
『
と
は
ず
が
た
り
』
の
鉱
ー
ー
そ
の
寓
意
性
を
め
ぐ
っ
て
ー
ー
」
（
『
日
本
文

学
』
第
三
十
三
巻
第
七
号
、
昭
和
五
十
九
年
七
月
）

(
1
3
)
（
9
)
に
同
じ
。

(14)

『
と
は
ず
が
た
り
・
徒
然
草
・
増
鏡
新
見
』
（
昭
和
五
十
二
年
八
月
刊
、
明
治

書
院
）
第
三
章
。
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(15)

（10)
に
同
じ
。

(16)

（9
)
に
同
じ
。

(17)

例
え
ば
、
「
作
者
の
本
領
は
物
語
作
家
、
ス
ト
リ
ー
テ
ラ
ー
と
い
う
と
こ
ろ

に
あ
」
る
と
さ
れ
る
三
角
洋
一
氏
の
「
『
と
は
ず
が
た
り
』
後
篇
の
意
図
と
構

成
」
（
『
ミ
メ
ー
シ
ス
』
第
二
号
、
昭
和
四
十
七
年
六
月
）
を
は
じ
め
、
「
『
と
は

ず
が
た
り
』
後
篇
の
周
辺
」
（
『
高
知
大
学
学
術
研
究
報
告
人
文
科
学
』
第
二

十
三
巻
第
二
号
、
昭
和
四
十
九
年
七
月
）
そ
の
他
の
諸
論
。

（
山
形
大
学
教
育
学
部
助
教
授
）
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