
t
、
は
じ
め
に
 
 

「
椙
原
品
」
 
（
「
東
京
日
日
新
聞
」
 
「
大
阪
毎
日
新
聞
」
、
大
5
・
1
／
1
 
 

～
／
8
、
全
六
回
連
載
）
 
は
、
「
渋
江
抽
斎
」
 
（
「
東
京
日
日
新
聞
」
 
「
大
阪
 
 

毎
日
新
聞
」
大
5
・
1
／
1
3
～
5
／
1
7
）
に
先
立
っ
て
「
束
京
日
日
新
聞
」
 
 

「
大
阪
毎
日
新
聞
」
 
に
連
載
さ
れ
た
。
そ
う
し
た
発
表
形
態
ゆ
え
か
、
こ
 
 

れ
ま
で
史
伝
に
先
行
す
る
作
品
と
い
う
位
置
の
問
題
と
し
て
論
じ
ら
れ
て
 
 

き
た
。
加
え
て
、
作
品
発
表
時
、
鴎
外
自
身
が
陸
軍
退
官
問
題
と
い
う
人
 
 

生
の
転
機
と
な
る
時
期
を
迎
え
て
い
た
こ
と
か
ら
、
作
品
を
内
面
の
吐
露
 
 

と
し
て
読
む
傾
向
が
指
摘
で
き
る
。
 
 
 

例
え
ば
、
唐
木
順
三
は
 
（
鴎
外
自
身
が
心
に
も
な
く
引
退
し
て
閑
地
に
 
 

つ
か
ぎ
る
を
え
な
い
と
い
ふ
事
情
が
、
あ
ら
た
め
て
綱
宗
を
思
ひ
出
さ
せ
 
 

た
の
で
は
な
い
か
。
綱
宗
を
か
り
て
自
己
を
語
っ
た
と
ま
で
は
ゆ
か
な
い
 
 

と
し
て
も
、
綱
宗
に
か
つ
て
と
は
異
な
る
シ
ン
パ
シ
イ
を
感
じ
た
こ
と
は
 
 

（
1
）
 
 

事
実
で
あ
ら
う
）
 
と
、
退
官
問
題
を
鴎
外
の
意
思
に
反
し
た
も
の
と
捉
 
 

え
、
当
時
の
不
満
を
作
品
の
執
筆
動
機
と
し
た
。
こ
の
よ
う
な
状
況
を
踏
 
 

ま
え
た
上
で
、
（
私
は
其
周
囲
に
み
や
び
や
か
に
お
と
な
し
い
初
子
と
、
 
 

（
立
讃
）
 
と
 
（
創
造
力
）
 
 

－
 
森
鴎
外
 
「
椙
原
品
」
 
論
 
 

怜
側
で
気
骨
の
あ
る
ら
し
い
品
と
を
あ
ら
せ
て
、
此
三
角
関
係
の
間
に
静
 
 

中
の
動
を
成
り
立
た
せ
よ
う
と
思
っ
た
。
し
か
し
私
は
創
造
力
の
不
足
と
 
 

平
生
の
歴
史
を
尊
重
す
る
習
慣
と
に
妨
げ
ら
れ
て
、
此
企
を
拙
棄
し
て
し
 
 

ま
っ
た
）
 
と
い
う
言
葉
を
作
者
の
中
途
放
棄
の
宣
言
と
す
る
読
み
が
唐
木
 
 

以
後
継
承
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
読
み
の
背
後
に
は
、
「
椙
原
品
」
 
の
放
棄
 
 

と
「
渋
江
抽
斎
」
討
究
が
退
官
と
い
う
転
換
点
を
契
機
に
起
こ
っ
て
い
る
 
 

宕
こ
 
 

と
い
う
前
接
が
あ
る
。
一
連
の
歴
史
小
説
か
ら
史
伝
へ
の
流
れ
を
、
（
小
 
 

■
1
）
 
 

説
的
結
構
無
視
）
 
へ
の
指
向
と
捉
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
 
 

一
方
、
新
聞
連
載
と
い
う
メ
デ
ィ
ア
の
側
面
か
ら
論
じ
た
の
が
、
片
山
 
 

宏
行
「
鴎
外
「
植
原
品
」
私
見
－
そ
の
位
置
と
内
実
へ
の
疑
義
－
」
 
（
「
山
 
 

手
国
文
論
致
」
6
、
昭
5
9
・
1
0
）
、
酒
井
敏
「
『
椙
原
品
』
 
か
ら
『
渋
江
抽
 
 

斎
』
 
へ
－
「
東
京
日
日
新
聞
」
紙
面
を
場
と
し
た
一
憶
説
－
」
 
（
「
中
京
大
 
 

学
文
学
部
紀
要
」
 
3
2
、
平
1
0
・
3
）
 
で
あ
る
。
 
 
 

片
山
は
 
（
鵬
偶
の
作
品
と
し
て
虚
心
に
眺
め
る
な
ら
、
従
来
の
論
者
が
 
 

多
く
こ
れ
を
中
途
放
棄
の
作
と
見
倣
し
て
き
た
よ
う
に
、
そ
の
出
来
は
決
 
 

し
て
良
い
も
の
と
は
言
え
な
い
）
 
と
し
た
上
で
、
（
新
年
紙
上
に
穴
を
あ
 
 

け
る
よ
う
な
最
悪
の
事
態
だ
け
は
避
け
る
べ
く
、
不
本
意
な
が
ら
 
「
抽
 
 

斎
」
 
に
代
わ
る
何
ら
か
の
作
品
に
着
手
せ
ぎ
る
を
え
な
か
っ
た
）
 
た
め
に
 
 

村
 
上
 
祐
 
紀
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本
作
が
発
表
さ
れ
た
と
言
う
。
（
現
象
的
に
は
他
の
史
伝
物
の
そ
れ
に
顎
 
 

似
し
て
は
い
る
も
の
の
、
そ
こ
に
両
者
の
本
質
的
な
繋
が
り
を
見
出
す
こ
 
 

と
は
困
難
を
要
す
る
）
と
い
う
よ
う
に
、
「
植
原
品
」
は
連
載
事
情
か
ら
 
 

偶
然
に
善
か
れ
た
（
一
回
限
り
の
現
象
）
で
あ
る
、
と
結
論
づ
け
て
い
る
。
 
 
 

ま
た
酒
井
は
、
「
椙
原
品
」
の
断
念
を
「
東
京
日
日
新
聞
」
誌
上
に
お
 
 

い
て
連
載
中
の
講
談
速
記
『
馴
染
川
庄
八
』
と
の
内
容
の
類
似
と
い
う
（
紙
 
 

面
上
の
皮
肉
）
 
に
よ
る
と
す
る
。
ま
た
酒
井
は
、
作
品
の
最
後
に
語
ら
れ
 
 

る
 
（
地
棄
）
即
ち
作
品
の
断
念
が
、
先
行
論
で
は
 
（
鴎
外
の
本
音
、
も
っ
 
 

と
言
え
ば
自
身
の
小
説
家
と
し
て
の
資
質
に
つ
い
て
の
正
直
な
告
白
）
と
 
 

し
て
 
（
「
史
伝
」
 
へ
の
コ
ー
ス
を
跡
付
け
る
）
 
の
に
援
用
さ
れ
て
き
た
こ
 
 

と
を
指
摘
し
て
い
る
。
 
 
 

こ
う
し
た
指
摘
は
、
従
来
単
線
的
に
作
者
へ
と
接
続
さ
れ
て
き
た
先
行
 
 

研
究
を
、
新
聞
連
載
と
い
う
コ
ー
ド
を
導
入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
相
対
化
 
 

す
る
も
の
と
言
え
る
。
と
は
い
え
、
両
者
の
論
の
背
後
に
は
い
ず
れ
も
作
 
 

者
な
い
し
作
者
の
置
か
れ
た
状
況
を
想
定
せ
ね
ば
な
ら
ず
、
結
果
と
し
て
 
 

作
品
最
後
の
 
（
地
棄
）
と
い
う
言
葉
を
、
作
者
の
何
ら
か
の
事
情
に
よ
る
 
 

中
途
放
棄
に
よ
る
も
の
と
み
な
さ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。
 
 
 

し
か
し
な
が
ら
、
作
品
の
構
造
の
な
か
で
 
（
此
企
を
抱
棄
し
て
し
ま
っ
 
 

た
）
と
い
う
（
私
）
 
の
表
明
を
読
み
解
い
て
い
く
な
ら
ば
、
む
し
ろ
鴎
外
 
 

の
積
極
的
な
試
み
と
し
て
の
作
品
の
相
貌
が
明
ら
か
に
な
る
と
考
え
る
。
 
 
 

以
下
、
ま
ず
は
作
品
の
題
材
と
な
っ
て
い
る
伊
達
騒
動
に
つ
い
て
確
認
 
 

し
、
そ
の
上
で
作
品
の
構
造
を
見
て
い
き
た
い
。
 
 

二
、
伊
達
騒
動
も
の
と
し
て
の
側
面
 
 

仙
台
伊
達
家
相
続
に
関
す
る
騒
動
は
、
い
わ
ゆ
る
伊
達
騒
動
も
の
と
し
 
 

T
エ
 
 

て
実
線
体
小
説
「
伊
達
顕
秘
録
」
 
（
明
2
0
・
2
、
椿
香
堂
）
 
や
歌
舞
伎
「
伽
 
 

（
■
土
 
 

羅
先
代
萩
」
 
（
安
永
6
初
演
）
 
に
よ
っ
て
流
通
し
て
き
た
。
題
名
と
な
っ
 
 

て
い
る
「
相
原
品
」
と
い
う
人
物
は
騒
動
の
中
心
人
物
で
あ
る
藩
主
伊
達
 
 

綱
宗
の
妾
で
あ
る
。
こ
の
作
品
は
伊
達
騒
動
に
取
材
し
た
作
品
で
あ
る
と
 
 

い
う
こ
と
を
確
認
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
必
要
な
限
り
で
粗
筋
を
述
べ
 
 

る
な
ら
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
 
 
 

伊
達
綱
宗
は
伊
達
政
宗
後
三
代
目
の
当
主
で
あ
り
、
（
不
行
速
の
廉
）
 
 

で
逼
塞
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
人
物
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
伊
達
家
の
家
督
を
 
 

狙
う
叔
父
伊
達
兵
部
少
輔
宗
麟
を
中
心
と
し
た
陰
謀
が
働
い
て
お
り
、
綱
 
 

宗
の
蟄
居
を
皮
切
り
に
伊
達
騒
動
が
勃
発
し
た
と
伝
え
る
。
綱
宗
隠
居
 
 

後
、
幼
息
亀
千
代
が
家
督
を
継
い
だ
が
、
後
見
役
で
あ
る
叔
父
宗
麟
が
原
 
 

田
甲
斐
宗
輔
と
謀
り
、
息
子
東
市
正
宗
興
に
宗
家
を
継
が
せ
よ
う
と
、
亀
 
 

千
代
の
毒
殺
を
計
画
し
た
。
伊
達
安
芸
宗
重
は
地
境
問
題
を
契
機
に
幕
府
 
 

へ
と
こ
の
騒
動
を
訴
え
、
両
者
は
対
決
を
迎
え
る
。
幕
閣
酒
井
忠
清
邸
に
 
 

招
集
さ
れ
た
一
同
は
争
い
と
な
り
、
甲
斐
は
安
芸
を
斬
殺
し
、
甲
斐
も
酒
 
 

井
家
の
家
臣
に
斬
ら
れ
る
。
宗
勝
と
宗
興
は
配
流
さ
れ
、
甲
斐
の
一
族
も
 
 

処
刑
さ
れ
た
。
 
 
 

こ
う
し
て
伊
達
家
の
平
定
は
取
り
戻
さ
れ
た
、
と
い
う
の
が
世
に
言
う
 
 

と
こ
ろ
の
伊
達
騒
動
の
定
型
で
あ
る
。
幕
府
が
兵
部
と
甲
斐
に
対
し
て
厳
 
 

罰
で
あ
っ
た
た
め
、
兵
部
・
甲
斐
悪
人
説
が
生
ま
れ
、
そ
の
説
に
従
う
も
 
 

の
が
多
い
。
 
 

一
方
、
伊
達
騒
動
は
そ
の
流
通
過
程
に
お
い
て
、
今
述
べ
た
大
筋
に
脚
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色
が
加
え
ら
れ
て
き
た
。
そ
の
妄
伝
の
一
つ
が
遊
女
高
尾
の
存
在
で
あ
 
 

る
。
綱
宗
が
吉
原
の
太
夫
高
尾
を
身
話
し
た
が
、
既
に
他
の
男
に
心
を
奪
 
 

わ
れ
て
い
た
こ
と
を
聞
く
に
及
ん
で
激
怒
し
、
三
股
で
吊
る
し
斬
り
に
す
 
 

る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
脚
色
は
、
伊
達
騒
動
を
室
町
時
代
の
足
利
 
 

家
に
置
き
換
え
た
 
「
伽
羅
先
代
萩
」
 
の
普
及
に
よ
っ
て
確
固
た
る
も
の
と
 
 

な
っ
た
。
伊
達
騒
動
も
の
は
こ
の
高
尾
の
吊
し
斬
り
や
原
田
甲
斐
の
壮
絶
 
 

な
刀
傷
場
面
、
亀
千
代
に
対
す
る
置
歳
事
件
と
そ
れ
を
庇
う
乳
母
政
岡
の
 
 

忠
節
と
い
っ
た
虚
構
の
見
せ
場
に
よ
っ
て
受
容
さ
れ
て
い
っ
た
と
言
え
る
。
 
 
 

こ
の
よ
う
な
伊
達
騒
動
の
流
通
過
程
に
異
議
を
咽
え
、
歴
史
的
事
件
と
 
 

し
て
い
か
な
る
凝
動
で
あ
っ
た
の
か
を
探
求
し
よ
う
と
し
た
の
が
大
槻
文
 
 

彦
『
伊
達
凝
動
実
録
』
 
（
明
4
2
・
H
、
吉
川
弘
文
館
、
以
下
『
実
録
』
）
 
で
 
 

あ
る
。
「
植
原
品
」
作
中
に
は
 
（
こ
れ
は
伝
説
の
誤
で
あ
っ
て
、
し
か
も
 
 

そ
れ
が
誤
だ
と
云
ふ
こ
と
は
、
大
槻
文
彦
さ
ん
が
あ
ら
ゆ
る
方
面
か
ら
遺
 
 

憾
な
く
立
記
し
て
ゐ
る
）
 
と
い
う
記
述
が
見
ら
れ
、
『
実
録
』
を
参
照
し
 
 

丁
エ
 
 

て
書
か
れ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
 
 
 

大
槻
は
 
（
史
筆
の
任
）
 
と
し
て
膨
大
な
史
料
を
蒐
集
す
る
こ
と
に
よ
っ
 
 

U
i
＝
爪
 
 

て
 
（
妄
伝
を
破
り
て
、
事
実
を
あ
き
ら
か
に
）
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
 
 

い
る
。
大
槻
の
 
『
実
録
』
 
以
後
、
伊
達
騒
動
の
真
相
を
暴
こ
う
と
い
っ
た
 
 

研
究
が
進
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
そ
れ
は
同
時
に
新
た
な
伊
達
騒
動
の
 
 

謎
を
生
み
出
し
て
い
く
こ
と
に
も
な
る
。
例
え
ば
、
田
適
薬
明
『
先
代
萩
 
 

の
莫
相
』
 
（
大
1
0
・
1
2
、
博
文
館
）
 
や
山
本
周
五
郎
『
樅
の
木
ば
残
っ
た
』
 
 

（
昭
3
3
・
1
、
講
談
社
）
 
で
は
、
忠
臣
と
い
う
新
た
な
原
田
甲
斐
像
が
提
 
 

出
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
状
況
は
、
伊
達
騒
動
が
歌
舞
伎
な
ど
の
劇
的
な
 
 

趣
向
か
ら
経
れ
て
、
一
つ
の
歴
史
的
事
象
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
く
状
況
と
 
 

指
摘
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
の
契
機
と
な
っ
た
の
が
、
大
槻
の
 
 

『
実
録
』
 
で
あ
る
と
言
う
事
が
出
来
る
の
で
あ
る
。
 
 

三
、
（
私
）
 
の
目
指
す
 
（
物
語
）
 
 

「
椙
原
品
」
 
は
高
尾
の
妄
伝
に
つ
い
て
書
か
れ
た
記
事
を
 
（
私
）
 
が
偶
 
 

然
見
つ
け
る
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
る
。
（
加
盟
し
て
ゐ
る
某
社
の
維
誌
）
 
の
 
 

中
に
 
（
仙
台
に
高
尾
の
後
裔
が
ゐ
る
と
云
ふ
話
が
出
て
ゐ
る
の
を
見
た
）
 
 

と
 
（
私
）
は
言
う
。
既
に
述
べ
た
よ
う
に
伊
達
騒
動
も
の
に
お
け
る
高
尾
 
 

の
存
在
は
妄
伝
で
あ
り
、
高
尾
の
後
裔
が
仙
台
に
い
る
と
い
う
の
は
誤
り
 
 

で
あ
る
。
従
っ
て
 
（
私
）
は
こ
の
記
事
を
 
（
伝
説
の
誤
）
 
で
あ
る
と
捉
え
 
 

て
い
る
。
こ
こ
で
注
意
し
て
お
き
た
い
の
は
 
（
私
）
 
が
高
尾
の
妄
伝
を
既
 
 

知
の
こ
と
と
し
て
理
解
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
 
 
 

こ
の
 
（
某
社
の
雑
誌
）
が
宮
城
野
萩
子
「
実
説
伊
達
騒
動
」
 
（
「
家
庭
雑
 
 

（
～
l
｝
 
 

（
旦
 
 

誌
」
大
4
・
1
0
）
 
で
あ
る
こ
と
は
既
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
実
 
 

際
の
記
事
を
見
る
限
り
、
作
品
で
書
か
れ
て
い
る
よ
う
に
 
（
仙
台
に
高
尾
 
 

の
後
高
が
ゐ
る
）
云
々
と
い
う
話
は
見
え
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
む
し
 
 

ろ
、
綱
宗
が
遊
女
高
尾
の
元
に
通
っ
た
の
は
誤
り
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
 
 

（
川
）
 
 

明
ら
か
に
し
て
い
る
。
先
行
論
は
こ
の
記
事
を
見
た
こ
と
で
鴎
外
が
綱
宗
 
 

の
こ
と
を
想
起
し
た
の
で
は
な
い
か
、
と
記
事
の
誤
り
を
執
筆
動
機
と
し
 
 

■
〓
－
 
 

て
い
る
が
、
宮
城
野
の
記
事
に
は
 
（
私
）
 
が
見
た
と
い
う
高
尾
の
話
は
見
 
 

え
な
い
。
明
ら
か
に
 
（
私
）
 
の
語
る
宮
城
野
の
記
事
内
容
と
本
物
の
記
事
 
 

内
容
に
は
敵
船
が
生
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。
で
は
こ
の
記
事
が
作
中
に
お
 
 

い
て
ど
の
よ
う
な
効
果
を
も
た
ら
し
て
い
る
の
か
。
な
ぜ
、
こ
の
よ
う
な
 
 

敵
酷
が
生
じ
て
い
る
の
か
。
し
ば
ら
く
作
品
に
沿
っ
て
み
て
い
く
。
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な
っ
て
ゐ
る
。
こ
れ
は
大
に
錯
っ
て
ゐ
る
。
 
 

（
傍
線
引
用
者
、
以
下
同
）
 
 

引
用
し
た
部
分
か
ら
は
、
こ
の
維
誌
記
事
の
存
在
に
よ
っ
て
話
が
（
奥
 
 

州
話
と
云
ふ
書
）
 
へ
と
及
ん
で
い
る
こ
と
が
窺
え
る
。
こ
こ
に
あ
る
よ
う
 
 

に
『
奥
州
話
』
の
説
は
綱
宗
が
高
尾
を
身
請
し
た
に
は
適
い
な
い
が
、
三
 
 

股
で
斬
っ
た
と
い
う
の
は
誤
り
で
、
そ
の
ま
ま
仙
台
に
連
れ
て
帰
っ
た
と
 
 

い
う
も
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
仙
台
に
残
っ
て
い
る
椙
原
氏
が
 
（
高
尾
の
 
 

（
1
2
）
 
 

後
裔
）
 
で
あ
る
と
言
う
。
し
か
し
こ
の
説
は
大
槻
の
 
『
実
録
』
 
に
お
い
て
 
 

既
に
誤
り
が
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
更
に
（
私
）
も
（
こ
れ
は
大
に
錯
っ
て
 
 

ゐ
る
）
と
断
定
す
る
。
そ
し
て
（
私
）
の
「
考
証
」
が
展
開
さ
れ
る
わ
け
 
 

で
あ
る
が
、
そ
れ
は
次
の
よ
う
な
庵
の
で
あ
る
。
 
 
 

綱
宗
は
万
治
元
年
に
没
し
た
父
忠
宗
の
跡
を
継
い
だ
。
そ
し
て
万
治
三
 
 

年
二
月
に
小
石
川
の
堀
浬
を
幕
府
か
ら
命
じ
ら
れ
、
三
月
出
府
し
た
。
工
 
 

事
監
視
の
往
来
の
中
で
、
綱
宗
は
吉
原
を
覚
え
た
ら
し
い
。
吉
原
通
い
は
 
 

当
時
の
諸
侯
と
し
て
は
珍
し
い
こ
と
で
は
な
か
っ
た
が
、
（
網
宗
を
陥
い
 
 

れ
よ
う
と
し
て
ゐ
た
人
達
の
手
伝
）
 
に
よ
っ
て
、
幕
府
に
聞
え
、
（
不
行
 
 

某
雑
誌
の
記
事
は
奥
州
話
と
云
ふ
書
に
本
づ
い
て
ゐ
る
。
あ
の
書
は
 
 

仙
台
の
工
藤
平
助
と
云
ふ
人
の
女
で
、
只
野
伊
賀
と
云
ふ
人
の
妻
に
 
 

な
っ
た
文
子
と
云
ふ
も
の
ゝ
著
述
で
、
文
子
は
瀧
澤
馬
琴
に
識
ら
れ
 
 

さ
ん
も
知
っ
て
ゐ
て
、
弁
妄
の
筆
を
把
っ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
文
子
 
 

の
説
に
よ
れ
ば
、
伊
達
綱
宗
は
新
吉
原
の
娼
妓
高
尾
を
身
受
し
て
、
 
 

仙
台
に
連
れ
て
帰
っ
た
。
高
尾
は
仙
台
で
老
い
て
亡
く
な
っ
た
。
墓
 
 

は
荒
町
の
悌
眼
寺
に
あ
る
、
其
子
孫
が
椙
原
氏
だ
と
云
ふ
こ
と
に
 
 

て
ゐ
た
の
で
、
多
少
名
高
く
な
っ
て
ゐ
る
。
し
か
し
奥
州
話
は
大
槻
 
 

跡
の
廉
を
以
て
）
、
七
月
十
三
日
に
逼
塞
を
命
じ
ら
れ
た
。
八
月
二
五
日
に
 
 

は
、
嫡
子
亀
千
代
が
家
督
し
た
。
『
奥
州
話
』
 
の
文
子
は
こ
の
吉
原
適
い
 
 

で
高
尾
を
身
請
し
た
と
言
う
が
、
（
そ
れ
が
決
し
て
三
浦
屋
の
高
尾
で
な
 
 

か
っ
た
と
云
ふ
反
諾
に
は
、
当
時
万
治
二
牛
三
月
か
ら
七
月
ま
で
の
間
に
 
 

は
、
三
浦
屋
に
高
尾
と
云
ふ
女
が
ゐ
な
か
っ
た
と
云
ふ
事
実
が
あ
る
）
。
 
 

従
っ
て
、
吉
原
で
通
っ
た
女
は
、
高
尾
で
は
な
く
京
町
の
山
本
屋
の
薫
で
 
 

あ
っ
た
ら
し
い
。
さ
ら
に
、
綱
宗
は
品
川
の
屋
敷
に
蟄
居
し
て
か
ら
、
正
 
 

徳
元
年
六
月
六
日
に
七
二
歳
で
没
す
る
ま
で
仙
台
に
は
往
か
な
か
っ
た
。
 
 
 

（
私
）
に
言
わ
せ
れ
ば
、
（
綱
宗
の
遭
ふ
べ
き
高
尾
と
云
ふ
女
が
ゐ
な
い
 
 

上
は
、
そ
れ
を
身
受
し
や
う
が
な
い
）
上
に
、
（
綱
宗
に
身
受
せ
ら
れ
た
 
 

女
が
あ
っ
た
所
で
、
そ
れ
が
仙
台
へ
連
れ
て
行
か
れ
る
筈
が
な
い
）
と
二
 
 

重
に
否
定
す
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。
 
 
 

『
奥
州
話
』
の
文
子
は
結
果
的
に
（
誤
を
以
て
誤
に
代
へ
た
）
 
の
だ
が
、
 
 

意
図
す
る
と
こ
ろ
は
（
綱
宗
が
高
尾
を
身
受
し
て
舟
に
載
せ
て
出
て
、
三
 
 

股
で
斬
っ
た
と
云
ふ
俗
説
を
反
駁
す
る
積
）
で
あ
っ
た
。
決
し
て
、
誤
り
 
 

を
意
図
し
て
伝
え
よ
う
と
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
文
子
に
対
す
る
（
私
）
 
 

の
態
度
は
批
判
的
な
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
態
度
か
ら
（
私
）
が
 
 

真
実
の
伊
達
騒
動
を
語
ろ
う
と
い
う
立
場
、
い
う
な
れ
ば
、
先
に
見
た
大
 
 

槻
と
限
り
な
く
近
い
立
場
に
あ
る
と
い
う
事
が
で
き
る
。
（
私
）
の
亭
っ
 
 

よ
う
に
（
某
雑
誌
の
記
事
）
が
（
奥
州
話
と
云
ふ
書
）
に
基
づ
い
て
、
誤
 
 

り
を
伝
え
て
い
る
と
す
る
な
ら
ば
、
宮
城
野
萩
子
も
意
図
せ
ず
し
て
誤
り
 
 

を
伝
え
続
け
る
こ
と
に
加
担
し
て
し
ま
っ
て
い
る
一
人
で
あ
る
。
 
 
 

『
奥
州
話
』
か
ら
の
（
誤
を
以
て
誤
に
代
へ
た
）
例
と
し
て
、
宮
城
野
 
 

萩
子
は
挙
げ
ら
れ
、
そ
れ
を
批
判
す
る
過
程
で
（
私
）
は
伝
説
で
は
な
く
、
 
 

明
確
な
史
料
に
よ
る
「
考
証
」
に
基
づ
い
て
英
美
を
見
極
め
る
と
い
う
自
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身
の
立
場
を
宣
言
し
て
い
る
。
（
私
）
 
の
態
度
の
正
当
性
を
明
確
に
示
す
 
 

た
め
に
、
比
較
と
な
り
得
る
 
（
英
雄
誌
の
記
事
）
 
は
誤
り
で
な
く
て
は
な
 
 

ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
 
 
 

『
奥
州
話
』
 
や
宮
城
野
萩
子
に
対
し
て
、
（
錯
っ
て
ゐ
る
）
と
断
案
を
下
 
 

し
た
 
（
私
）
 
は
、
自
ら
史
実
に
よ
る
伝
説
破
棄
を
試
み
る
。
（
然
ら
ば
奥
 
 

州
話
に
あ
る
悌
眼
寺
の
墓
の
主
は
何
人
か
と
云
ふ
に
、
こ
れ
は
綱
宗
の
妾
 
 

品
と
云
ふ
女
で
、
初
か
ら
相
原
氏
で
あ
っ
た
か
ら
、
子
孫
も
椙
原
氏
を
称
 
 

し
た
の
で
あ
る
）
と
。
．
そ
し
て
、
（
余
程
久
し
い
間
、
其
結
構
を
工
夫
し
 
 

て
ゐ
た
）
綱
宗
を
主
人
公
に
し
た
（
物
語
）
を
書
こ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
 
 
 

（
私
）
が
書
こ
う
と
す
る
（
物
語
）
は
、
（
単
に
品
が
高
尾
で
な
い
と
云
 
 

ふ
事
実
、
即
ち
疾
う
の
昔
に
大
槻
さ
ん
が
遺
憾
な
く
立
讃
し
て
ゐ
る
事
実
 
 

を
、
再
び
書
い
て
世
間
に
出
さ
う
と
云
ふ
た
め
ば
か
り
で
な
く
）
、
（
椙
原
 
 

品
と
云
ふ
女
を
一
の
問
題
と
し
て
こ
ゝ
に
授
供
）
す
る
も
の
で
あ
る
。
な
 
 

ぜ
な
ら
（
私
）
は
、
（
初
子
が
嫡
男
ま
で
生
ん
で
ゐ
る
所
へ
、
側
か
ら
入
っ
 
 

て
来
た
品
が
、
綱
宗
の
寵
を
得
た
に
は
、
両
性
問
題
は
容
易
く
理
を
以
て
 
 

推
す
べ
か
ら
ぎ
る
も
の
だ
と
は
云
ひ
な
が
ら
、
品
の
人
物
に
何
か
特
別
な
 
 

ア
ト
ラ
ク
シ
ョ
ン
が
な
く
て
は
恨
は
ぬ
や
う
で
あ
る
）
と
考
え
、
綱
宗
、
 
 

正
妻
初
子
、
妾
品
の
三
者
の
関
係
に
こ
そ
興
味
を
抱
い
て
い
る
か
ら
で
あ
 
 

る
。
 
 
 

（
私
）
は
ま
ず
綱
宗
が
ど
う
い
う
人
物
で
あ
っ
た
か
と
い
う
こ
と
か
ら
語
 
 

り
始
め
る
。
（
私
）
は
（
綱
宗
は
凡
庸
人
で
は
な
い
）
と
言
う
。
（
十
九
歳
 
 

で
家
督
を
し
て
、
六
十
二
万
石
の
大
名
た
る
こ
と
僅
に
二
年
。
二
十
一
歳
 
 

の
時
、
叔
父
伊
達
兵
部
少
輔
宗
麟
を
中
心
と
し
た
イ
ン
ト
リ
イ
グ
に
陥
っ
 
 

て
蟄
居
の
身
と
な
っ
た
）
。
 
 
 

（
私
）
の
主
眼
は
綱
宗
の
不
幸
な
境
遇
で
は
な
い
。
綱
宗
が
、
（
和
歌
を
 
 

尊
く
し
、
筆
札
を
尊
く
し
、
絵
画
を
尊
く
し
）
、
ま
た
 
（
蒔
絵
を
造
り
、
 
 

陶
器
を
作
り
、
又
刀
剣
を
も
鍛
へ
た
）
と
い
う
芸
能
に
対
す
る
深
い
造
詣
 
 

に
興
味
を
も
っ
て
い
る
。
（
私
は
此
人
が
政
治
の
上
に
発
揮
す
る
こ
と
の
出
 
 

来
な
か
っ
た
精
力
を
、
芸
術
の
方
面
に
傾
注
し
た
の
を
面
白
く
思
ふ
）
。
 
 

そ
し
て
ま
た
、
（
面
白
い
の
は
こ
ゝ
に
止
ま
ら
）
ず
、
（
品
川
の
屋
敷
の
障
 
 

子
に
、
当
時
ま
だ
珍
し
か
っ
た
硝
子
板
四
百
余
枚
を
炭
め
さ
せ
た
が
、
そ
 
 

の
大
き
い
の
は
一
枚
七
十
両
で
買
っ
た
）
 
と
い
う
事
実
を
挙
げ
、
（
そ
の
 
 

豪
遇
の
気
象
が
想
ひ
過
ら
れ
る
で
は
な
い
か
）
と
言
う
。
 
 
 

こ
の
よ
う
な
綱
宗
へ
の
興
味
と
と
も
に
、
綱
宗
と
生
涯
を
共
に
し
た
品
 
 

へ
と
視
線
が
向
け
ら
れ
る
。
綱
宗
が
蟄
居
に
よ
っ
て
（
意
気
を
挫
か
れ
ず
 
 

に
ゐ
た
）
 
の
は
、
品
と
初
子
両
者
の
存
在
が
大
き
か
っ
た
か
ら
だ
と
考
え
 
 

る
た
め
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
（
私
）
 
の
 
（
物
語
）
 
は
家
系
の
説
明
か
ら
 
 

断
片
的
な
情
報
を
捷
示
す
る
に
と
ど
ま
り
、
（
私
）
が
興
味
を
抱
く
と
こ
 
 

ろ
の
初
子
や
品
が
綱
宋
と
ど
う
い
う
関
係
を
築
き
、
ど
う
い
う
人
生
を
過
 
 

ご
し
た
か
と
い
う
こ
と
は
全
く
描
か
れ
て
い
な
い
。
む
し
ろ
、
（
私
）
が
 
 

目
指
す
（
物
語
）
と
は
か
け
離
れ
た
も
の
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
（
私
）
 
 

は
 
（
此
企
を
地
棄
し
て
し
ま
っ
た
）
。
 
 
 

し
か
し
、
こ
れ
は
中
途
放
棄
と
い
え
る
も
の
で
は
な
い
。
（
相
原
品
と
 
 

云
ふ
女
を
一
の
問
題
と
し
て
こ
ゝ
に
提
供
し
た
の
で
あ
る
）
と
表
明
し
、
 
 
 

（
私
）
 
の
立
場
に
基
づ
い
て
、
綱
宗
、
初
子
、
品
に
関
し
て
伝
わ
っ
て
い
 
 

る
限
り
の
事
実
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
最
初
に
述
べ
ら
れ
た
動
機
と
、
 
 

最
後
の
放
棄
に
至
る
部
分
は
対
応
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
（
私
）
 
 

の
目
指
す
（
外
に
向
っ
て
発
動
す
る
力
を
全
く
絶
た
れ
て
、
純
客
観
的
に
 
 

傍
観
し
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ
た
綱
宗
）
の
周
囲
に
（
み
や
び
や
か
に
お
 
 

と
な
し
い
初
子
と
、
怜
何
で
気
骨
の
あ
る
ら
し
い
品
と
を
あ
ら
せ
て
、
此
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三
角
関
係
の
間
に
静
中
の
動
を
成
り
立
た
せ
）
た
（
物
語
）
は
書
け
な
か
っ
 
 

た
の
で
あ
る
。
即
ち
、
こ
の
小
説
を
書
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
書
け
な
い
と
 
 

い
う
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
発
し
て
い
る
作
品
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
 
 
 

そ
う
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
書
こ
う
と
し
つ
つ
も
書
け
な
い
と
い
う
 
 

メ
ッ
セ
ー
ジ
は
い
か
な
る
意
味
を
含
有
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
 
 

四
、
（
歴
史
を
尊
重
す
る
習
慣
）
と
し
て
の
「
考
証
」
 
 

本
章
で
は
、
作
中
に
 
（
あ
ら
ゆ
る
方
面
か
ら
遺
憾
な
く
立
諾
）
出
来
て
 
 

い
る
と
い
う
評
価
を
さ
れ
て
い
る
大
槻
の
『
実
録
』
に
お
け
る
立
場
を
解
 
 

釈
コ
ー
ド
に
更
に
詳
し
く
見
て
い
く
こ
と
と
す
る
。
（
私
）
が
言
う
と
こ
 
 

ろ
の
大
槻
の
（
立
讃
）
は
、
大
槻
自
身
が
（
今
日
は
私
も
重
野
安
繹
先
生
 
 

■
l
‥
1
）
 
 

の
門
に
入
っ
て
拠
ろ
な
く
抹
殺
の
余
流
を
汲
む
）
と
言
う
よ
う
に
、
重
野
 
 

安
繹
を
中
心
と
し
た
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
史
学
の
中
で
も
特
に
厳
格
な
「
考
証
」
 
 

主
義
に
基
づ
い
た
も
の
で
あ
る
と
言
え
る
。
 
 
 

重
野
安
繹
を
中
心
と
し
た
史
学
家
の
一
派
は
（
歴
史
は
、
何
処
ま
で
も
 
 

へ
〓
－
 
証
拠
裁
判
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
）
と
厳
密
な
史
料
検
討
を
行
い
、
史
料
の
 
 

確
定
し
な
い
曖
昧
な
も
の
は
従
来
史
実
と
さ
れ
て
き
た
も
の
で
も
歴
史
か
 
 

ら
排
除
し
て
い
く
と
い
う
立
場
を
採
っ
た
。
従
っ
て
、
（
当
時
の
輿
論
は
、
 
 

殆
ん
ど
異
口
同
音
余
を
攻
撃
し
て
、
遂
に
は
抹
殺
博
士
の
称
を
さ
へ
黄
ふ
 
 

【
n
－
 
 

に
至
）
 
っ
た
。
 
 
 

そ
も
そ
も
、
（
抹
殺
博
士
の
称
）
は
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
史
学
の
前
身
と
も
 
 

言
え
る
、
太
政
官
直
属
の
国
史
締
某
所
に
お
い
て
重
野
や
、
後
に
「
神
道
 
 

は
祭
天
の
古
俗
」
 
（
「
史
学
会
維
誌
」
2
－
2
3
～
2
5
号
、
明
2
2
・
1
0
～
ほ
）
 
で
 
 

非
難
を
浴
び
た
久
米
邦
武
ら
が
、
編
年
史
縮
某
の
過
程
で
『
大
日
本
史
』
 
 

に
関
す
る
厳
密
な
史
料
検
討
を
行
っ
た
こ
と
に
端
を
発
す
る
。
（
近
世
史
 
 

（
川
）
 
学
に
た
い
す
る
果
敢
な
挑
戦
）
 
で
あ
っ
た
こ
れ
ら
の
作
業
に
よ
っ
て
、
そ
 
 

れ
ま
で
渦
然
と
信
じ
ら
れ
て
き
た
史
実
の
虚
偽
や
人
物
の
実
在
が
疑
わ
れ
 
 

は
じ
め
た
。
正
史
編
纂
の
た
め
に
は
、
事
実
を
史
料
か
ら
「
考
証
」
し
て
 
 

助
か
せ
な
い
事
実
と
決
定
さ
れ
な
け
れ
ば
歴
史
か
ら
は
排
除
し
な
け
れ
ば
 
 

な
ら
な
い
。
ま
た
事
実
と
従
来
信
じ
ら
れ
て
き
た
事
で
も
、
確
証
す
る
史
 
 

料
が
不
足
で
あ
れ
ば
、
本
文
よ
り
細
注
に
落
と
す
こ
と
も
や
む
を
え
な
い
 
 

と
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
な
立
場
に
多
く
の
非
難
は
寄
せ
ら
れ
た
こ
と
は
既
 
 

に
述
べ
た
通
り
で
あ
る
。
 
 
 

大
槻
は
「
考
証
」
主
義
に
則
り
、
伊
達
凝
動
に
付
随
す
る
い
く
つ
か
の
 
 

伝
説
を
検
証
す
る
。
（
是
は
何
も
高
尾
を
抹
殺
し
て
綱
宗
の
為
め
に
冤
罪
 
 

を
雪
ぐ
と
云
ふ
や
う
な
訳
で
も
何
ん
で
も
な
い
、
事
実
あ
っ
た
こ
と
が
斯
 
 

く
の
通
り
で
あ
る
）
と
高
尾
の
伝
説
は
（
幾
ら
探
し
て
も
）
そ
う
い
う
史
 
 

料
は
見
つ
か
ら
な
い
。
従
っ
て
事
実
と
は
言
え
な
い
が
た
め
に
、
（
抹
撃
 
 

で
あ
る
と
大
槻
は
一
亭
っ
。
史
実
に
基
づ
か
な
い
伝
説
は
、
大
槻
の
立
場
に
 
 

よ
れ
ば
、
歴
史
で
は
な
い
。
椙
原
品
と
い
う
人
物
に
関
し
て
史
料
に
基
づ
 
 

き
「
考
証
」
出
来
る
の
は
、
品
が
高
尾
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
 
 

綱
宗
の
妾
と
な
っ
て
寵
愛
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
だ
け
で
あ
る
。
品
が
ど
う
 
 

い
う
女
で
あ
り
、
綱
宗
と
品
が
ど
の
よ
う
に
過
ご
し
た
か
と
い
う
こ
と
は
 
 

想
像
の
城
を
出
な
い
。
 
 
 

だ
か
ら
こ
そ
、
伊
達
騒
動
の
歴
史
書
『
実
録
』
 
の
本
文
に
は
組
み
込
む
 
 

（
1
r
）
 
 

こ
と
が
出
来
ず
、
附
録
「
弁
妄
」
で
世
に
出
て
い
る
誤
り
を
訂
正
す
る
と
 
 

い
う
形
で
し
か
書
け
な
い
。
『
実
録
』
の
本
文
八
四
篇
は
、
（
此
書
を
読
み
 
 

て
、
其
要
を
知
ら
む
と
す
る
人
は
、
書
中
の
大
字
（
四
号
活
字
）
 
の
文
の
 
 

み
を
読
み
て
、
事
足
る
、
細
字
（
五
号
活
字
）
 
の
文
は
、
引
書
、
又
は
、
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考
諾
な
り
）
と
凡
例
に
あ
る
よ
う
に
、
出
来
る
限
り
の
史
料
を
提
示
し
、
 
 

大
槻
が
は
っ
き
り
と
事
実
で
あ
る
と
確
信
し
た
も
の
に
よ
っ
て
描
か
れ
て
 
 

い
る
。
だ
が
、
こ
の
苔
の
主
眼
が
、
八
四
篇
の
後
に
附
録
「
弁
妄
」
で
別
 
 

に
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
伝
説
に
対
し
て
（
妄
伝
を
破
り
て
、
事
実
を
あ
 
 

き
ら
か
に
）
 
す
る
こ
と
に
あ
る
の
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
高
尾
の
妾
伝
は
 
 

こ
こ
で
根
わ
れ
、
「
附
録
、
弁
妄
四
」
と
い
う
形
で
紙
面
が
費
や
さ
れ
て
 
 

い
る
。
 
 
 

（
私
）
 
の
描
く
伊
達
騒
動
は
 
『
実
録
』
 
そ
の
ま
ま
と
言
っ
て
も
過
言
で
 
 

▲
卜
一
 
 

は
な
い
。
勿
論
『
実
録
』
 
と
は
分
量
が
適
う
た
め
、
全
体
と
し
て
は
 
『
実
 
 

録
』
 
か
ら
必
要
な
部
分
を
繋
ぎ
合
せ
た
形
と
な
っ
て
い
る
。
御
家
騒
動
も
 
 

の
の
典
型
は
、
善
人
で
あ
る
主
君
を
騙
す
悪
臣
と
い
う
図
式
で
あ
り
、
大
 
 

槻
も
こ
の
図
式
に
則
っ
て
い
る
が
、
「
椙
原
品
」
は
そ
れ
を
踏
襲
し
て
い
 
 

る
。
即
ち
、
綱
宗
は
伯
父
で
あ
る
憩
臣
伊
達
兵
部
少
輔
ら
に
よ
っ
て
、
陥
 
 

れ
ら
れ
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
（
綱
宗
を
陥
い
れ
よ
う
と
し
て
ゐ
た
人
 
 

達
の
手
伝
が
あ
っ
た
も
の
と
見
え
る
）
、
（
叔
父
伊
達
兵
部
少
輔
完
勝
を
中
 
 

心
と
し
た
イ
ン
ト
リ
イ
グ
に
陥
い
っ
て
）
 
と
い
う
よ
う
に
独
自
の
解
釈
は
 
 

見
ら
れ
な
い
。
 
 
 

（
私
）
は
、
冒
頭
で
 
（
誤
を
以
て
誤
に
代
へ
た
）
例
と
し
て
「
奥
州
話
」
 
 

を
挙
げ
、
『
実
録
』
と
相
対
立
す
る
も
の
と
し
て
捉
え
て
い
る
。
そ
し
て
 
 

大
槻
に
対
し
て
 
（
あ
ら
ゆ
る
方
面
か
ら
遺
憾
な
く
立
憲
し
て
ゐ
る
）
と
優
 
 

位
性
を
示
し
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
、
大
槻
の
立
場
を
評
価
す
る
（
私
）
の
 
 

態
度
が
窺
え
る
。
（
私
）
は
大
槻
と
同
じ
よ
う
に
、
事
実
を
重
ん
じ
、
世
 
 

の
妄
伝
を
排
号
っ
と
し
て
い
る
。
（
私
）
は
、
こ
の
『
実
録
』
を
基
に
、
 
 

更
に
言
う
な
ら
ば
 
『
実
録
』
 
の
立
場
を
踏
襲
し
て
、
（
椙
原
品
と
云
ふ
女
 
 

を
一
の
問
題
と
し
て
こ
ゝ
に
提
供
）
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
 
 
 

し
か
し
 
（
私
）
が
目
指
す
の
は
、
（
単
に
品
が
高
尾
で
な
い
と
云
ふ
事
 
 

案
〉
、
（
大
槻
さ
ん
が
遺
憾
な
く
立
諾
し
て
ゐ
る
事
実
）
を
『
実
録
』
 
に
基
 
 

づ
い
て
（
再
び
書
い
て
世
間
に
出
さ
う
と
云
ふ
た
め
ば
か
り
で
な
く
）
、
 
 

綱
宋
と
品
そ
し
て
初
子
と
の
（
両
性
問
題
）
に
絡
ん
だ
（
物
語
）
で
あ
る
。
 
 

こ
こ
に
髄
鯨
が
生
じ
る
。
「
考
証
」
の
立
場
に
基
づ
く
の
で
あ
れ
ば
、
（
私
）
 
 

の
書
き
た
い
こ
と
は
、
史
実
と
し
て
明
確
で
は
な
い
か
ら
書
い
て
は
な
ら
 
 

な
い
。
だ
か
ら
こ
そ
、
『
実
録
』
 
か
ら
逸
脱
す
る
部
分
は
、
例
え
ば
（
網
 
 

宗
人
道
寡
心
は
比
後
二
十
五
年
の
久
し
い
年
月
を
、
品
と
二
人
で
暮
し
た
 
 

と
云
っ
て
も
大
過
な
か
ら
う
。
こ
れ
は
別
に
証
拠
は
な
い
が
、
私
は
豪
邁
 
 

の
気
象
を
以
て
不
幸
の
境
遇
に
耐
へ
て
ゐ
た
嘉
心
を
慰
め
た
品
を
、
膏
誠
 
 

実
で
あ
っ
た
の
み
で
な
く
、
気
骨
の
あ
る
女
丈
夫
で
あ
っ
た
や
う
に
想
像
 
 

す
る
こ
と
を
禁
じ
得
な
い
）
 
や
（
亀
千
代
の
か
う
云
ふ
危
い
境
遇
を
見
て
、
 
 

初
子
は
子
の
た
め
、
又
品
は
主
の
た
め
、
保
護
し
よ
う
と
し
た
か
も
知
れ
 
 

な
い
。
就
中
初
子
は
亀
千
代
の
屋
敷
に
往
来
し
た
形
跡
が
あ
る
が
、
倍
む
 
 

ら
く
は
何
事
も
伝
は
っ
て
ゐ
な
い
）
 
と
い
っ
た
よ
う
に
 
（
想
像
）
 
（
か
も
 
 

知
れ
な
い
）
 
と
逐
一
断
っ
た
形
で
し
か
書
く
こ
と
が
出
来
な
い
。
 
 
 

こ
こ
で
な
ぜ
 
（
私
）
 
が
作
品
を
 
（
粕
棄
）
す
る
に
至
っ
た
か
は
明
白
で
 
 

あ
ろ
う
。
「
考
証
」
 
に
よ
る
歴
史
叙
述
で
は
、
秦
実
に
限
り
な
く
近
い
と
 
 

断
言
す
る
と
同
時
に
事
実
で
な
い
こ
と
は
 
（
抹
殺
）
 
さ
れ
て
し
ま
う
。
大
 
 

槻
の
立
場
を
踏
襲
す
る
と
、
（
私
）
が
書
こ
う
と
す
る
「
植
原
品
」
は
書
 
 

け
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
大
槻
の
立
場
を
踏
ま
え
る
と
、
「
椙
原
 
 

品
」
は
一
見
挫
折
し
た
か
の
よ
う
に
見
え
て
、
実
は
「
考
証
」
 
へ
の
批
判
 
 

そ
の
も
の
が
テ
ー
マ
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
浮
か
び
上
が
る
の
で
あ
る
。
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五
、
（
創
造
力
の
不
足
）
と
（
歴
史
を
尊
重
す
る
習
慣
）
 
 

大
槻
に
よ
る
 
（
立
話
）
 
即
ち
「
考
証
」
 
に
よ
る
歴
史
叙
述
に
は
限
界
が
 
 

あ
る
。
（
私
）
は
限
界
性
に
気
付
き
、
（
物
語
）
の
試
み
を
（
地
棄
）
す
る
。
 
 

（
創
造
力
の
不
足
と
平
生
の
歴
史
を
尊
重
す
る
習
慣
と
に
妨
げ
ら
れ
）
 
た
 
 

た
め
で
あ
る
。
こ
こ
で
言
う
 
（
歴
史
を
尊
重
す
る
習
慣
）
 
と
い
う
の
が
、
 
 

即
ち
「
考
証
」
 
で
あ
る
。
大
槻
の
 
（
立
琵
）
即
ち
「
考
証
」
に
よ
る
と
書
 
 

け
な
い
部
分
が
出
て
き
て
し
ま
う
。
し
か
し
、
（
創
造
力
の
不
足
）
を
（
地
 
 

棄
）
の
一
要
因
と
し
て
挙
げ
る
（
私
）
は
、
（
創
造
力
）
に
よ
っ
て
も
（
物
 
 

語
）
を
書
く
こ
と
は
で
き
な
い
と
言
う
。
 
 
 

「
考
証
」
に
対
し
て
 
（
創
造
力
）
を
歴
史
叙
述
に
不
可
欠
な
要
素
と
し
 
 

て
唱
え
た
の
が
、
「
考
証
」
史
学
、
特
に
帝
国
大
学
を
中
心
と
し
た
ア
カ
 
 

（
1
9
）
 
 

デ
ミ
ズ
ム
史
学
を
痛
烈
に
批
判
し
た
山
路
愛
山
で
あ
る
。
自
ら
を
（
平
民
 
 

的
史
家
）
と
位
置
づ
け
る
愛
山
は
自
身
の
史
学
に
対
す
る
考
え
を
「
日
本
 
 

現
代
の
史
学
及
び
史
論
」
 
（
「
太
陽
」
1
5
－
1
2
、
明
4
2
・
9
）
 
に
お
い
て
、
 
 

（
惜
む
所
の
も
の
は
其
智
識
が
多
く
専
門
家
の
壁
内
に
蟄
し
て
人
民
の
史
 
 

学
に
対
す
る
興
味
の
之
と
並
行
せ
ぎ
る
こ
と
定
の
み
。
他
の
語
を
以
て
之
 
 

を
吉
へ
ば
史
学
が
史
実
の
考
証
を
専
ら
に
し
て
人
民
の
興
感
を
催
さ
し
む
 
 

べ
き
要
素
を
減
ず
る
に
至
り
た
る
こ
と
是
の
み
）
 
と
述
べ
る
。
そ
し
て
自
 
 

身
が
書
こ
う
と
し
て
い
る
歴
史
は
「
考
証
」
に
対
し
て
（
芸
術
）
で
あ
る
 
 

と
壬
守
っ
。
 
 
 

更
に
、
（
史
学
は
此
事
実
を
基
礎
と
し
て
更
に
国
家
発
達
の
法
則
を
研
 
 

（
2
0
）
 
究
す
べ
き
科
学
な
り
）
と
い
う
よ
う
に
事
実
を
確
定
す
る
だ
け
で
は
な
 
 

く
、
そ
の
史
実
を
基
に
世
界
や
人
間
を
研
究
す
る
こ
と
が
史
学
の
役
割
と
 
 

考
え
る
立
場
で
あ
る
。
そ
れ
は
言
い
換
え
る
な
ら
、
事
実
と
同
時
に
、
流
 
 

布
し
て
い
る
伝
説
も
歴
史
と
し
て
重
ん
じ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
事
実
 
 

が
何
か
を
決
定
し
、
そ
れ
以
外
の
も
の
を
（
抹
殺
）
す
る
の
で
は
、
（
史
 
 

学
に
芸
術
を
与
え
、
興
味
を
与
ふ
る
）
も
の
と
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
 
 

（
抹
殺
）
に
よ
る
事
実
の
み
の
羅
列
は
愛
山
に
と
っ
て
は
歴
史
で
は
な
 
 
 

ヽ
■
 
0
 
 

1
L
▼
 
 
 

そ
の
愛
山
が
御
家
騒
動
も
の
に
着
手
し
、
『
御
家
騒
動
叢
書
第
一
編
 
 

伊
達
騒
動
記
』
 
（
大
元
・
8
、
散
文
館
、
以
下
『
伊
達
巌
動
記
』
）
を
書
い
 
 

た
符
号
は
見
逃
せ
な
い
事
実
で
あ
ろ
う
。
 
 

誠
に
御
家
騒
動
を
研
究
す
る
も
の
は
則
政
治
的
の
人
間
を
研
究
す
る
 
 
 

も
の
に
し
て
、
其
研
究
が
科
学
的
な
れ
ば
な
る
程
、
政
界
の
陰
陽
二
 
 

面
に
存
在
す
る
秘
密
の
鍵
を
捉
へ
得
べ
き
も
の
な
り
 
 

こ
の
冒
頭
の
言
葉
に
、
愛
山
の
立
場
は
明
確
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
伊
 
 

達
凝
動
、
ひ
い
て
は
御
家
騒
動
に
は
、
完
全
な
る
善
人
も
完
全
な
る
悪
人
 
 

も
存
在
し
な
い
。
た
だ
、
（
政
党
の
争
）
で
あ
っ
て
、
様
々
な
人
事
の
要
 
 

因
に
よ
っ
て
起
こ
っ
た
の
で
あ
る
。
伊
達
兵
部
少
輔
の
策
略
に
よ
っ
て
綱
 
 

素
の
蟄
居
、
亀
千
代
の
毒
殺
が
起
こ
っ
た
と
い
う
大
槻
が
主
張
す
る
よ
う
 
 

な
従
来
の
伊
達
凝
動
の
尊
悪
の
構
図
に
は
従
わ
ず
、
伝
え
ら
れ
て
い
る
史
 
 

実
を
基
に
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
騒
動
が
起
き
た
の
か
と
い
う
（
研
究
）
を
試
 
 

み
て
い
る
の
が
、
愛
山
の
 
『
伊
達
騒
動
記
』
 
で
あ
る
。
史
実
を
基
に
、
そ
 
 

の
人
物
が
ど
う
い
う
性
質
の
持
ち
主
で
あ
っ
た
か
を
研
究
し
、
法
則
性
を
 
 

見
出
す
こ
と
が
同
時
に
（
国
家
発
達
の
法
則
を
研
究
）
す
る
こ
と
に
な
る
。
 
 

こ
の
よ
う
な
愛
山
の
考
え
る
史
学
の
役
割
が
、
伊
達
願
動
の
分
析
に
も
如
 
 

実
に
表
れ
て
い
る
。
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更
に
伊
達
家
の
悪
党
が
騒
動
を
起
し
た
と
は
認
め
な
い
愛
山
は
、
『
実
 
 

録
』
 
で
は
事
実
と
認
め
、
ま
た
こ
れ
を
踏
襲
す
る
「
椙
原
品
」
に
も
描
か
 
 

れ
る
亀
千
代
の
置
毒
事
件
も
 
（
疑
心
暗
鬼
）
 
で
あ
る
と
す
る
。
し
か
し
、
 
 

置
毒
事
件
は
虚
構
で
あ
る
と
し
な
が
ら
も
、
世
に
伝
わ
っ
て
い
る
伝
説
と
 
 

い
う
形
で
紹
介
し
て
い
る
。
こ
こ
に
も
独
自
の
解
釈
を
下
し
な
が
ら
も
、
 
 

伝
説
も
捨
て
き
れ
な
い
愛
山
の
立
場
が
浮
き
彫
り
に
な
っ
て
い
る
と
い
え
 
 

る
だ
ろ
う
。
極
言
す
れ
ば
、
愛
山
は
こ
の
よ
う
な
伝
説
を
重
ん
じ
て
歴
史
 
 

を
描
く
こ
と
に
こ
そ
価
値
を
認
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
 
 
 

（
私
）
 
に
と
っ
て
は
、
（
創
造
力
）
も
 
（
歴
史
を
尊
重
す
る
習
慣
）
も
兵
 
 

実
に
辿
り
着
け
る
と
い
う
確
信
を
抱
く
方
法
で
は
な
い
。
（
創
造
力
）
に
 
 

偏
り
、
（
歴
史
を
尊
重
す
る
習
慣
）
 
が
な
け
れ
ば
、
伊
達
騒
動
が
多
く
の
 
 

伝
説
を
伴
っ
て
流
通
し
た
よ
う
に
、
（
誤
を
以
て
誤
に
代
へ
る
）
だ
け
に
 
 

な
っ
て
し
ま
う
。
こ
の
作
品
は
（
私
）
が
最
終
的
に
（
物
語
）
を
（
地
棄
）
 
 

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
考
証
」
と
同
時
に
 
（
創
造
力
）
 
の
限
界
性
を
も
 
 

露
呈
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
 
 
 

（
私
）
 
は
作
品
冒
頭
で
 
（
著
述
が
ど
れ
丈
人
に
読
ま
れ
る
か
）
 
と
い
う
 
 

問
題
に
言
及
し
て
い
る
。
 
 

著
述
が
世
に
公
に
せ
ら
れ
る
と
、
そ
こ
に
は
人
が
そ
れ
を
読
み
得
る
 
 

と
云
ふ
ポ
ッ
シ
ビ
リ
テ
エ
が
生
ず
る
。
し
か
し
実
に
そ
れ
を
読
む
人
 
 

は
小
数
で
あ
る
。
一
般
の
人
に
読
者
が
少
い
ば
か
り
で
は
な
い
。
読
 
 

書
家
と
称
し
て
好
い
人
だ
っ
て
、
其
読
書
力
に
は
際
限
が
あ
る
。
沢
 
 

山
出
る
書
籍
を
悉
く
読
む
わ
け
に
は
行
か
な
い
。
そ
こ
で
某
雑
誌
に
 
 
 

書
い
た
や
う
な
、
歴
史
に
趣
味
を
有
す
る
人
で
も
、
切
角
の
大
槻
さ
 
 

ん
の
発
表
に
心
附
か
ず
に
ゐ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
 
 
 

こ
こ
で
は
、
著
述
を
受
け
取
る
側
の
問
題
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
 
 

『
実
録
』
が
、
ど
れ
だ
け
史
料
に
則
っ
た
英
美
の
歴
史
で
あ
る
と
豪
語
し
 
 

て
も
、
読
む
人
の
 
（
読
書
力
に
は
際
限
が
あ
る
）
。
即
ち
、
（
切
角
の
大
槻
 
 

さ
ん
の
発
表
）
 
で
あ
っ
て
も
英
美
を
伝
え
る
に
は
限
界
が
あ
る
と
い
う
こ
 
 

と
が
匂
わ
さ
れ
て
い
る
。
（
私
）
は
、
歴
史
を
描
く
側
、
そ
れ
を
受
け
取
 
 

る
側
、
双
方
を
考
慮
に
入
れ
つ
つ
、
真
実
の
歴
史
を
描
く
こ
と
の
限
界
性
 
 

を
痛
感
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
 
 
 

大
槻
は
厳
密
な
史
料
批
判
に
基
づ
き
、
史
料
を
並
べ
さ
え
す
れ
ば
、
そ
 
 

こ
に
自
然
と
真
実
の
歴
史
が
生
じ
る
と
考
え
て
い
る
。
し
か
し
、
事
実
以
 
 

外
を
排
す
る
以
上
、
大
槻
の
語
る
歴
史
に
は
偏
り
が
生
じ
る
。
こ
の
よ
う
 
 

な
事
実
の
み
を
重
ん
じ
る
大
槻
を
は
じ
め
と
し
た
「
考
証
」
主
義
に
対
し
 
 

て
、
既
に
指
摘
し
た
よ
う
に
愛
山
は
激
し
く
反
発
し
た
わ
け
で
あ
る
。
「
考
 
 

証
」
を
真
実
の
歴
史
を
記
す
方
法
と
し
て
認
め
な
い
の
は
、
（
私
）
も
愛
 
 

山
も
同
じ
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
「
考
証
」
 
の
偏
り
を
批
判
す
る
の
と
同
じ
 
 

よ
う
に
、
（
私
）
に
と
っ
て
愛
山
の
よ
う
な
（
創
造
力
）
 
に
頼
る
歴
史
も
 
 

菓
実
の
歴
史
で
は
な
い
。
む
し
ろ
ど
ち
ら
か
に
偏
る
の
で
は
な
く
、
両
者
 
 

を
含
め
た
地
点
に
こ
そ
歴
史
の
可
能
性
を
見
て
い
る
の
で
あ
る
。
 
 
 

（
封
）
 
 
 

大
槻
は
い
わ
ず
と
知
れ
た
 
冒
口
海
』
 
の
編
者
で
あ
る
が
、
そ
の
活
動
は
 
 

頗
る
多
岐
に
わ
た
り
、
明
治
十
四
年
噴
か
ら
活
発
化
し
た
、
か
な
文
字
運
 
 

動
の
中
心
的
役
割
も
担
っ
た
。
大
槻
は
無
教
育
の
人
々
に
も
普
通
教
育
を
 
 

施
す
こ
と
が
国
民
創
出
、
国
運
の
隆
盛
に
不
可
欠
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
 
 

は
勉
学
に
容
易
な
か
な
文
字
を
使
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
考
え
を
 
 

早
く
か
ら
持
っ
て
い
た
。
そ
の
根
本
に
は
全
て
の
人
民
に
浸
透
す
る
仮
名
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追
の
実
施
と
い
う
目
標
が
あ
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
立
場
が
や
が
て
、
明
治
 
 

四
十
一
年
か
ら
開
か
れ
る
臨
時
仮
名
遣
調
査
委
貝
会
に
お
い
て
は
 
「
歴
史
 
 

的
仮
名
退
」
 
の
廃
止
、
「
表
音
式
仮
名
退
」
 
の
採
択
を
唱
え
る
よ
う
に
な
 
 

る
。
大
槻
に
と
っ
て
全
て
の
人
民
が
用
い
る
こ
と
の
出
来
る
（
発
音
の
儀
 
 

（
”
ニ
 
 

の
言
葉
）
が
本
当
の
 
（
大
日
本
帝
国
の
言
葉
）
な
の
で
あ
る
。
『
実
録
』
 
 

の
申
に
「
弁
妾
」
を
設
け
、
何
が
真
実
で
あ
る
か
を
明
ら
か
に
す
る
態
度
 
（
2
3
）
 
 

に
は
、
（
正
し
さ
を
現
勢
ヒ
レ
た
い
）
と
指
摘
さ
れ
る
国
語
改
良
運
動
と
 
 

（
2
1
）
 
 

一
貫
し
た
ス
タ
ン
ス
を
指
摘
で
き
る
。
 
 
 

大
槻
の
み
に
限
ら
ず
、
国
民
創
出
と
い
う
点
で
、
歴
史
を
語
る
こ
と
と
 
 

国
語
の
問
題
は
構
造
的
に
頬
似
し
て
い
る
。
異
実
の
歴
史
と
は
誰
が
い
か
 
 

（
2
5
）
 
 

に
し
て
語
り
得
る
の
か
、
と
い
う
問
い
を
持
ち
続
け
た
鴎
外
に
と
っ
て
、
 
 

仮
名
退
論
争
は
共
通
の
認
識
を
持
っ
て
取
り
組
ん
だ
営
為
で
あ
る
と
言
え
 
 

よ
う
。
臨
時
仮
名
追
調
査
委
貝
会
第
四
回
委
員
会
（
明
4
1
・
6
／
2
6
）
 
に
 
 

お
い
て
述
べ
ら
れ
た
鴎
外
の
意
見
は
「
仮
名
追
意
見
」
と
し
て
岩
波
版
、
 
 

筑
摩
版
の
全
集
に
も
収
録
さ
れ
、
（
実
に
行
き
届
い
た
懇
切
鄭
重
な
意
見
、
 
 

（
器
）
 
 

筋
道
の
通
っ
た
穏
健
公
正
な
議
論
）
と
し
て
称
賛
さ
れ
て
き
た
。
 
 
 

こ
の
鴎
外
の
意
見
は
、
大
槻
の
意
見
を
（
感
歎
し
て
聞
き
ま
し
た
）
と
 
 

一
旦
認
め
な
が
ら
も
（
少
数
者
の
用
ゐ
る
も
の
は
余
ま
り
論
ず
る
に
足
ら
 
 

な
い
、
多
数
の
人
民
に
使
わ
れ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
云
ふ
の
が
 
 

御
論
の
土
台
に
な
っ
て
居
り
ま
す
、
併
し
何
事
で
も
さ
う
云
ふ
風
に
観
察
 
 

す
る
と
云
ふ
と
、
恐
く
は
偏
頗
に
な
り
は
す
ま
い
か
と
思
ふ
の
で
あ
り
ま
 
 

へ
r
し
 
 す

）
 
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
大
槻
の
立
場
を
一
旦
は
認
め
つ
つ
も
、
そ
 
 

の
方
向
で
進
む
と
（
偏
頗
）
 
に
な
る
恐
れ
が
あ
る
と
い
う
意
見
は
、
「
椙
 
 

原
品
」
 
で
見
ら
れ
る
大
槻
の
立
場
を
踏
襲
し
っ
つ
、
そ
の
限
界
性
を
露
呈
 
 

す
る
と
い
う
方
法
に
酷
似
し
て
い
る
と
言
え
る
。
こ
の
よ
う
な
論
法
は
、
 
 

同
時
に
大
槻
へ
の
ラ
ジ
カ
ル
な
批
判
と
な
り
得
る
。
 
 
 

鴎
外
は
仮
名
通
が
変
遷
す
る
の
は
口
語
だ
け
で
あ
り
、
文
語
は
変
遷
し
 
 

な
い
と
い
う
立
場
に
立
脚
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
「
歴
史
的
仮
名
遣
」
を
 
 

仮
名
追
の
 
（
正
則
）
で
あ
る
と
し
て
、
こ
の
 
（
正
則
）
を
使
う
者
が
た
と
 
 

え
（
少
数
）
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
人
々
は
最
も
優
れ
た
（
国
民
の
精
華
）
 
 

で
あ
り
、
そ
れ
を
人
民
に
教
育
に
よ
っ
て
浸
透
さ
せ
る
の
が
望
ま
し
い
と
 
 

説
く
。
但
し
、
注
目
す
べ
き
は
「
歴
史
的
仮
名
遭
」
が
 
（
正
則
）
と
し
て
 
 

教
育
が
徹
底
さ
れ
る
な
ら
ば
、
大
槻
の
主
張
す
る
「
表
音
的
仮
名
追
」
も
 
 

（
許
容
）
す
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
鴎
外
の
 
（
許
容
）
は
、
 
 

あ
く
ま
で
も
絶
対
に
譲
れ
な
い
本
質
さ
え
守
ら
れ
れ
ば
、
そ
れ
以
外
の
変
 
 

化
は
認
め
ぎ
る
を
得
な
い
、
と
い
う
立
場
に
基
づ
い
て
い
る
。
 
 
 

こ
の
よ
う
な
立
場
を
踏
ま
え
る
な
ら
ば
、
「
椙
原
品
」
と
い
う
作
品
に
は
、
 
 

黄
葉
の
歴
史
叙
述
は
（
立
記
）
即
ち
「
考
証
」
や
（
創
造
力
）
と
い
っ
た
 
 

一
つ
の
方
法
に
 
（
偏
頗
）
に
な
る
限
り
到
達
不
可
能
で
は
な
い
か
、
と
い
 
 

う
鴎
外
の
危
機
的
認
識
が
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
歴
史
叙
述
の
方
 
 

法
を
巡
る
積
極
的
な
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
発
し
た
作
品
と
し
て
「
椙
原
品
」
を
 
 

捉
え
る
こ
と
が
可
能
な
の
で
あ
る
。
 
 

唐
木
順
三
『
森
鴎
外
」
（
昭
墾
4
、
世
界
評
論
社
）
、
引
用
は
『
唐
木
順
三
全
集
 
 

第
二
巻
』
 
（
昭
4
2
・
7
、
筑
摩
寄
欝
）
 
に
よ
る
。
 
 

陸
軍
退
官
を
巡
る
時
期
に
執
筆
さ
れ
た
と
い
う
「
楢
原
口
巴
の
位
置
は
、
そ
の
後
 
 

も
（
歴
史
小
説
と
史
伝
と
の
中
間
に
位
置
す
る
も
の
）
平
岡
敏
夫
「
森
鴎
外
」
 
 

（
「
解
釈
と
鋸
鷺
」
臨
時
増
刊
号
、
昭
3
5
・
1
0
）
、
（
ひ
と
つ
の
ス
プ
リ
ン
グ
・
ボ
ー
 
 

ド
）
小
泉
清
一
郎
「
「
柏
原
品
」
の
位
置
」
 
（
「
湘
南
文
学
」
1
0
、
昭
5
1
・
3
）
、
 
 

（
一
連
の
史
伝
も
の
の
、
い
わ
ば
序
章
的
な
も
の
）
須
田
蕃
代
次
「
柏
原
晶
－
陸
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軍
退
官
斯
の
鴎
外
を
ふ
ま
え
つ
つ
1
」
（
『
鴎
外
の
文
学
世
界
』
平
2
・
6
、
新
興
 
 

杜
）
 
と
論
じ
ら
れ
て
き
た
。
 
 

注
2
、
平
岡
敏
夫
「
歴
史
小
説
と
史
伝
・
森
鵜
外
」
 
 

の
ち
に
三
田
村
鳶
魚
校
訂
嗣
脂
離
刷
…
願
激
突
記
』
 
（
昭
3
・
8
、
博
文
館
）
収
錨
。
 
 

伊
達
騒
動
も
の
の
普
及
過
程
に
関
し
て
は
、
中
村
幸
彦
「
実
録
と
演
劇
1
伊
達
騒
 
 

動
物
を
主
と
し
て
」
 
（
『
中
村
幸
彦
著
述
染
 
第
十
巻
』
昭
5
8
・
8
、
中
央
公
論
 
 

杜
）
、
高
橋
圭
一
「
伊
達
の
対
決
－
実
銀
二
東
代
萩
』
放
」
（
「
国
語
国
文
」
欄
、
 
 

昭
2
5
・
1
0
）
 
参
照
。
 
 

『
森
鴎
外
全
集
』
第
四
巻
 
（
昭
4
0
・
7
、
筑
摩
書
簡
）
 
の
尾
形
何
に
よ
る
註
解
に
 
 

（
資
料
と
し
て
は
、
も
っ
ぱ
ら
、
明
治
四
十
二
平
吉
川
弘
文
館
発
行
、
大
槻
文
彦
 
 

著
「
伊
達
騒
動
実
録
」
乾
坤
二
冊
 
（
以
下
「
実
録
」
 
と
略
称
）
 
に
よ
る
）
 
と
あ
 
 

る
・
、
 
 

『
実
録
㌔
以
下
、
特
に
断
り
の
な
い
大
槻
文
彦
の
引
用
は
『
実
録
』
 
に
よ
る
。
 
 

ち
な
み
に
鴎
外
は
博
文
館
の
名
誉
賛
成
貝
と
し
て
名
を
つ
ら
ね
て
い
る
。
ま
た
、
 
 

「
太
陽
」
「
文
芸
倶
楽
部
」
「
文
章
世
界
」
と
い
っ
た
博
文
館
の
雑
誌
に
作
品
を
多
 
 

く
掲
載
し
て
い
る
。
「
鵬
鵡
石
」
 
（
「
厨
」
5
、
明
4
2
・
5
）
 
に
は
博
文
館
（
作
中
 
 

で
は
楽
文
館
と
な
っ
て
い
る
）
と
の
仮
名
退
を
巡
る
衝
突
も
描
か
れ
て
い
る
。
こ
 
 

の
よ
う
な
事
情
も
含
め
て
、
ま
た
こ
の
他
の
鴎
外
の
作
品
掲
載
誌
に
そ
れ
ら
し
い
 
 

記
事
も
見
え
な
い
こ
と
か
ら
、
博
文
館
「
家
庭
雑
誌
」
の
記
事
を
指
す
と
考
え
ら
 
 

れ
る
。
 
 

注
2
、
平
岡
敏
夫
「
歴
史
小
説
と
史
伝
・
森
組
外
」
 
 

宮
城
野
は
冒
頭
で
（
講
談
や
小
説
が
た
ゞ
面
白
く
読
ま
せ
や
う
、
俗
受
け
を
と
ら
 
 

う
と
し
て
、
歴
史
上
の
事
実
は
よ
い
加
減
に
切
り
盛
り
し
て
、
そ
の
結
果
は
飛
ん
 
 

で
も
な
い
誤
り
を
世
の
中
に
伝
へ
て
ゐ
る
。
こ
れ
は
読
む
方
で
も
迷
惑
だ
し
読
 
 

ま
れ
る
方
で
も
迷
惑
な
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
で
世
上
に
名
高
い
話
で
平
気
で
誤
 
 

り
を
伝
へ
て
ゐ
る
重
な
る
も
の
に
つ
い
て
、
そ
の
実
説
を
記
し
て
見
た
い
と
思
 
 

ふ
て
、
先
づ
手
始
め
と
し
て
伊
達
騒
動
を
選
ん
だ
の
で
あ
る
）
と
述
べ
る
。
こ
こ
 
 

か
ら
窺
え
る
限
り
、
そ
の
立
場
は
大
槻
の
 
『
実
録
』
 
「
序
言
」
 
と
相
通
な
い
と
い
 
 

え
る
。
 
 

（
1
3
）
 
 

（
1
4
）
 
 

（
1
5
）
 
 

（
1
6
）
 
 

（
1
7
）
 
 

（
1
8
）
 
 

注
2
、
平
岡
敏
夫
「
歴
史
小
説
と
史
伝
・
森
鴎
外
」
 
 

『
奥
州
羽
奈
志
』
「
高
尾
が
こ
と
」
に
（
高
尾
は
や
は
り
御
た
ち
に
め
し
つ
か
は
れ
 
 

て
の
ち
老
女
と
成
て
老
後
跡
を
た
て
く
だ
さ
れ
し
は
番
士
杉
原
重
大
末
文
新
大
 
 

未
と
代
々
か
は
る
〈
名
の
り
て
）
と
あ
る
。
引
用
は
、
『
近
古
文
芸
 
温
知
叢
 
 

書
第
十
一
綿
』
 
（
明
2
4
・
1
1
、
博
文
館
）
 
に
よ
る
。
 
 

大
槻
文
彦
「
伽
羅
仙
台
萩
の
話
」
 
（
「
史
学
雑
誌
」
 
1
3
－
9
、
明
3
5
・
9
）
 
 

重
野
安
繹
「
歴
史
研
究
法
」
 
（
「
成
功
」
1
1
－
2
、
明
4
3
・
3
）
、
引
用
は
薩
摩
史
研
 
 

究
会
綿
『
重
野
博
士
史
学
論
文
集
』
上
 
（
昭
1
3
・
2
、
雌
山
間
）
 
に
よ
る
。
 
 

注
1
2
、
重
野
安
繹
「
歴
史
研
究
法
」
 
 

大
久
保
利
誹
『
日
本
近
代
史
学
の
成
立
』
 
（
昭
6
3
・
1
0
、
吉
川
弘
文
館
）
 
 

附
録
で
は
高
尾
の
弁
妄
の
他
に
、
「
弁
妾
こ
 
に
は
 
（
伊
達
綱
宗
は
、
将
軍
家
光
 
 

の
胤
に
し
て
、
亀
千
代
丸
は
、
水
戸
輿
門
光
園
の
子
な
り
と
い
ふ
事
）
や
（
綱
寮
 
 

の
生
母
）
 
の
事
な
ど
、
「
弁
憲
二
」
に
は
浅
岡
 
（
政
岡
）
 
や
松
前
鉄
之
助
の
事
が
 
 

挙
げ
ら
れ
る
む
浅
間
 
（
政
岡
）
、
松
前
鉄
之
助
は
伊
達
も
の
で
は
置
轟
事
件
で
亀
 
 

千
代
を
守
る
忠
臣
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
浅
岡
（
政
岡
）
は
亀
千
代
の
生
母
初
 
 

子
が
脚
色
さ
れ
て
作
ら
れ
た
人
物
と
言
わ
れ
て
い
る
。
「
弁
妄
三
」
に
は
遊
女
勝
 
 

山
の
事
、
「
弁
妄
五
」
 
に
は
い
わ
ゆ
る
伊
達
騒
動
も
の
の
内
容
に
つ
い
て
言
及
さ
 
 

れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
（
弁
妄
）
は
す
べ
て
伊
達
騒
動
も
の
の
中
で
脚
色
さ
れ
て
 
 

い
っ
た
部
分
で
あ
る
。
 
 

例
え
ば
次
の
よ
う
な
箇
所
を
挙
げ
る
こ
と
が
出
来
る
。
 
 

綱
宗
は
凡
庸
人
で
は
な
い
。
和
歌
を
尊
く
し
、
筆
札
を
着
く
し
、
絵
画
を
尊
く
 
 

い
ガ
可
（
＊
中
略
）
綱
宗
は
こ
れ
よ
り
前
も
、
こ
れ
か
ら
後
老
年
に
至
る
ま
で
 
 

も
、
幽
閉
の
身
の
上
で
ゐ
て
、
そ
の
鎖
遭
の
す
さ
び
に
残
し
た
書
画
に
は
、
 
 

矧
蟄
綱
窯
の
芸
能
は
書
画
や
和
歌
ば
か
り
 
 

で
は
な
い
。
蒔
絵
を
造
り
、
陶
器
を
作
り
、
又
刀
剣
を
も
鍛
え
た
。
（
＊
中
略
）
 
 

綱
宗
は
籠
居
の
た
め
に
意
気
を
挫
か
れ
ず
に
ゐ
た
。
和
町
州
啓
 
 

当
時
ま
だ
珍
し
か
っ
た
硝
子
板
四
百
余
枚
を
朕
め
さ
せ
た
が
、
そ
の
大
き
い
の
 
 

は
一
枚
七
十
両
で
買
っ
た
と
云
ふ
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
豪
遇
の
気
象
が
想
ひ
 
 

迫
ら
れ
る
で
は
な
い
か
。
（
＊
 
「
椙
原
品
」
）
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（
1
9
）
 
 

（
2
0
）
 
 

（
2
1
）
 
 

（
2
2
）
 
 

（
2
3
）
 
 

と
云
ふ
、
其
豪
曹
此
の
如
し
、
五
十
余
年
間
、
隠
居
消
光
の
情
態
、
想
ふ
ぺ
し
 
 
 

（
＊
 
『
実
録
』
）
 
 

伊
藤
雄
志
『
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
歴
史
論
争
－
山
路
愛
山
と
そ
の
時
代
』
 
（
平
 
 

1
7
・
川
、
風
間
寄
席
）
－
】
特
に
第
三
車
、
四
車
を
参
照
し
た
。
 
 

「
史
学
論
」
 
（
「
国
民
新
聞
」
明
3
3
‥
－
／
2
0
）
 
 

明
2
2
・
5
！
明
2
4
・
4
、
私
家
版
 
 

文
部
省
『
臨
時
仮
名
遭
調
査
委
員
会
議
事
速
記
銀
』
 
（
明
4
2
・
1
、
文
部
大
臣
官
 
 

肩
図
書
課
）
 
 

田
中
感
「
大
槻
文
彦
に
と
っ
て
の
表
記
と
国
民
」
 
（
「
日
本
史
学
集
録
」
2
4
、
平
 
 

1
3
・
5
）
む
な
お
、
こ
こ
で
は
大
槻
の
（
「
正
し
さ
」
の
現
実
化
）
と
い
う
立
場
に
 
 

対
し
て
、
節
外
は
（
「
正
し
さ
」
 
へ
の
教
導
）
と
表
現
さ
れ
て
い
る
。
 
 

臨
時
仮
名
適
調
査
委
員
会
に
つ
い
て
は
、
築
島
裕
『
歴
史
的
仮
名
退
い
』
（
昭
6
1
・
 
 

7
、
中
公
新
書
）
、
佐
瀬
三
千
夫
「
鶴
外
の
「
仮
名
迫
意
見
」
を
め
ぐ
る
考
察
」
 
 
 

（
「
文
京
女
子
短
期
大
学
英
語
英
文
学
科
紀
要
」
2
3
、
平
2
・
1
2
）
、
注
2
3
田
中
恵
 
 

「
大
槻
文
彦
に
と
っ
て
の
表
記
と
国
民
」
等
を
参
照
し
た
。
 
 

拙
稿
「
歴
史
叙
述
の
実
験
－
森
鴎
外
「
津
下
四
郎
左
衛
門
」
論
」
（
「
稿
本
近
代
文
 
 

学
」
 
3
0
、
平
1
7
・
1
2
）
 
 

滞
柳
大
五
郎
『
鴎
外
別
記
」
 
（
昭
2
4
・
8
、
十
字
屋
書
店
）
 
 

注
2
2
、
『
臨
時
仮
名
遵
調
査
委
貞
会
話
事
速
記
録
L
 
 

雄
山
公
の
御
節
を
誤
ら
れ
し
は
、
天
性
鋭
気
に
し
て
、
且
誘
惑
す
る
者
あ
る
に
 
 

因
れ
る
が
如
く
、
矧
割
引
凡
庸
の
主
に
あ
ら
ず
、
詠
歌
書
画
を
着
く
し
、
傍
 
 

ら
、
能
技
、
茶
技
に
及
び
、
又
、
刀
剣
を
鍛
へ
ら
れ
、
（
＊
中
略
）
 
共
和
歌
、
 
 

並
に
画
、
数
種
縮
写
し
て
、
巻
首
に
掲
ぐ
、
其
書
に
、
往
々
、
「
知
遇
必
改
」
 
 

叫
割
引
の
印
を
用
ゐ
ら
れ
き
、
（
＊
中
略
）
又
 

硝
子
に
て
張
ら
せ
ら
れ
た
り
、
皆
、
長
崎
渡
来
の
も
の
を
買
入
れ
ら
れ
た
る
に
 
 

て
、
大
小
四
百
余
枚
、
大
な
る
も
の
は
、
当
時
、
一
校
の
値
、
七
十
両
な
り
し
 
 

（
付
記
）
 
 
 

「
椙
原
品
」
本
文
引
用
は
岩
渡
書
店
刊
r
鴎
外
全
集
』
 
（
昭
4
6
～
5
0
）
 
に
よ
る
。
但
し
適
 
 

宜
旧
字
を
新
字
に
改
め
た
。
な
お
人
名
に
関
し
て
は
こ
の
限
り
で
な
い
。
引
用
に
際
し
て
、
 
 

送
り
仮
名
は
平
仮
名
に
統
鵬
し
て
あ
る
。
 
 

（
む
ら
か
み
 
ゆ
き
 
筑
波
大
学
大
学
院
博
士
課
程
 
 

人
文
社
会
科
学
研
究
科
 
日
本
文
学
）
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