
一　

は
じ
め
に

本
稿
で
は
、
伴
直
方
『
枕
冊
子
考
』
の
う
ち
、
第
四
節
「
清
少
納
言
の
事

跡
」
を
考
察
す
る
。『
枕
冊
子
考
』
は
伴
直
方
（
寛
政
二
年
〈
一
七
九
〇
〉
〜

天
保
十
三
年
〈
一
八
四
二
〉）
に
よ
っ
て
文
政
九
年
（
一
八
二
六
）
に
編
ま
れ

た
も
の
で
、「
目
録
」「
攷
異
」「
枕
さ
う
し
と
名
つ
け
し
事
」「
清
少
納
言
の

事
跡
（
１
）
」
か
ら
構
成
さ
れ
る
。
一
冊
一
九
丁
前
後
で
決
し
て
大
著
と
は
い
え
な

い
が
、
近
世
後
期
に
『
枕
草
子
』
の
ど
の
よ
う
な
点
が
注
目
さ
れ
て
い
た
の
か
、

ま
た
『
枕
草
子
』
に
関
わ
る
ど
の
よ
う
な
言
説
が
流
通
し
て
い
た
の
か
を
知

る
こ
と
の
で
き
る
貴
重
な
資
料
で
あ
る
。

作
者
の
伴
直
方
は
幕
臣
で
あ
り
和
学
者
で
、
江
戸
の
生
ま
れ
で
あ
る
が
、

『
枕
冊
子
考
』
が
成
っ
た
文
政
九
年
に
は
大
阪
具
足
奉
行
の
任
に
あ
っ
た
。
直

方
は
『
国
字
考
』
な
ど
国
語
学
に
関
わ
る
業
績
で
知
ら
れ
る
一
方
、『
弁
内
侍

日
記
』『
更
級
日
記
』
な
ど
古
典
作
品
の
書
写
者
と
し
て
も
知
ら
れ
る
。
ま
た

物
語
の
目
録
で
あ
る
『
物
語
書
目
備
考
』、
江
戸
時
代
以
前
の
絵
巻
物
な
ど
の

情
報
を
目
録
化
し
た
『
図
画
品
類
』
な
ど
、
直
方
は
膨
大
な
情
報
を
整
理
、
集

成
し
和
学
者
た
ち
の
学
び
を
助
け
る
よ
う
な
本
を
編
む
こ
と
を
得
意
と
し
て

い
た
。

『
枕
冊
子
考
』
に
つ
い
て
は
、
池
田
亀
鑑
が
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　 

こ
と
に
枕
冊
子
考
は
、
小
冊
子
で
は
あ
る
が
、
章
段
を
系
統
的
に
列
挙

し
、
考
異
を
試
み
、
枕
草
子
の
名
義
に
つ
い
て
考
證
を
な
し
、
清
少
納

言
の
事
蹟
に
つ
い
て
眞
面
目
な
研
究
を
し
て
ゐ
る
。
貞
丈
の
抄
の
影
響

も
少
く
は
な
い
が
、
そ
の
研
究
的
態
度
に
於
て
自
ら
趣
を
異
に
す
る
も

の
が
あ
る

（
２
）
。

池
田
は
『
枕
冊
子
考
』
の
概
要
を
紹
介
し
、
特
に
「
事
跡
」
に
つ
い
て
は

「
眞
面
目
な
研
究
を
し
て
い
る
」
と
指
摘
し
て
い
る
。
そ
し
て
、「
貞
丈
の
抄
」

の
影
響
が
あ
り
つ
つ
も
「
研
究
的
態
度
」
を
有
す
る
こ
と
に
も
言
及
し
て
お

伴
直
方
『
枕
冊
子
考
』「
清
少
納
言
の
事
跡
」
の
考
察

― 

多
田
義
俊
『
枕
草
紙
抄
』
と
の
関
係
に
着
目
し
て 
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り
、『
枕
冊
子
考
』
を
高
く
評
価
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
だ
ろ
う
。
こ
こ
で

池
田
が
指
摘
す
る
「
事
跡
」
の
「
眞
面
目
」
さ
と
は
何
を
指
す
も
の
な
の
か
。

稿
者
は
こ
れ
ま
で
『
枕
冊
子
考
』
の
諸
本
整
理
を
は
じ
め
、「
目
録
」「
攷
異
」

「
名
つ
け
し
事
」
の
各
節
の
特
質
を
紹
介
し
て
き
た

（
３
）
が
、
い
ず
れ
の
節
も
で
き

る
だ
け
多
く
の
資
料
を
参
照
し
、『
枕
草
子
』
本
文
や
『
枕
草
子
』
と
い
う
題

号
の
由
来
を
丁
寧
に
考
証
す
る
姿
勢
が
あ
る
こ
と
を
示
し
て
き
た
。「
事
跡
」

は
そ
の
名
の
通
り
、
清
少
納
言
に
つ
い
て
言
及
が
あ
る
様
々
な
文
献
を
引
用

し
、
清
少
納
言
の
生
涯
や
人
と
な
り
に
つ
い
て
考
証
し
た
も
の
で
あ
る
。「
事

跡
」
は
合
わ
せ
て
二
二
種
類
の
資
料
を
引
用
し
て
お
り
、
そ
の
量
は
「
江
戸

の
三
註
（
４
）
」
だ
け
で
は
な
く
、
他
の
近
世
後
期
『
枕
草
子
』
注
釈
と
比
較
し
て

み
て
も
非
常
に
多
い
。
無
論
参
照
す
る
資
料
の
多
さ
だ
け
で
「
事
跡
」
の
性

質
を
語
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
直
方
が
幅
広
い
資
料
に
目
を
配
っ
て
お
り
、

他
の
節
と
同
じ
く
丁
寧
な
考
証
を
行
お
う
と
し
て
い
た
こ
と
が
想
定
で
き
る
。

本
稿
で
は
、
節
の
構
成
を
示
し
「
事
跡
」
で
用
い
ら
れ
て
い
る
資
料
を
整
理
す

る
こ
と
で
、
池
田
の
指
摘
す
る
「
眞
面
目
さ
」
の
内
実
も
含
め
て
『
枕
冊
子
考
』

「
事
跡
」
の
性
質
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

な
お
、「
事
跡
」
の
考
察
に
あ
た
っ
て
は
「
貞
丈
の
抄
」
と
の
関
係
に
も
注

目
す
る
必
要
が
あ
る
。「
貞
丈
の
抄
」
と
は
多
田
義
俊
『
枕
草
紙
抄
』
を
指
す
。

『
枕
草
紙
抄
』
は
多
田
義
俊
の
著
作
（
５
）
で
あ
る
が
、
伊
勢
貞
丈
の
遺
稿
集
で
あ
る

『
安
齋
小
説
』
に
収
め
ら
れ
た
こ
と
か
ら
貞
丈
の
著
作
と
し
て
永
ら
く
流
布
し

て
い
た
。「
事
跡
」
で
確
認
で
き
る
二
二
の
書
目
の
う
ち
八
例
が
『
枕
草
紙
抄
』

で
引
か
れ
る
文
献
と
書
名
、
本
文
を
完
全
に
共
有
し
て
お
り
、
池
田
の
指
摘

す
る
通
り
「
事
跡
」
に
は
『
枕
草
紙
抄
』
の
強
い
影
響
が
あ
る
と
い
う
こ
と

が
で
き
る
。『
枕
草
紙
抄
』
に
つ
い
て
は
池
田
も
偽
説
が
混
じ
っ
て
い
る
こ
と

を
指
摘
し
て
お
り

（
６
）
、
早
い
時
期
か
ら
作
者
が
貞
丈
で
な
い
可
能
性
と
、
注
の

内
容
の
不
確
か
さ
が
指
摘
さ
れ
て
き
た
。『
枕
草
子
大
事
典
』
で
も
、『
枕
草

紙
抄
』
の
記
述
の
内
容
に
つ
い
て
は
「
真
偽
の
ほ
ど
は
不
明
」
と
さ
れ
る
一

方
で
「
な
お
看
過
し
が
た
い
書
物
で
あ
る

（
７
）
」
と
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
現
在
で

も
ど
の
よ
う
に
評
価
す
べ
き
か
定
ま
ら
な
い
注
釈
書
で
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ

う
。
た
だ
し
、『
枕
草
紙
抄
』
に
つ
い
て
考
え
る
と
き
に
は
、
ま
ず
近
世
に
お

い
て
ど
の
よ
う
に
読
ま
れ
た
の
か
と
い
う
点
も
重
要
で
あ
る
と
考
え
る
。『
枕

草
紙
抄
』
の
現
存
伝
本
は
管
見
の
限
り
で
は
少
な
く
と
も
一
八
本
確
認
す
る
こ

と
が
で
き
、
近
世
に
お
い
て
は
貞
丈
の
著
作
と
し
て
繰
り
返
し
書
写
さ
れ
た
。

実
践
女
子
大
学
附
属
図
書
館
黒
川
文
庫
に
は
直
方
旧
蔵
『
枕
草
紙
抄
（
８
）
』
が
あ
り
、

直
方
が
『
枕
草
紙
抄
』
を
参
照
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
る
。
拙
稿
で

「
名
つ
け
し
事
」
が
『
枕
草
紙
抄
』
の
影
響
を
強
く
受
け
て
い
る
こ
と
を
指
摘

し
た
が

（
９
）
、
本
稿
で
は
「
事
跡
」
に
つ
い
て
も
『
枕
草
紙
抄
』
と
の
関
係
を
示
し
、

直
方
が
『
枕
草
紙
抄
』
を
ど
の
よ
う
な
も
の
と
捉
え
、
い
か
に
「
事
跡
」
に

取
り
込
ん
で
い
っ
た
の
か
を
明
ら
か
に
し
た
い
。『
枕
冊
子
考
』
に
お
け
る
『
枕

草
紙
抄
』
摂
取
の
実
態
が
明
ら
か
に
な
る
こ
と
は
、『
枕
草
紙
抄
』
が
近
世
に
お

い
て
い
か
に
受
容
さ
れ
た
の
か
の
一
例
を
示
す
こ
と
に
な
り
、『
枕
草
紙
抄
』
を

ど
の
よ
う
に
評
価
す
べ
き
か
を
考
え
る
上
で
も
有
意
義
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

以
上
の
二
点
に
注
目
し
て
本
稿
で
は
考
察
を
進
め
る
が
、
そ
の
前
提
と
し

て
ま
ず
近
世
に
お
け
る
清
少
納
言
言
説
に
は
ど
の
よ
う
な
も
の
が
あ
っ
た
の

か
を
「
江
戸
の
三
注
」
の
清
少
納
言
考
証
を
中
心
に
整
理
す
る
。
そ
の
上
で
、

『
枕
草
紙
抄
』
と
の
関
係
も
含
め
て
『
枕
冊
子
考
』「
事
跡
」
の
特
徴
を
明
ら

か
に
す
る
。
さ
ら
に
、
こ
れ
ま
で
の
「
目
録
」「
校
異
」「
攷
異
」「
名
つ
け
し
事
」

の
考
察
と
も
合
わ
せ
て『
枕
冊
子
考
』の
性
質
を
明
ら
か
に
し
、
近
世
後
期『
枕

三
三



草
子
』
注
釈
史
上
に
『
枕
冊
子
考
』
を
位
置
づ
け
る
こ
と
を
目
的
と
す
る）
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。

二　

近
世
に
お
け
る
清
少
納
言
言
説
に
つ
い
て

本
節
で
は
「
江
戸
の
三
註
」
を
は
じ
め
、
近
世
に
お
い
て
清
少
納
言
が
ど
の

よ
う
な
資
料
を
も
と
に
、
い
か
に
考
証
さ
れ
て
い
た
の
か
を
整
理
し
て
い
く
。

清
少
納
言
の
人
と
な
り
を
最
も
詳
細
に
知
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
無
論
『
枕
草

子
』
で
あ
る
が
、『
枕
草
子
』
成
立
の
同
時
期
、
あ
る
い
は
直
後
か
ら
、
中
宮

定
子
に
仕
え
た
女
房
と
し
て
、『
百
人
一
首
』
に
も
入
集
す
る
女
房
歌
人
と
し

て
、
そ
し
て
何
よ
り
『
枕
草
子
』
の
作
者
と
し
て
さ
ま
ざ
ま
な
作
品
で
清
少

納
言
は
描
か
れ
て
き
た
。
紫
式
部
が
痛
烈
に
清
少
納
言
を
批
判
す
る
『
紫
式

部
日
記
』
を
は
じ
め
と
し
て
、
私
家
集
な
ど
の
中
に
名
前
が
確
認
で
き
る
他
、

清
少
納
言
の
頭
の
回
転
の
速
さ
を
賞
賛
し
た
話
を
収
め
る
説
話
集
や
、
清
少

納
言
が
晩
年
を
ど
の
よ
う
に
過
ご
し
た
の
か
を
語
る
伝
説
な
ど
、
内
容
は
さ

ま
ざ
ま
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
資
料
は
情
報
と
し
て
の
信
頼
度
に
も
差
が
あ
る

が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
で
清
少
納
言
が
ど
の
よ
う
に
語
ら
れ
て
い
た
の
か
を

う
か
が
い
知
る
こ
と
の
で
き
る
も
の
で
あ
る
と
言
え
る
。

た
だ
し
、
資
料
を
整
理
す
る
に
あ
た
り
確
認
し
て
お
き
た
い
の
は
、
現
代

参
照
さ
れ
る
清
少
納
言
言
説
す
べ
て
が
近
世
に
お
い
て
容
易
に
参
照
で
き
た

わ
け
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
一
例
を
挙
げ
る
と
、『
古
本
説
話
集
』

は
鎌
倉
期
の
写
本
が
一
本
の
み
現
存
す
る
孤
本
で
あ
り
、
近
世
に
読
ま
れ
た

形
跡
は
ほ
ぼ
無
い
と
い
っ
て
良
い
。『
古
本
説
話
集
』
に
限
ら
ず
、
そ
の
他
の

資
料
に
つ
い
て
も
、
刊
行
さ
れ
た
か
、
ま
た
ど
の
よ
う
な
注
釈
書
に
引
用
さ

れ
た
か
な
ど
に
よ
っ
て
、
参
照
さ
れ
る
頻
度
も
異
な
っ
て
く
る
。
し
た
が
っ

て
伝
記
研
究
も
近
代
以
降
の
も
の）
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と
は
様
相
を
異
に
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

以
下
、「
江
戸
の
三
註
」
と
そ
れ
以
降
の
注
釈
に
つ
い
て
、
項
を
分
け
て
検
討

し
て
い
く
。

（
ⅰ
）「
江
戸
の
三
註
」
に
お
け
る
清
少
納
言
の
考
証

本
項
で
は
「
江
戸
の
三
註
」
の
記
述
を
確
認
し
て
い
く
。『
磐
斎
抄
』
に
お

け
る
、
清
少
納
言
に
つ
い
て
の
記
述
を
引
用
す
る
。
書
名
は
四
角
囲
み
で
示

し
た
。

　 

第
二
に
、
先
達
の
褒
美
と
云
は
、
是
亦
二
あ
り
。
清
少
納
言
が
才
智
を

ほ
む
る
と
、
此
草
紙
を
ほ
む
る
と
の
、
二
な
り
。
そ
の
才
智
の
や
ん
ご

と
な
き
を
、
先
達
の
褒
美
し
給
ひ
し
こ
と
、
つ
く
し
が
た
し
と
い
へ
ど

も
、
少
々
し
る
し
て
、
初
學
に
し
ら
し
め
ん
。
続
世
継
に
云
、「
か
の
皇

后
宮
の
女
房
、
肥
後
守
元
輔
と
申
す
が
む
す
め
清
少
納
言
と
て
、
こ
と

に
な
さ
け
あ
る
人
に
侍
り
し
が
、
は
つ
年
に
ま
か
り
か
よ
ひ
な
ど
し
て
、

彼
宮
の
事
も
う
け
給
り
な
れ
侍
き
。
云
々
」
為
永
十
訓
抄
云
、「
一
條
院
、

雪
い
と
お
も
し
ろ
く
ふ
り
た
り
け
る
朝
、
は
し
ち
か
く
出
さ
せ
給
ひ
ご

覧
じ
け
る
に
、
香
炉
峰
の
あ
り
さ
ま
い
か
な
ら
ん
と
、
仰
せ
ら
れ
け
れ

ば
、
清
少
納
言
、
御
前
に
候
ひ
け
る
が
、
申
こ
と
は
な
く
て
、
御
簾
を

ま
き
あ
げ
た
り
け
る
。
今
の
世
ま
で
も
、
い
み
じ
き
例
に
い
ひ
傳
へ
た

り
。
彼
清
少
納
言
は
、
天
暦
の
御
時
、
梨
壺
五
人
の
歌
仙
、
清
原
元
輔

女
に
て
、
や
ま
と
の
言
の
は
、
家
の
風
吹
傳
た
り
け
る
う
へ
、
心
ざ
ま

わ
り
な
く
優
に
て
、
折
に
付
た
る
ふ
る
ま
ひ
、
い
み
じ
き
事
お
ほ
か
り

け
り
。
云
々
」
是
則
、
才
智
の
程
を
、
い
に
し
へ
よ
り
賞
翫
せ
ら
れ
し

事
共
也
。（
中
略
）

三
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第
四
に
、
作
者
と
云
は
、
此
草
紙
、
清
少
納
言
が
筆
作
な
る
事
、
諸
抄

に
分
明
な
れ
ば
、
み
な
人
の
知
る
所
也
。
但
、
少
納
言
が
系
譜
を
あ
か

さ
ば
、
清
原
氏
系
図
云
（
系
図
略
）。
作
者
部
類
云
、「
清
少
納
言
、
清

原
元
輔
女
。
一
条
院
皇
后
宮
女
房
。
後
撰
・
詞
花
・
千
載
・
続
古
今
・

新
古
今
・
玉
葉
・
続
千
載
等
の
作
者
也
。」
拾
芥
抄
同
。

『
磐
斎
抄
』
で
は
、「
先
達
の
褒
美
」
す
な
わ
ち
先
人
た
ち
が
『
枕
草
子
』

の
ど
こ
を
褒
め
て
い
た
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
、『
枕
草
子
』
の
評
価
と
清

少
納
言
の
評
価
を
ひ
と
ま
と
ま
り
の
も
の
と
し
て
捉
え
、「
清
少
納
言
が
才
智
」

を
挙
げ
て
い
る
。
そ
し
て
、「
そ
の
才
智
の
や
ん
ご
と
な
」
さ
を
示
す
例
と
し

て『
続
世
継
』（
＝『
今
鏡
』）、『
十
訓
抄
』の
逸
話
を
引
用
し
て
い
る
。『
十
訓
抄
』

の
こ
の
逸
話
は
非
常
に
良
く
知
ら
れ
る
も
の）

12
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で
、『
枕
草
子
』
第
二
八
〇
段
「
雪

の
い
と
高
う
降
り
た
る
を
」
を
元
に
し
て
い
る
。
次
に
『
十
訓
抄
』（
一
の

二
十
一
）
を
引
用
す
る
。

　 

　
同
じ
院
、
雪
い
と
お
も
し
ろ
く
降
り
た
り
け
る
冬
の
朝
、
端
近
く
居

出
さ
せ
給
ひ
て
、
雪
ご
覧
じ
け
る
に
、「
香
炉
峰
の
あ
り
さ
ま
、
い
か
な

ら
む
」
と
仰
せ
ら
れ
け
れ
ば
、
清
少
納
言
、
御
前
に
候
ひ
け
る
が
、
申

す
こ
と
は
な
く
て
、
御
簾
を
お
し
は
り
た
り
け
る
。
世
の
末
ま
で
優
な

る
例
に
い
ひ
伝
へ
ら
れ
け
る
。

　 

　
か
の
香
炉
峰
の
こ
と
は
、
白
楽
天
、
老
の
の
ち
、
こ
の
山
の
ふ
も
と

に
、
一
つ
の
草
堂
を
し
め
て
、
住
み
給
ひ
け
る
時
の
詩
に
い
は
く
、

　
　
遺
愛
寺
鐘
欹
枕
聴
　
香
炉
峰
雪
撥
簾
看

　 

と
あ
る
を
、
帝
、
仰
せ
出
さ
れ
け
る
に
よ
り
て
、
御
簾
を
ば
上
げ
け
る

な
り
。

　 

　
か
の
清
少
納
言
は
天
暦
の
時
、
梨
壺
の
五
人
の
歌
仙
の
内
、
清
原
元

輔
女
に
て
、
や
ま
と
こ
と
ば
も
、
家
の
風
吹
き
伝
へ
た
り
け
る
う
へ
、

心
ざ
ま
わ
り
な
く
優
に
て
、
を
り
に
つ
け
た
る
振
舞
、
い
み
じ
き
こ
と

多
か
り
け
り）
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前
半
は
『
枕
草
子
』
本
文
を
改
編
し
要
約
し
た
も
の
で
、「
か
の
香
炉
峰
の

こ
と
は
」以
降
は
清
少
納
言
が
典
拠
と
し
た『
白
氏
文
集
』の
解
説
で
あ
る
。『
枕

草
子
』
で
は
定
子
が
清
少
納
言
に
対
し
て
「
香
炉
峰
の
雪
い
か
な
ら
む
」
と
尋

ね
て
い
る
の
に
対
し
て
、『
十
訓
抄
』
で
は
問
い
か
け
を
し
た
の
は
一
条
天
皇

に
な
っ
て
お
り
、
清
少
納
言
が
黙
っ
て
御
簾
を
巻
き
上
げ
た
話
に
転
換
さ
れ

て
い
る
点
に
大
き
な
違
い
が
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
こ
で
重
要
な
の
は
才
智
に

富
ん
だ
、
機
転
の
利
く
女
房
と
し
て
の
清
少
納
言
の
姿
が
強
調
さ
れ
て
い
る

点
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
清
少
納
言
は
父
元
輔
か
ら
「
家
の
風
」
を
受
け
継
ぐ

歌
人
と
し
て
言
及
さ
れ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、『
十
訓
抄
』
で
は
清
少
納
言
を

『
枕
草
子
』
作
者
と
し
て
と
い
う
よ
り
も
、
賢
い
女
房
歌
人
と
し
て
紹
介
し
て

い
る
と
も
い
え
る
。『
十
訓
抄
』
の
こ
の
逸
話
は
か
な
り
早
い
段
階
か
ら
広
く

流
布
し
て
い
た
こ
と
が
想
定
で
き
、『
悦
目
抄
』
の
清
少
納
言
説
話
も
『
十
訓
抄
』

の
こ
の
話
に
取
材
し
て
い
る
。
ま
た
、
近
世
に
お
い
て
も
『
十
訓
抄
』
で
描
か

れ
る
才
女
と
し
て
の
清
少
納
言
像
は
広
く
人
口
に
膾
炙
し
て
お
り
、
浜
口
俊

裕
氏
は
近
世
の
女
訓
書
な
ど
様
々
な
書
物
で
絵
画
化
さ
れ
た
清
少
納
言
を
分

析
す
る
中
で
、『
十
訓
抄
』
の
こ
の
場
面
か
ら
取
ら
れ
た
「
御
簾
を
巻
き
上
げ

る
清
少
納
言
像
」
が
典
型
化
す
る
こ
と
を
示
し
て
い
る）
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。『
春
曙
抄
』
を
編
ん

だ
北
村
季
吟
の
『
女
郎
花
物
語
』
で
も
同
様
の
話
が
収
め
ら
れ
る
他
、『
大
日
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本
史
』（
巻
二
二
四
）
に
も
同
じ
内
容
が
漢
文
化
さ
れ
、
清
少
納
言
の
才
智
を

賛
美
す
る
文
脈
の
中
で
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、『
清
少
納
言
知
恵
の

板
』（
寛
保
二
年
〈
一
七
四
二
〉）
は
、
内
容
は
清
少
納
言
と
は
関
わ
り
は
な
く
、

い
わ
ゆ
る
積
み
木
の
よ
う
な
も
の
を
組
み
合
わ
せ
て
図
形
を
作
る
遊
び
の
問

題
集
と
解
説
本
で
あ
る
が
、
こ
の
書
物
の
名
に
「
清
少
納
言
」
と
付
く
の
は
、

ま
さ
に
清
少
納
言
の
「
機
転
を
利
か
せ
る
こ
と
の
で
き
る
女
房
」
と
い
う
イ

メ
ー
ジ
が
近
世
に
広
く
定
着
し
て
い
た
こ
と
の
証
左
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

『
磐
斎
抄
』
は
こ
の
よ
う
に
多
く
の
人
々
に
共
有
さ
れ
て
い
た
「
才
女
」
と

し
て
の
清
少
納
言
像
を
『
十
訓
抄
』
を
用
い
て
提
示
し
、「
是
則
、
才
智
の
程

を
、
い
に
し
へ
よ
り
賞
翫
せ
ら
れ
し
事
共
也
」、
つ
ま
り
古
く
か
ら
清
少
納
言

の
才
智
は
よ
く
褒
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
の
で
あ

る
。
そ
の
上
で
、『
十
訓
抄
』
の
後
半
部
分
は
引
か
ず
、「
清
原
氏
系
図
」「
作

者
部
類
」
な
ど
を
引
用
し
な
が
ら
家
系
を
整
理
し
、
元
輔
の
娘
で
あ
り
、
女

房
歌
人
と
し
て
清
少
納
言
を
位
置
づ
け
て
い
る
と
も
い
え
る
。

次
に
、『
枕
草
子
』
の
テ
キ
ス
ト
と
し
て
最
も
広
く
流
布
し
た
『
春
曙
抄
』

を
見
て
い
く
。
長
く
な
る
が
、
該
当
箇
所
を
す
べ
て
引
用
す
る
。
な
お
、
書

名
は
四
角
囲
み
、
季
吟
が
自
説
を
述
べ
る
初
め
の
箇
所
に
は
傍
線
を
付
し
た
。

　 

枕
草
紙
は
、
清
少
納
言
の
筆
作
也
。
少
納
言
は
清
原
元
輔
の
む
す
め
な

れ
ば
、
其
姓
を
用
ひ
て
清
少
納
言
と
い
へ
り
、
父
の
元
輔
は
、
後
撰
集

の
撰
者
梨
壺
の
五
人
の
ひ
と
り
也
。
天
暦
五
年
梨
壺
に
て
、
能
宜
・
元

輔
・
順
・
望
城
等
、
後
撰
を
え
ら
べ
り
。（
系
図
略
）
玄
旨
法
師
の
御
説

に
、
清
少
納
言
は
一
条
院
の
皇
后
宮
の
女
房
と
云
々
。
此
皇
后
宮
と
申

侍
る
は
、
中
関
白
道
隆
公
の
御
む
す
め
、
定
子
と
申
侍
り
し
、
此
草
紙

の
所
々
に
、
宮
の
お
ま
へ
と
侍
る
是
也
。
し
か
る
に
栄
花
物
語
に
、
三

条
院
の
女
御
淑
景
舎
道
隆
公
女
定
子
妹
の
御
も
と
に
宮
づ
か
へ
せ
し
よ

し
見
え
た
り
。
愚
案
ル
ニ
、
此
草
紙
に
淑
景
舎
の
御
事
は
、
所
々
に
出

た
れ
ど
、
此
御
局
に
宮
づ
か
へ
せ
し
事
は
見
え
侍
ら
ず
。
但
此
草
紙
に

あ
ら
は
せ
る
人
々
の
官
な
ど
を
勘
へ
侍
れ
ば
、
一
条
院
の
長
徳
年
中
、

長
保
元
年
二
年
な
ど
の
事
ど
も
に
て
、
其
の
ち
の
事
見
え
ざ
る
に
や
。

彼
皇
后
宮
は
、
長
保
二
年
十
二
月
十
五
日
に
か
く
れ
さ
せ
給
へ
り
。
淑

景
舎
は
、
二
条
院
の
東
宮
に
て
お
は
し
ま
し
け
る
ほ
ど
に
ま
い
り
給
ひ

て
、
四
年
ば
か
り
や
宮
づ
か
へ
し
給
へ
り
け
ん
。
さ
て
長
保
四
年
八
月

廿
日
に
か
く
れ
給
へ
れ
ど
、
猶
皇
后
宮
に
は
二
と
せ
い
き
の
こ
り
給
ひ

け
れ
ば
、
か
の
皇
后
宮
隠
給
ひ
て
の
ち
、
は
ら
か
ら
の
御
か
た
な
れ
ば
、

も
し
清
少
納
言
も
ま
い
り
か
よ
ひ
た
る
に
や
。
然
ら
ば
栄
花
物
語
に
、

赤
染
衛
門
の
し
る
せ
る
所
は
、
此
草
紙
か
け
る
後
の
事
に
て
や
侍
ら
ん
。

可
尋
之
。

　 

　
新
古
今
集
云
、
元
輔
が
む
か
し
す
み
侍
り
け
る
家
の
か
た
は
ら
に
、

清
少
納
言
す
み
け
る
比
、
雪
い
み
じ
う
ふ
り
て
、
へ
だ
て
の
垣
も
た
ふ

れ
侍
け
れ
ば
、
申
つ
か
は
し
け
る
。

　
　
　
赤
染
衛
門

　
　
　
跡
も
な
く
雪
ふ
る
里
は
荒
れ
に
け
り
い
づ
れ
昔
の
垣
ね
な
る
ら
ん

　 
又
、
玄
旨
法
師
、
百
人
一
首
抄
、
清
少
納
言
老
後
に
は
、
四
国
の
か
た

に
お
ち
ぶ
れ
た
る
物
と
云
々
。
愚
案
ズ
ル
ニ
、
一
条
院
の
御
代
の
は
じ

め
に
道
隆
公
関
白
し
給
ひ
、
定
子
皇
后
宮
に
立
給
ひ
て
、
御
威
光
も
め

で
た
か
り
し
に
、
清
少
納
言
も
か
の
皇
后
宮
に
め
し
ま
つ
は
さ
れ
て
、
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上
臈
の
次
に
て
ま
じ
ら
ひ
、
其
才
い
み
じ
か
り
け
れ
ば
、
内
侍
に
も
な

す
べ
き
沙
汰
な
ど
の
事
、
此
草
紙
に
見
え
た
り
。
し
か
る
に
中
関
白
道

隆
か
く
れ
さ
せ
給
ひ
て
、
御
兄
弟
な
が
ら
御
中
よ
か
ざ
り
し
御
堂
関
白

し
給
ひ
て
、
上
東
門
院
入
内
あ
り
て
中
宮
に
た
ゝ
せ
給
ひ
な
ど
し
て
、

後
に
は
伊
周
公
隆
家
卿
な
ど
遠
流
の
事
あ
り
き
。
皇
后
宮
は
女
み
こ
男

み
こ
な
ど
う
ま
せ
給
ひ
け
れ
ど
、
ほ
ど
な
く
か
く
れ
さ
せ
給
ひ
、
御
い

も
う
と
の
淑
景
舎
も
う
ち
つ
ゞ
き
て
う
せ
給
へ
れ
ば
、
彼
御
か
た
の
人

は
時
を
う
し
な
ひ
て
、
成
出
べ
き
や
う
も
な
く
な
り
ゆ
き
し
に
、
清
少

納
言
も
さ
る
あ
れ
た
る
所
に
す
み
、
四
国
に
も
さ
ま
よ
ひ
給
ひ
し
に
こ

そ
、
此
草
子
に
も
、
其
昔
を
し
た
ふ
思
ひ
を
の
べ
て
、
此
皇
后
宮
の
御

威
勢
あ
り
し
ほ
ど
の
事
を
所
々
に
書
き
あ
ら
は
し
、
我
身
の
世
に
ほ
め

は
や
さ
れ
し
事
ど
も
、
数
多
か
ゝ
れ
侍
り
し
に
や
。

　 

　
或
説
に
、
清
少
納
言
、
誓
願
寺
に
て
出
家
し
て
、
帝
の
御
か
へ
り
見

を
か
う
ぶ
り
、
い
み
じ
き
往
生
を
と
げ
て
、
彼
寺
に
墓
も
有
と
縁
起
に

見
ゆ
。
時
代
に
は
あ
は
で
一
旦
は
お
ち
ぶ
れ
し
か
ど
も
、
終
焉
の
さ
ま

は
い
み
じ
か
り
け
ん
事
、
才
有
し
人
の
し
る
し
め
で
た
く
侍
に
や
。

『
春
曙
抄
』
で
は
、
ま
ず
は
じ
め
に
清
少
納
言
の
名
の
由
来
を
父
と
の
関
連

か
ら
明
ら
か
に
し
、
出
自
を
示
し
て
い
る
。『
磐
斎
抄
』
と
異
な
る
の
は
、
玄

旨
法
師
す
な
わ
ち
細
川
幽
斎
の
説
と
『
栄
花
物
語
』
を
引
用
し
な
が
ら
清
少
納

言
が
淑
景
舎
に
仕
え
た
か
否
か
を
丁
寧
に
考
察
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
そ
し

て
、「
か
の
皇
后
宮
隠
給
ひ
て
の
ち
、
は
ら
か
ら
の
御
か
た
な
れ
ば
、
も
し
清

少
納
言
も
ま
い
り
か
よ
ひ
た
る
に
や
。」
と
述
べ
る
こ
と
か
ら
、
清
少
納
言
が

定
子
の
没
後
ど
う
し
て
い
た
の
か
に
関
心
が
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
さ
ら
に
、

『
枕
草
子
』
を
書
い
た
後
の
出
来
事
と
し
て
理
解
し
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
、

『
新
古
今
和
歌
集
』
所
収
の
赤
染
衛
門
か
ら
清
少
納
言
へ
の
贈
歌
を
引
用
す
る
。

続
い
て
幽
斎
『
百
人
一
首
抄
』
を
参
照
し
つ
つ
、
清
少
納
言
が
四
国
に
落
ち
ぶ

れ
た
と
す
る
説
に
つ
い
て
考
証
し
て
い
る
。『
百
人
一
首
抄）
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』
に
は
「『
枕
草
子
』

か
け
る
人
老
の
後
に
は
四
国
の
辺
に
お
ち
ふ
て
て
有
と
云
々
」
と
あ
り
、
季
吟

は
こ
の
記
述
を
踏
ま
え
て
清
少
納
言
が
後
ろ
盾
を
失
い
、
四
国
に
落
ち
ぶ
れ

た
こ
と
を
想
定
し
、『
枕
草
子
』
本
文
に
も
定
子
の
華
や
か
な
り
し
こ
ろ
を
恋

い
慕
う
様
子
が
描
か
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
そ
し
て
最
後
に
、「
或
説
」

と
し
て
清
少
納
言
が
誓
願
寺
で
出
家
し
往
生
し
た
説
を
引
用
し
つ
つ
、「
才
有

し
人
の
し
る
し
め
で
た
く
侍
に
や
」
と
そ
の
才
智
に
触
れ
、
一
度
は
落
ち
ぶ

れ
た
も
の
の
往
生
で
き
た
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
「
或
説
」
が
何
を
指
す
か

は
断
定
で
き
な
い
が
、
続
群
書
類
従
本
『
誓
願
寺
縁
起）
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』
で
は
、
清
少
納
言

は
目
先
の
楽
し
さ
に
と
ら
わ
れ
て
お
り
仏
道
修
行
の
志
な
ど
は
な
か
っ
た
が
、

あ
る
と
き
ふ
と
「
事
の
縁
」
に
導
か
れ
て
誓
願
寺
を
訪
れ
、
発
心
し
た
と
あ
る
。

そ
し
て
、
宮
中
に
も
ど
る
よ
う
都
か
ら
催
促
が
あ
っ
た
時
に
も
そ
れ
を
拒
否

し
、
最
後
は
往
生
を
迎
え
た
と
い
う
話
で
あ
る
。
誓
願
寺
が
京
に
あ
る
も
の

で
あ
る
と
す
る
な
ら
、
清
少
納
言
は
京
で
出
家
し
一
生
を
終
え
た
こ
と
に
な

る
。
内
容
も
季
吟
が
記
す
と
こ
ろ
と
は
異
な
る
部
分
も
あ
り
、『
誓
願
寺
縁
起
』

を
直
接
参
照
し
て
い
る
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
季
吟
は
清
少
納
言
が
四
国
に

流
れ
着
い
た
の
か
、
京
で
一
生
を
終
え
た
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
複
数

の
文
献
を
引
用
し
な
が
ら
考
証
し
て
い
る
。

今
見
た
よ
う
に
、『
春
曙
抄
』
で
清
少
納
言
の
「
才
智
」
に
言
及
す
る
の
は

一
番
最
後
に
「
才
有
る
人
」
と
あ
る
の
み
で
、
基
本
的
に
は
幽
斎
の
清
少
納
言

言
説
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
定
子
の
没
年
な
ど
史
実
を
整
理
し
、『
枕
草
子
』
に

三
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は
描
か
れ
な
い
清
少
納
言
の
伝
記
的
な
内
容
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
る
。
そ

し
て
特
に
、
清
少
納
言
は
ど
こ
で
晩
年
を
過
ご
し
ど
の
よ
う
な
最
期
を
遂
げ

た
の
か
と
い
う
こ
と
に
強
い
関
心
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い

て
は
、
次
の
『
旁
註
』
と
合
わ
せ
て
考
え
た
い
。

最
後
に
『
旁
註
』
の
内
容
を
確
認
す
る
。『
旁
註
』
は
『
磐
斎
抄
』『
春
曙
抄
』

の
内
容
を
ま
と
め
る
よ
う
な
性
質
を
持
つ
こ
と
が
多
く
、
こ
こ
で
も
『
磐
斎

抄
』
で
引
用
さ
れ
て
い
た
『
今
鏡
』、『
十
訓
抄
』
な
ど
を
引
い
て
い
る
。
だ
が
、

『
磐
斎
抄
』『
春
曙
抄
』と
大
き
く
異
な
る
の
は
、『
旁
註
』で
は
能
因
本『
枕
草
子
』

の
奥
書
を
引
用
し
て
い
る
点
で
あ
る
。『
旁
註
』
は
主
た
る
底
本
を
能
因
本
と

し
て
お
り
、
能
因
本
を
用
い
る
こ
と
を
説
明
す
る
文
脈
で
清
少
納
言
の
晩
年

に
つ
い
て
次
の
よ
う
な
伝
説
を
引
い
て
い
る
。

　 

こ
れ
が
書
た
る
清
少
納
言
は
あ
ま
り
ゆ
う
に
て
な
み
〱
な
る
人
の
ま

こ
と
し
く
う
ち
た
の
み
し
つ
べ
き
ほ
ど
を
ば
か
た
ら
は
ず
た
ん
に
な
ま

め
き
た
る
こ
と
を
の
み
思
ひ
て
す
ぎ
に
け
り
宮
に
も
御
世
お
と
ろ
へ
に

け
る
後
に
は
常
に
も
さ
ぶ
ら
は
ず
さ
る
ほ
ど
に
う
せ
給
ふ
け
れ
ば
そ
れ

を
う
き
こ
と
に
思
ひ
て
ま
こ
と
に
ま
た
こ
と
ざ
ま
に
身
を
お
も
ひ
こ
と

も
な
く
て
す
ぐ
し
け
る
に
さ
る
べ
く
し
た
し
く
た
の
む
べ
き
人
も
や
う

〱
う
せ
は
て
ゝ
子
な
ど
も
す
べ
て
も
た
ざ
り
け
る
ま
ゝ
に
せ
ん
か
た

も
な
く
と
し
老
に
け
れ
ば
さ
ま
か
へ
て
め
の
と
ご
の
ゆ
か
り
有
て
あ
は

の
国
に
行
て
あ
や
し
き
か
や
屋
に
す
み
け
る
つ
ゞ
り
と
い
ふ
も
の
を
ぼ

う
し
に
て
あ
を
な
と
い
ふ
も
の
ほ
し
に
ほ
か
に
出
て
帰
と
て
む
か
し
の

な
を
し
す
が
た
こ
そ
お
も
ひ
出
ら
れ
た
れ
と
い
ひ
け
む
こ
そ
な
ほ
古
き

心
の
の
こ
り
け
る
に
や
と
あ
は
れ
に
お
ぼ
ゆ
る
さ
れ
ば
人
の
を
は
り
の

お
も
ふ
や
う
な
る
こ
と
わ
か
く
て
い
み
じ
き
に
も
よ
ら
ざ
り
け
る
と
こ

そ
お
ぼ
ゆ
れ

　 

　
玄
旨
法
師
の
百
人
一
首
の
抄
清
少
納
言
の
伝
の
下
に
ま
く
ら
さ
う
し

か
け
る
人
老
の
の
ち
に
は
四
国
の
邊
に
お
ち
ぶ
れ
て
あ
り
き
と
云
々

『
旁
註
』
で
は
、
あ
だ
め
い
た
こ
と
ば
か
り
に
囚
わ
れ
て
い
た
清
少
納
言

は
、
定
子
の
没
後
頼
る
人
も
お
ら
ず
、
乳
母
子
の
縁
を
頼
っ
て
阿
波
国
に
赴

い
た
こ
と
。
そ
こ
で
貧
し
い
暮
ら
し
を
し
て
い
た
が
、「
つ
づ
り
」
と
い
う
も

の
を
帽
子
に
し
、「
あ
を
な
」
と
い
う
も
の
を
干
し
て
、
昔
の
直
衣
姿
を
忘
れ

ら
れ
な
い
と
都
で
の
日
々
を
思
い
返
し
て
い
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る）
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。
加

え
て
、
能
因
本
本
文
の
引
用
の
あ
と
に
は
四
国
に
流
れ
た
と
い
う
説
を
補
強

す
る
意
図
か
、
お
そ
ら
く
『
春
曙
抄
』
を
踏
ま
え
て
幽
斎
『
百
人
一
首
抄
』
を

引
用
し
て
い
る
。『
春
曙
抄
』
で
も
四
国
に
流
れ
着
い
た
と
い
う
伝
説
が
あ
っ

た
が
、『
旁
註
』
は
能
因
本
奥
書
を
示
す
こ
と
で
、
四
国
説
の
傍
証
を
示
し
て

い
る
と
言
え
る
。
こ
の
よ
う
に
『
旁
註
』
も
ま
た
、
清
少
納
言
の
晩
年
に
非
常

に
高
い
関
心
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
だ
ろ
う
。
清
少
納
言
が
中
関
白
家
没
落

後
ど
う
な
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
を
詳
細
に
語
る
資
料
は
な
い
が
、
晩
年
落

ち
ぶ
れ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
話
と
し
て
は
、『
古
事
談
』
巻
二
、
第
五
五
、六
二

段
の
二
つ
の
記
事
が
比
較
的
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。『
古
事
談
』
の
中
で
は
、

清
少
納
言
は
老
い
さ
ら
ば
え
女
法
師
に
な
っ
て
も
華
や
か
だ
っ
た
宮
廷
生
活

が
忘
れ
ら
れ
な
い
様
子
が
描
か
れ
る
。『
古
事
談
』
の
中
で
も
清
少
納
言
は
そ

の
才
智
を
生
か
し
て
貴
公
子
に
声
を
か
け
た
り
、
と
っ
さ
に
機
転
を
利
か
せ

た
り
す
る
が
、
そ
れ
ら
は
宮
廷
で
の
洒
脱
な
や
り
と
り
で
は
な
く
、
過
去
の

栄
光
に
執
着
す
る
も
の
で
あ
っ
た
り
、
品
の
な
い
も
の
に
読
み
替
え
ら
れ
て
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し
ま
っ
て
い
る
。
ま
た
、
考
証
や
注
釈
か
ら
は
や
や
距
離
が
あ
る
も
の
の
、
近

世
に
は
晩
年
清
少
納
言
が
出
家
し
て
日
本
三
景
の
松
島
を
目
指
す
と
い
う
偽
書

『
松
島
日
記
』
も
編
ま
れ
て
い
る
。
こ
れ
も
ま
た
、
清
少
納
言
の
「
そ
の
後
」
を

知
り
た
い
と
い
う
人
々
の
欲
求
か
ら
生
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

以
上
、「
江
戸
の
三
註
」
の
清
少
納
言
言
説
を
具
体
的
に
見
て
き
た
。「
江

戸
の
三
註
」
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
資
料
を
用
い
な
が
ら
清
少
納
言
の
家

系
や
出
自
を
整
理
す
る
こ
と
を
は
じ
め
、
彼
女
の
才
智
を
示
す
エ
ピ
ソ
ー
ド

や
、『
枕
草
子
』
以
後
の
行
方
な
ど
を
考
証
し
よ
う
と
試
み
て
い
た
。
で
は
、「
江

戸
の
三
註
」
刊
行
以
降
の
『
枕
草
子
』
注
釈
お
よ
び
、『
百
人
一
首
』
注
釈
や

考
証
随
筆
で
は
、
清
少
納
言
は
ど
の
よ
う
に
考
証
さ
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。

（
ⅱ
）「
江
戸
の
三
註
」
以
外
の
清
少
納
言
伝
記
考
証

「
江
戸
の
三
註
」
以
降
新
た
な
『
枕
草
子
』
注
釈
書
が
刊
行
さ
れ
る
こ
と

は
な
か
っ
た
が
、
考
証
随
筆
に
も
目
を
向
け
て
み
る
と
、
断
片
的
に
で
は
あ

る
が
清
少
納
言
に
つ
い
て
言
及
し
た
も
の
が
散
見
さ
れ
る
。

な
か
で
も
『
旁
註
』
刊
行
か
ら
程
な
く
し
て
ま
と
め
ら
れ
た
契
沖
『
百
人

一
首
改
観
抄
』（
元
禄
五
年
〈
一
六
九
二
〉
著
、
延
享
五
年
〈
一
七
四
八
〉
刊
行
）

で
は
、
清
少
納
言
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
考
証
さ
れ
て
い
る
。

　
清
少
納
言
〈
清
原
元
輔
女
。
一
条
院
皇
后
定
子
女
房
〉

　
　
新
拾
遺
集
釈
教
に
法
花
経
序
品
　
清
少
納
言
女

　
　
　
白
妙
の
光
に
ま
か
ふ
花
み
て
や
ひ
も
と
く
花
を
か
ね
て
知
ら
ん

　
　
此
む
す
め
の
父
は
行
成
卿
に
や）
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こ
こ
で
は
、「
江
戸
の
三
註
」
で
は
触
れ
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
清
少
納
言
の

婚
姻
関
係
に
言
及
し
て
い
る
。『
新
拾
遺
集
』
で
「
清
少
納
言
女
」
と
記
さ
れ

る
詠
者
が
い
る
こ
と
を
示
し
、
さ
ら
に
父
が
『
百
人
一
首
』
の
清
少
納
言
歌

の
や
り
と
り
の
相
手
で
あ
る
藤
原
行
成
で
は
な
い
か
と
推
測
し
て
い
る
。
ま

た
、
安
藤
為
章
『
年
山
紀
聞
』（
元
禄
一
五
年
〈
一
七
〇
二
〉
著
、
文
化
元
年

〈
一
八
〇
四
〉
刊
行
）
巻
二
に
は
契
沖
説
と
し
て
次
の
記
事
が
引
用
さ
れ
て
い

る
。　 

契
沖
翁
い
は
く
、
古
説
に
清
少
納
言
は
老
の
後
四
国
の
辺
に
さ
す
ら
へ

た
る
よ
し
あ
り
。
た
し
か
な
る
出
所
あ
る
事
に
や
。
続
千
載
集
雑
中
に

老
の
後
こ
も
り
ゐ
て
侍
り
け
る
を
人
の
尋
て
ま
う
て
き
た
り
け
れ
は

 

清
少
納
言

　
と
ふ
人
に
有
と
は
え
こ
そ
い
ひ
出
ね
我
や
は
わ
れ
と
お
ど
ろ
か
れ
つ
ゝ

　
此
詞
書
に
よ
れ
ば
都
の
か
た
ほ
と
り
に
こ
も
り
ゐ
け
る
な
る
へ
し）
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「
古
説
」
が
何
を
指
す
か
は
定
か
で
は
な
い
が
、『
百
人
一
首
抄
』
で
も
指

摘
さ
れ
て
い
る
、
清
少
納
言
が
四
国
を
さ
す
ら
っ
た
と
い
う
説
を
引
く
。
し

か
し
「
た
し
か
な
る
出
所
あ
る
事
に
や
」
と
そ
の
説
へ
の
疑
義
を
呈
し
、『
続

千
載
集
』
の
清
少
納
言
歌
を
引
用
す
る
こ
と
で
晩
年
は
都
の
周
辺
に
い
た
の

で
は
な
い
か
と
結
論
づ
け
て
い
る
。

さ
ら
に
、
近
世
中
期
以
降
の
和
学
者
た
ち
は
「
江
戸
の
三
註
」
に
加
え
、
今

挙
げ
た
契
沖
の
説
や
そ
の
ほ
か
の
考
証
随
筆
に
収
め
ら
れ
る
清
少
納
言
伝
説

も
含
め
て
幅
広
く
文
献
を
集
め
、
よ
り
具
体
的
に
清
少
納
言
の
生
涯
を
明
ら

か
に
し
よ
う
と
努
め
て
い
た
。『
枕
冊
子
考
』
と
近
い
時
期
に
編
ま
れ
た
『
枕
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草
子
』
注
釈
を
い
く
つ
か
み
て
い
く
。

ま
ず
、
江
戸
派
の
和
学
者
で
あ
る
清
水
浜
臣
に
よ
る
書
入
本
『
春
曙
抄
』（
文

化
一
四
年
〈
一
八
一
七
〉
頃
）
で
は
、

　
作
者
部
類
清
少
納
言 

清
原
元
輔
女

一
条
院
皇
后

　 

後
拾
遺
二
詞
花
二
千
載
二
続
後
一
続
古
一
玉
三
続
千
一
通
計
十
二
首
入

勅
選）
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（「
発
端
」
一
ウ
上
欄
余
白
）

と
あ
る
。
こ
れ
は
基
本
的
に
は
『
磐
斎
抄
』
所
引
の
「
作
者
部
類
云
、
清
少

納
言
、
清
原
元
輔
女
。
一
条
院
皇
后
宮
女
房
。
後
撰
・
詞
花
・
千
載
・
続
古

今
・
新
古
今
・
玉
葉
・
続
千
載
等
の
作
者
也
。」
を
踏
ま
え
て
書
き
入
れ
ら
れ

た
も
の
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
浜
臣
は
よ
り
具
体
的
に
、
ど
の
勅
撰
集
に

何
首
入
集
し
て
い
る
か
を
示
し
て
お
り
、
歌
人
と
し
て
の
清
少
納
言
に
関
す

る
情
報
を
増
補
し
て
い
る
と
言
え
る
。

ま
た
、
浜
臣
の
門
弟
で
あ
っ
た
前
田
夏
蔭
書
入
本
『
春
曙
抄
』（
文
政
二
年

〈
一
八
一
九
〉
頃
）
は
、
先
に
挙
げ
た
『
年
山
紀
聞
』
所
引
の
契
沖
説
に
加
え
、

「
夏
蔭
按
」
と
し
て
『
権
記
』
の
次
の
記
事
を
引
用
す
る
。

　 

夏
蔭
按
権
記
長
保
二
年
一
二
月
一
六
日
條
皇
后
宮
御
産
云
々
國
學
朝
臣

云
、
為
院
御
使
参
入
彼
宮
、
此
寅
終
計
已
崩
了
給
之
由
、
宮
司
等
有
所

申
者
、
皇
后
諱
定
子
前
関
白
正
二
位
藤
原
朝
臣
長
女
、
母
高
階
氏
、
正

暦
元
年
春
入
内
、
為
女
御
、
冬
立
為
皇
后
年
十
四
年
、
長
徳
二
年
有
事

出
家
、
其
後
還
俗
所
生
皇
子
都
廬
三
介
、
敦
康
、
修
子
新
生
女
皇
子
也
。

立
十
一
年
、
崩
年
廿
四）
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五
オ
〜
五
六
上
欄
余
白
）

『
春
曙
抄
』
で
は
「
彼
皇
后
宮
は
、
長
保
二
年
十
二
月
十
五
日
に
か
く
れ

さ
せ
給
へ
り
。
淑
景
舎
は
、
二
条
院
の
東
宮
に
て
お
は
し
ま
し
け
る
ほ
ど
に

ま
い
り
給
ひ
て
、
四
年
ば
か
り
や
宮
づ
か
へ
し
給
へ
り
け
ん
。」
と
述
べ
ら
れ

て
い
た
こ
と
を
踏
ま
え
、
新
た
に『
権
記
』を
示
す
。「
夏
蔭
按
」と
あ
る
の
は
、

『
権
記
』
を
傍
証
と
し
て
示
す
こ
と
そ
の
も
の
が
夏
蔭
の
研
究
の
成
果
に
よ
る

も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
も
言
え
る
だ
ろ
う
。
こ
れ
は
清
少
納
言

自
身
に
関
す
る
直
接
の
記
録
で
は
な
い
が
、
清
少
納
言
が
淑
景
舎
に
仕
え
た

可
能
性
を
考
え
る
た
め
の
補
助
資
料
で
あ
る
と
言
え
る
。
な
お
、『
枕
冊
子
考
』

か
ら
や
や
下
っ
た
時
期
に
成
立
し
た
と
思
わ
れ
る
『
枕
草
子
』
注
釈
の
一
つ

で
、
構
成
も
『
枕
冊
子
考
』
と
共
通
点
の
多
い
加
納
諸
平
『
清
少
納
言
記
校

異
』
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
「
事
跡
」
の
考
察
の
あ
と
に
併
せ
て
考
え
た
い
た
め
、

今
は
書
名
を
挙
げ
る
の
み
に
留
め
る
。

最
後
に
、『
枕
草
子
』
注
釈
と
は
性
格
が
異
な
る
と
こ
ろ
も
あ
る
が
、
尾
崎

雅
嘉
『
百
人
一
首
一
夕
話
』（
天
保
四
年
〈
一
八
三
三
〉
刊
行
、
以
下
『
一
夕
話
』）

「
清
少
納
言
の
話
」
も
確
認
し
て
お
き
た
い
。『
一
夕
話
』
は
書
名
の
通
り
『
百

人
一
首
』
の
注
釈
書
で
、
各
歌
の
解
説
を
し
た
上
で
、
詠
者
に
関
す
る
諸
説

を
集
成
、
考
証
し
て
い
る
。

『
一
夕
話
』
の
清
少
納
言
に
つ
い
て
の
考
証
は
『
春
曙
抄
』
の
記
述
を
も

と
に
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
先
に
も
挙
げ
た
『
春
曙
抄
』
の
清

少
納
言
に
つ
い
て
の
諸
説
の
概
略
を
述
べ
た
後
、『
枕
草
子
』
一
〇
二
段
「
二

月
つ
ご
も
り
ご
ろ
に
、
風
い
た
う
吹
き
て
」
段
と
『
十
訓
抄
』
の
取
材
元
で

あ
る
第
二
八
〇
段
「
雪
の
い
と
高
う
降
り
た
る
を
」
を
要
約
し
て
示
し
て
い
る
。

そ
し
て
、『
枕
草
子
』
跋
文
を
引
用
す
る
こ
と
で
、
清
少
納
言
を
『
枕
草
子
』

の
著
作
と
し
て
紹
介
す
る
。
さ
ら
に
、
晩
年
は
没
落
し
た
こ
と
を
『
古
事
談
』

四
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に
も
と
づ
き
な
が
ら
解
説
し
た
上
で
、『
新
古
今
集
』
の
赤
染
衛
門
歌
を
引
用

し
、
清
少
納
言
は
元
輔
が
住
ん
だ
月
の
輪
で
晩
年
さ
び
し
い
生
活
を
送
っ
て

い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。『
一
夕
話
』は『
春
曙
抄
』『
枕
草
子
』『
古
事
談
』『
新

古
今
集
』
と
す
べ
て
当
時
刊
行
さ
れ
て
い
た
資
料
を
も
と
に
清
少
納
言
に
つ

い
て
ま
と
め
て
お
り
、
希
少
な
文
献
か
ら
新
情
報
を
示
す
よ
う
な
も
の
で
は

な
い
が
、『
百
人
一
首
』
に
選
ば
れ
た
歌
人
と
し
て
の
清
少
納
言
の
才
智
を
『
枕

草
子
』
を
中
心
に
説
明
し
、『
枕
草
子
』
以
後
の
清
少
納
言
に
つ
い
て
非
常
に

わ
か
り
や
す
く
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
と
言
え
る
。

こ
こ
ま
で
「
江
戸
の
三
註
」
以
降
の
清
少
納
言
の
伝
記
に
関
わ
る
考
証
を
見

て
き
た
が
、
近
世
後
期
の
和
学
者
た
ち
は
「
江
戸
の
三
註
」
や
契
沖
説
を
踏

ま
え
つ
つ
、
よ
り
多
く
の
資
料
を
参
照
し
て
清
少
納
言
の
伝
記
の
詳
細
を
知

ろ
う
と
努
め
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
た
。
し
か
し
、
彼
ら
が
閲
覧
で
き
る

資
料
に
は
限
り
が
あ
り
、『
十
訓
抄
』
や
『
古
事
談
』、
そ
し
て
無
論
『
枕
草
子
』

の
記
述
に
も
と
づ
い
て
イ
メ
ー
ジ
が
共
有
さ
れ
つ
つ
も
、
平
安
時
代
を
確
か

に
生
き
た
人
物
と
し
て
、
清
少
納
言
の
家
柄
を
は
じ
め
、
ど
の
よ
う
な
歌
人

で
あ
っ
た
の
か
、
そ
し
て
中
関
白
家
没
落
後
ど
の
よ
う
な
晩
年
を
過
ご
し
た

の
か
を
う
か
が
い
知
る
こ
と
の
で
き
る
資
料
は
決
し
て
多
く
な
か
っ
た
。
こ

の
よ
う
な
状
況
の
中
、『
枕
冊
子
考
』「
事
跡
」
で
は
ど
の
よ
う
な
資
料
を
集

成
し
、
清
少
納
言
に
つ
い
て
考
証
し
て
い
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
次
節
で
は
「
事

跡
」
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
く
。

三　

『
枕
冊
子
考
』「
事
跡
」
の
構
成
と
特
質

本
節
で
は
前
節
で
確
認
し
た
こ
と
を
踏
ま
え
つ
つ
、「
事
跡
」
の
構
成
を
紹

介
し
、
そ
の
特
質
を
明
ら
か
に
す
る
。
な
か
で
も
、
多
田
義
俊
『
枕
草
紙
抄
』

と
の
関
係
を
整
理
す
る
こ
と
で
直
方
が
ど
の
よ
う
な
態
度
で
『
枕
草
紙
抄
』
を

資
料
と
し
て
用
い
、
清
少
納
言
に
つ
い
て
何
を
知
ろ
う
と
し
た
の
か
を
明
ら

か
に
し
て
い
く
。

（
ⅰ
）「
事
跡
」
の
構
成

『
枕
冊
子
考
』「
事
跡
」（
一
五
オ
〜
一
九
ウ
）
は
、
清
少
納
言
に
言
及
す

る
諸
文
献
を
引
用
を
中
心
に
構
成
さ
れ
る
。
引
用
さ
れ
て
い
る
文
献
を
以
下

に
示
し
た
。

出  

典

頭  

書
『
枕
草
紙
抄
』
備  

考

①

『
紫
式
部
日
記
』

②

『
中
古
歌
仙
伝
』

○

朱  

書

③

『
栄
花
物
語
』
鳥
辺
野

④

『
十
訓
抄
』
巻
一

○

⑤

『
淑
景
舎
日
記
』

○

⑥

『
新
古
今
和
歌
集
』
赤
染
衛
門
歌

⑦

『
公
任
集
』

○

⑧

『
中
関
白
記
』

○

⑨

行
成
卿
『
窓
中
抄
』

○

⑩

『
古
事
談
』

⑪

『
古
事
談
』

⑫

『
隆
家
卿
記
』

○

⑬

『
女
房
装
束
雑
記
』

○四
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本
論
部
分
に
は
一
六
の
資
料
が
引
用
さ
れ
る
。
各
引
用
の
は
じ
め
に
は
朱
書

で
○
印
が
付
さ
れ
、「
〜
云
」
と
書
名
や
誰
に
よ
る
も
の
か
を
明
示
し
た
上
で

原
文
を
引
用
す
る
。
新
し
い
文
献
の
引
用
を
す
る
際
に
は
改
行
し
て
い
る
。

引
用
さ
れ
る
順
番
は
お
お
む
ね
資
料
の
成
立
順
で
、『
紫
式
部
日
記
』『
栄
花

物
語
』
な
ど
『
枕
草
子
』
と
同
時
期
の
も
の
か
ら
、
契
沖
や
速
水
房
常
に
よ

る
言
説
、
さ
ら
に
は
近
世
の
考
証
随
筆
ま
で
幅
広
い
文
献
を
引
用
し
て
い
る
。

引
用
さ
れ
る
文
献
の
内
容
も
様
々
で
、
当
時
清
少
納
言
が
ど
の
よ
う
な
女
房

と
し
て
周
囲
か
ら
評
価
さ
れ
て
い
た
の
か
を
示
す
も
の
や
、
中
関
白
家
没
落

後
清
少
納
言
自
身
も
落
ち
ぶ
れ
た
こ
と
を
示
す
も
の
、
そ
し
て
晩
年
地
方
を

さ
ま
よ
っ
た
こ
と
な
ど
が
記
事
を
引
用
し
な
が
ら
説
明
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、

「
事
跡
」
に
は
七
箇
所
の
墨
、
朱
で
の
上
欄
補
記
と
二
箇
所
の
割
注
が
確
認
で

き
る
。
こ
の
よ
う
な
補
記
・
割
注
の
中
に
は
「
直
方
案
」「
直
方
再
按
」
と
示

さ
れ
る
箇
所
が
あ
り
、
直
方
の
自
説
が
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
本

稿
で
は
、
以
降
下
段
の
本
文
部
分
を
本
論
、
上
欄
補
記
を
頭
書
と
呼
ぶ
。

頭
書
を
含
め
た
「
事
跡
」
の
性
質
を
考
え
る
に
あ
た
り
、
ま
ず
は
「
江
戸

の
三
註
」
で
引
か
れ
る
資
料
と
の
差
異
を
考
え
る
。「
江
戸
の
三
註
」
と
「
事

跡
」
は
以
下
の
文
献
の
引
用
を
共
有
し
て
い
る
。
な
お
、
刊
行
順
で
は
な
い

が
、
流
布
本
と
し
て
『
春
曙
抄
』
と
の
関
係
を
は
じ
め
に
示
し
た
。

　
『
春
曙
抄
』
…
⑥
『
新
古
今
和
歌
集
』
赤
染
衛
門
歌

　
『
磐
斎
抄
』
…
④
『
十
訓
抄
』

　
『
旁
註
』
…
…
④
『
十
訓
抄
』、
⑯
能
因
本
『
枕
草
子
』
奥
書

「
事
跡
」
で
引
用
す
る
書
物
は
全
体
で
二
二
点
と
い
う
多
さ
な
が
ら
、「
江

戸
の
三
註
」
で
引
か
れ
て
い
る
資
料
を
重
複
し
て
示
す
こ
と
は
多
く
な
い
。

稿
者
は
以
前
「
目
録
」「
攷
異
」
の
考
察
の
際
、『
枕
冊
子
考
』
が
『
春
曙
抄
』

に
も
と
づ
き
つ
つ
当
時
流
通
し
て
い
た
『
枕
草
子
』
諸
本
を
広
く
参
照
し
て

い
る
こ
と
を
示
し
た
が）
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、「
事
跡
」
に
お
い
て
⑥
『
新
古
今
和
歌
集
』
を
引
用

す
る
こ
と
に
は
ど
の
よ
う
な
意
味
が
あ
る
だ
ろ
う
か
。
⑥
『
新
古
今
和
歌
集
』

赤
染
衛
門
歌
は
第
二
節
で
示
し
た
と
お
り
、
か
つ
て
父
元
輔
が
住
ん
で
い
た

月
の
輪
に
清
少
納
言
が
帰
り
住
ん
で
い
た
時
期
が
あ
る
こ
と
を
示
す
資
料
で

あ
る
。「
事
跡
」
で
は
、
⑥
『
新
古
今
和
歌
集
』
の
頭
書
に
⑦
『
公
任
集
』
の

次
の
和
歌
を
引
用
し
て
い
る
。（
引
用
の
傍
線
は
稿
者
に
よ
る
）

　 
直
方
再
按
公
任
集
云
清
少
納
言
か
つ
き
の
わ
に
か
へ
り
す
む
こ
ろ
〽
あ

り
つ
ゝ
も
雲
間
に
す
め
る
月
の
わ
を
い
く
よ
詠
め
て
行
か
へ
る
ら
ん 

（
一
六
ウ
頭
書
）

出  

典

頭  

書
『
枕
草
紙
抄
』
備  

考

⑭

『
季
経
抄
』

○

⑮

『
女
房
作
者
部
類
』

○

⑯

能
因
本
『
枕
草
子
』
奥
書

⑰

『
新
拾
遺
集
』

○

⑱

契
沖

⑲

『
榻
鴫
暁
筆
』

○

⑳

あ
る
人

○

㉑

速
水
房
常

㉒

『
閑
田
耕
筆
』

○

四
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傍
線
部
の
と
お
り
、『
公
任
集
』
も
ま
た
清
少
納
言
が
月
の
輪
に
戻
り
住
ん

で
い
た
時
期
が
あ
る
こ
と
を
示
す
資
料
で
あ
る
。
そ
し
て
、
頭
書
の
は
じ
め

に
「
直
方
再
按
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
直
方
は
『
新
古
今
集
』
の
赤
染
衛
門

歌
に
加
え
て
『
公
任
集
』
を
示
す
こ
と
で
、
清
少
納
言
が
月
の
輪
に
住
ん
だ

と
い
う
説
を
補
強
し
よ
う
と
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

新
た
に
⑦
『
公
任
集
』
を
示
す
た
め
に
『
春
曙
抄
』
で
も
引
用
さ
れ
て
い
る
⑥
『
新

古
今
和
歌
集
』
赤
染
衛
門
歌
を
引
用
し
た
可
能
性
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

次
に
、『
磐
斎
抄
』『
旁
註
』
共
に
引
用
し
て
い
る
『
十
訓
抄
』
は
、『
紫
式

部
日
記
』
の
清
少
納
言
批
判
の
記
事
の
上
の
頭
書
で
引
用
さ
れ
て
い
る
。
内
容

か
ら
な
ぜ
こ
の
箇
所
に
頭
書
と
し
て
引
用
し
た
の
か
判
断
す
る
こ
と
は
難
し

い
面
も
あ
る
が
、
清
少
納
言
を
批
判
的
に
語
る
記
事
に
対
し
て
、
清
少
納
言

の
才
智
を
賞
賛
す
る
記
事
を
補
足
的
に
示
す
こ
と
で
、
清
少
納
言
の
評
価
が

早
い
時
期
か
ら
分
か
れ
て
い
た
こ
と
を
示
し
た
も
の
か
と
推
測
さ
れ
る
。
な

お
、
以
前
稿
者
は
「
名
つ
け
し
事
」
で
「
直
方
再
按
」
と
附
記
し
て
『
十
訓
抄
』

が
墨
書
で
頭
書
に
示
さ
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
、
直
方
は『
磐
斎
抄
』な
ど
で『
十

訓
抄
』
を
確
認
し
て
い
た
が
、『
十
訓
抄
』
本
文
を
参
照
す
る
の
が
他
の
文
献

よ
り
も
や
や
遅
れ
た
た
め
、
頭
書
に
補
う
形
に
な
っ
た
と
い
う
可
能
性
に
言

及
し
た）
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。「
事
跡
」
の
こ
の
箇
所
で
な
ぜ
『
十
訓
抄
』
を
頭
書
で
示
す
の
か
の

明
確
な
理
由
は
断
定
で
き
な
い
が
、「
江
戸
の
三
註
」
を
は
じ
め
、
人
口
に
膾

炙
し
た
『
十
訓
抄
』
の
説
話
を
今
こ
こ
で
改
め
て
本
論
部
分
に
再
掲
す
る
こ

と
を
避
け
る
意
図
が
あ
っ
た
可
能
性
を
加
え
た
い
。

最
後
に
『
旁
註
』
と
本
文
を
共
有
す
る
⑯
能
因
本
『
枕
草
子
』
奥
書
に
つ

い
て
は
、
ま
ず
直
方
が
ど
の
よ
う
な
『
枕
草
子
』
本
文
を
参
照
し
て
い
た
の

か
を
確
認
す
る
必
要
が
あ
る
。『
枕
冊
子
考
』「
目
録
」「
攷
異
」
を
見
る
と
、

直
方
が
「
江
戸
の
三
註
」
の
『
枕
草
子
』
本
文
に
加
え
、
慶
安
二
年
製
版
本
、

三
巻
本
第
二
類
本
を
参
照
し
て
い
た
の
は
確
か
で
あ
る
。
加
え
て
堺
本
や
能

因
本
を
参
照
し
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
箇
所
も
あ
る
た
め
、
⑯
能
因
本
『
枕

草
子
』
奥
書
に
つ
い
て
も
直
接
本
文
を
参
照
し
て
い
た
可
能
性
は
否
定
で
き

な
い
。
た
だ
し
、
近
世
後
期
に
お
い
て
能
因
本
は
か
な
り
限
ら
れ
た
範
囲
で

し
か
流
通
し
て
い
な
い
こ
と
や
、『
枕
冊
子
考
』「
攷
異
」
に
は
能
因
本
本
文

の
書
入
れ
が
確
認
で
き
な
い
こ
と
な
ど
か
ら
、
直
方
が
『
旁
註
』
を
参
照
し

て
能
因
本
の
奥
書
を
引
い
た
可
能
性
も
高
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
該
当
部
分

は
清
少
納
言
の
晩
年
を
具
体
的
に
示
し
て
お
り
、
重
要
な
も
の
と
し
て
本
論

部
分
に
引
用
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

今
見
て
き
た
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
る
と
、「
事
跡
」
は
『
春
曙
抄
』
で
引
用

さ
れ
る
文
献
を
重
複
し
て
引
用
す
る
と
き
に
は
頭
書
で
別
の
文
献
を
傍
証
と

し
て
増
補
し
て
い
た
の
に
対
し
、『
磐
斎
抄
』
や
『
旁
註
』
に
つ
い
て
は
、
そ

れ
ら
そ
の
も
の
を
増
補
訂
正
し
よ
う
と
す
る
目
的
は
あ
ま
り
な
い
と
考
え
ら

れ
る
。
す
な
わ
ち
、「
事
跡
」
も
他
の
節
と
同
じ
く
『
春
曙
抄
』
に
も
と
づ
い

て
お
り
、『
磐
斎
抄
』『
旁
註
』
は
『
春
曙
抄
』
を
補
う
た
め
の
資
料
の
一
つ

と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

次
に
、
頭
書
に
つ
い
て
整
理
し
て
い
き
た
い
。
頭
書
は
「
名
つ
け
し
事
」
に

も
見
ら
れ
る
も
の
で
、「
事
跡
」
の
頭
書
と
性
質
を
同
じ
く
す
る
部
分
が
大
き

い
こ
と
が
想
定
で
き
る
。
稿
者
は
以
前
「
名
つ
け
し
事
」
に
お
い
て
、
そ
れ

ぞ
れ
の
引
用
が
な
ぜ
頭
書
で
示
さ
れ
る
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
、
次
の
よ

う
な
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
示
し
た
。
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（
１
） 

本
論
を
編
ん
だ
後
に
閲
覧
し
た
も
の
、
も
し
く
は
改
め
て
入
れ
る

べ
き
で
あ
る
と
直
方
が
判
断
し
た
も
の
で
あ
る
可
能
性

（
２
） 
文
献
の
性
質
か
ら
、
本
論
に
対
し
て
補
足
的
な
情
報
と
し
て
頭
書

に
書
き
入
れ
て
い
る
可
能
性）
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（
１
）
は
直
方
自
身
の
資
料
の
制
約
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
く
、（
２
）
は
文

献
の
質
の
問
題
で
あ
る
。「
事
跡
」
に
関
し
て
も
概
ね
同
様
の
傾
向
が
認
め
ら

れ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
無
論
、（
１
）（
２
）
ど
ち
ら
で
あ
る
か
を
断
定
す
る

こ
と
は
難
し
い
場
合
も
多
く
、
両
方
の
可
能
性
を
持
つ
こ
と
も
十
分
に
考
え

ら
れ
る
。
ま
た
、
文
献
の
引
用
が
中
心
で
あ
り
な
が
ら
体
裁
と
し
て
考
証
の

形
を
と
る「
名
つ
け
し
事
」と
、
諸
文
献
の
書
名
と
本
文
を
列
挙
し
て
い
く「
事

跡
」
で
は
、
本
論
と
頭
書
の
関
係
も
異
な
る
部
分
が
あ
る
こ
と
も
想
定
で
き

る
。
後
に
い
く
つ
か
具
体
的
に
見
る
が
、「
事
跡
」
で
は
本
論
に
示
し
た
文
献

の
異
文
を
示
す
な
ど
、
よ
り
本
論
部
分
の
補
足
と
し
て
の
傾
向
が
強
く
な
っ

て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

こ
こ
で
、
頭
書
の
な
か
で
も
先
に
確
認
し
た
⑦
『
公
任
集
』
の
よ
う
に
、「
直

方
案
」「
直
方
再
按
」
と
は
じ
め
に
附
記
さ
れ
る
も
の
に
つ
い
て
考
え
る
。
⑰

『
新
拾
遺
集
』
は
「
直
方
案
に
一
説
は
人
に
も
嫁
し
け
る
に
や
新
拾
遺
集
に
清

少
納
言
女
の
哥
見
え
た
り
」
と
あ
り
、
⑯
能
因
本
『
枕
草
子
』
奥
書
の
「
さ

る
へ
く
し
た
し
く
た
の
む
へ
き
人
も
や
う
〳
〵
う
せ
は
て
ゝ
子
な
と
も
す
へ

て
も
た
せ
り
け
る
ま
ゝ
に
せ
ん
か
た
も
な
く
年
老
に
け
れ
は
」
の
上
欄
に
示
さ

れ
て
い
る
。
能
因
本
の
該
当
箇
所
で
は
、
清
少
納
言
は
晩
年
頼
る
こ
と
の
で

き
る
人
も
、
子
供
も
お
ら
ず
、
ど
う
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
ま
ま
年
老
い
て

い
っ
た
と
述
べ
て
い
る
が
、
直
方
は
こ
の
部
分
に
対
し
て
、『
新
拾
遺
集
』
に

清
少
納
言
女
の
歌
が
収
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
清
少
納
言
は
全
く
身
寄

り
が
無
い
わ
け
で
は
な
く
、
誰
か
と
結
婚
し
て
い
た
こ
と
も
あ
る
の
で
は
な

い
か
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
清
少
納
言
女
の
和
歌
と
は
、
先
に
挙
げ
た
契
沖

『
百
人
一
首
改
観
抄
』
で
も
引
か
れ
て
い
た
『
新
拾
遺
集
』
巻
一
七
釈
教
の
「
白

妙
の
ひ
か
り
に
ま
か
ふ
色
見
て
や
紐
解
く
花
を
か
ね
て
し
る
ら
む
」
を
指
す

も
の
と
思
わ
れ
る
。
直
方
が
契
沖
説
を
参
照
し
て
い
る
か
は
不
明
で
あ
る
が
、

こ
の
引
用
で
直
方
は
、
清
少
納
言
の
結
婚
や
実
子
の
有
無
に
ま
で
踏
み
込
ん

で
、
清
少
納
言
の
伝
記
的
情
報
を
補
足
し
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

な
お
、
直
方
は
割
注
で
も
自
身
の
見
解
を
示
す
こ
と
が
あ
る
。
こ
れ
は
引

用
で
は
な
い
の
で
表
に
は
掲
出
し
な
か
っ
た
が
、
③
『
栄
花
物
語
』（
巻
七
「
鳥

辺
野
」）
五
節
の
臨
時
の
祭
の
記
事
の
引
用
の
あ
と
に
次
の
よ
う
な
割
注
が
認

め
ら
れ
る
。

　 

○ 

栄
花
も
の
か
た
り
（
朱
）
巻
七 

と
り
へ
野
の
巻
云
う
ち
わ
た
り
に
は
五

せ
つ
り
ん
し
の
ま
つ
り
な
と
う
ち
つ
ゝ
き
い
ま
め
か
し
け
れ
は
そ
れ

に
つ
け
て
も
む
か
し
わ
す
れ
ぬ
へ
き
き
ん
た
ち
な
と
ま
ゐ
り
つ
ゝ
に

よ
う
は
う
な
と
も
の
か
た
り
し
つ
ゝ
五
せ
つ
の
所
々
の
あ
り
さ
ま
な

と
い
ひ
か
た
る
に
つ
け
て
も
清
少
納
言
な
と
い
て
あ
ひ
て
せ
う
〳
〵

の
わ
か
き
人
な
と
に
も
ま
さ
り
て
を
か
し
う
ほ
こ
り
か
な
る
け
は
ひ

を
な
ほ
す
て
か
た
く
お
ほ
え
て
二
三
人
つ
ゝ
つ
れ
て
そ
つ
ね
に
ま
ゐ

る
云
々
　
直
方
按
る
に
わ
か
き
人
な
と
に
も
ま
さ
り
て
と
あ
れ
は
此
時

清
少
納
言
年
た
け
た
る
を
知
る
へ
し
長
保
二
年
の
事
な
り

（
一
六
オ
、
ウ
）

③
『
栄
花
物
語
』
の
こ
の
記
事
は
、
中
関
白
家
没
落
後
も
昔
の
心
を
忘
れ
な

い
公
達
た
ち
が
清
少
納
言
の
も
と
に
や
っ
て
き
て
、
機
知
に
富
ん
だ
や
り
と
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り
を
続
け
て
い
る
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
記
事
の
「
若
き
人
な
ど
に
も

交
ざ
り
て
」
と
い
う
箇
所
に
対
し
て
直
方
は
「
直
此
時
清
少
納
言
年
た
け
た

る
を
知
る
へ
し
長
保
二
年
の
事
な
り
」
と
述
べ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
長
保

二
年
の
記
事
の
こ
の
記
事
か
ら
、
清
少
納
言
が
こ
の
こ
ろ
、
若
い
公
達
と
交

わ
る
こ
と
で
自
分
が
年
老
い
て
い
る
こ
と
を
自
覚
し
た
の
で
は
な
い
か
と
推

測
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
直
方
が
こ
の
よ
う
に
書
い
た
意
図
は
断
定
で
き
な

い
と
こ
ろ
も
あ
る
が
、
清
少
納
言
の
こ
の
頃
の
お
お
よ
そ
の
年
齢
を
推
定
し
、

彼
女
の
生
没
年
を
大
ま
か
に
で
は
あ
る
が
把
握
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

今
見
た
直
方
の
二
つ
の
指
摘
は
、
清
少
納
言
の
伝
記
に
つ
い
て
諸
文
献
を
根

拠
に
考
証
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
方
法
は
池
田
が
指
摘
す
る
直
方
の
「
真

面
目
な
研
究
」
の
一
端
で
あ
る
と
見
る
こ
と
が
出
来
る
だ
ろ
う
。

最
後
に
、
頭
書
に
見
ら
れ
る
㉒
『
閑
田
耕
筆
』
の
引
用
の
あ
り
方
か
ら
、
直

方
の
考
証
的
態
度
を
見
て
い
く
。
㉒
『
閑
田
耕
筆
』
は
㉑
速
水
房
常
の
言
説

の
頭
書
部
分
に
あ
る
た
め
、
ま
ず
は
次
に
㉑
速
水
房
常
の
言
説
の
全
文
を
引

用
す
る
。

　
○ 

速
水
房
常
云
讃
岐
の
国
金
比
羅
の
国
に
塚
あ
り
所
の
人
清
塚
と
い
へ

る
よ
し
実
に
清
少
納
言
の
塚
な
り
先
年
此
塚
を
あ
は
か
ん
と
せ
し
に

　
　
　
　
金
光
院
と
い
ふ
坊
の
僧
侶
の
条
に
閑
田
耕
筆
第
一

　
　
所
の
人
の
夢
に

　
　 

〽
う
つ
ゝ
な
き
後
の
かし
る
し
イ
た
ち
を
た
れ
に
か
は
と
は
れ
し
こ
と
の
あ
り

て
し
も
か
な

　
　
と
あ
り
し
に
よ
り
そ
の
ま
ゝ
至
た
り
と
そ
（
一
九
オ
、
ウ
）

　
　
　
　
此
説
明
音
寺
了
因
讃
岐
国
へ
あ
り
し
を
り
伝
へ
聞
き
し
と
そ

こ
の
記
事
で
は
、
金
比
羅
に
清
少
納
言
の
塚
が
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
、
こ
の

塚
を
暴
こ
う
と
し
た
人
の
夢
枕
に
清
少
納
言
が
立
ち
和
歌
を
詠
ん
だ
こ
と
が

示
さ
れ
て
い
る
。
速
水
房
常
の
記
事
の
出
典
は
特
定
で
き
て
い
な
い
が
、
こ

の
記
事
に
対
し
て
、
直
方
は
ま
ず
本
論
の
傍
注
と
し
て
『
閑
田
耕
筆
』
の
異

同
を
示
す
。
そ
の
上
で
、
㉒
『
閑
田
耕
筆
』
で
は
、

　 

閑
田
耕
筆
巻
一
云
同
国
白
鳥
と
い
ふ
所
の
鏡
ヶ
峯
と
い
ふ
に
も
京
の
女
郎

と
い
ふ
墓
有
て
清
女
な
り
と
い
へ
と
も
た
し
か
な
ら
す
又
阿
波
の
里
の
海

土
に
も
清
女
入
水
せ
る
を
埋
め
た
る
と
い
ふ
墓
あ
れ
と
も
ま
す
〳
〵
伝
し

か
た
し
と
な
ん
云
々
（
一
九
ウ
頭
書
）

と
い
う
、
ま
た
別
の
清
少
納
言
の
墓
を
め
ぐ
る
伝
説
を
引
用
し
て
い
る
。
こ

の
箇
所
に
つ
い
て
は
、
東
海
大
学
付
属
図
書
館
桃
園
文
庫
本
『
枕
冊
子
考
』
の

み
さ
ら
に
『
閑
田
耕
筆
』
の
別
の
箇
所
を
増
補
し
て
お
り
、
直
方
が
こ
の
部
分

に
つ
い
て
強
い
関
心
を
持
ち
、『
枕
冊
子
考
』
執
筆
後
も
継
続
的
に
資
料
収
集

に
勤
め
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
こ
の
よ
う
な
考
証
の
あ
り
方
か
ら
は
、

直
方
が
中
世
以
前
の
文
献
だ
け
で
は
な
く
、
近
世
の
考
証
随
筆
な
ど
も
含
め

で
き
る
だ
け
広
く
文
献
を
集
め
よ
う
と
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
し
て
、

異
文
も
含
め
て
示
し
、
そ
の
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
も
併
せ
て
記
録
し
て
い
こ

う
と
す
る
慎
重
な
態
度
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
池
田
が
指
摘
す
る
直

方
の
「
真
面
目
」
さ
は
、
こ
の
よ
う
な
考
証
の
あ
り
方
も
踏
ま
え
て
い
る
と

言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

以
上
、「
事
跡
」
全
体
の
構
成
を
確
認
し
た
上
で
、「
江
戸
の
三
註
」
と
の
距

離
や
頭
書
の
特
質
、
直
方
の
考
証
的
な
態
度
に
つ
い
て
整
理
し
て
き
た
。
次
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項
で
は
、
池
田
の
指
摘
す
る
『
枕
草
紙
抄
』
と
の
関
係
を
整
理
す
る
。

（
ⅱ
）「
事
跡
」
と
『
枕
草
紙
抄
』
と
の
関
係

本
項
で
は
、『
枕
草
紙
抄
』
が
「
事
跡
」
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与

え
て
い
る
の
か
を
見
て
い
く
。
第
三
節
で
示
し
た
表
で
は
、『
枕
草
紙
抄
』
と

引
用
を
共
有
し
て
い
る
も
の
に
○
印
を
つ
け
て
い
る
。「
事
跡
」
で
引
用
さ
れ

る
文
献
の
う
ち
八
つ
が
『
枕
草
紙
抄
』
と
引
用
を
共
有
し
て
い
る
。
拙
稿
で

も
述
べ
た
よ
う
に
、
直
方
は
『
枕
冊
子
考
』「
事
跡
」
だ
け
で
な
く
、「
名
つ

け
し
事
」
に
お
い
て
も
『
枕
草
紙
抄
』
に
し
か
見
ら
れ
な
い
文
献
を
孫
引
き

し
た
り
、『
枕
草
紙
抄
』
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
『
枕
草
子
』
と
い
う
題
号
を
め

ぐ
る
見
解
を
割
注
に
取
り
入
れ
て
い
た）
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。
た
だ
し
、「
事
跡
」
に
つ
い
て
も
直

方
が
『
枕
草
紙
抄
』
を
無
批
判
に
す
べ
て
孫
引
き
し
て
い
る
の
か
と
い
う
と
、

そ
う
と
も
言
え
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
。

『
枕
草
紙
抄
』「
枕
草
紙
作
者
」
の
項
で
現
在
最
も
よ
く
引
か
れ
る
言
説
を

引
用
す
る
。

　 

此
の
草
紙
は
清
原
元
輔
が
女
少
納
言
は
諾
子
也
諾
子
が
姓
を
清
原
と
申

す
は
天
武
天
皇
の
皇
子
舎
人
親
王
の
曾
孫
通
雄
に
清
原
の
姓
を
賜
ふ
（
後

略
）

清
少
納
言
の
「
清
」
が
「
清
原
」
と
い
う
名
字
か
ら
来
て
い
る
こ
と
は
定
説

と
な
っ
て
い
る
が
、
そ
も
そ
も
本
名
は
何
な
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
現

在
に
至
る
ま
で
明
ら
か
に
な
っ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
引
用
し
た
本
文
で
は

「
〜
云
」
と
い
う
形
で
参
照
文
献
を
示
す
こ
と
は
な
く
、
本
名
が
「
諾
子
」
で

あ
る
と
断
定
し
て
い
る
。
こ
の
箇
所
は
こ
れ
ま
で
も
、
根
拠
と
な
る
文
献
が

な
い
こ
と
も
あ
り
批
判
的
な
文
脈
で
語
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、
し
ば
し
ば

注
目
さ
れ
る
箇
所
で
あ
る）
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。『
枕
冊
子
考
』
で
は
『
枕
草
紙
抄
』「
枕
草
紙
作

者
」
の
項
で
引
用
さ
れ
る
文
献
の
大
部
分
を
「
名
つ
け
し
事
」「
事
跡
」
で
孫

引
き
し
て
い
る
が
、
清
少
納
言
の
本
名
を
「
諾
子
」
と
す
る
説
は
引
用
し
な
い
。

直
方
は
あ
く
ま
で
書
名
が
引
か
れ
て
い
る
部
分
の
本
文
の
み
を
引
用
す
る
に

と
ど
め
、『
枕
草
紙
抄
』
の
中
で
著
者
が
独
自
に
示
す
論
に
つ
い
て
は
引
用
を

控
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
直
方
が
『
枕
草
紙
抄
』
全
体
を
信

用
の
お
け
る
文
献
と
は
判
断
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
示
す
も
の
と
言
え
る

だ
ろ
う
。

ま
た
、
直
方
が
『
枕
草
紙
抄
』
か
ら
引
用
し
た
文
献
の
書
名
を
一
覧
に
し

て
改
め
て
見
て
み
た
い
。

　
⑤
『
淑
景
舎
日
記
』　
　
　
⑧
『
中
関
白
記
』

　
⑨
行
成
卿
『
窓
中
抄
』　
　
⑫
『
隆
家
卿
記
』

　
⑬
『
女
房
装
束
雑
記
』　
　
⑭
『
季
経
抄
』

　
⑮
『
女
房
作
者
部
類
』

こ
れ
ら
の
う
ち
、
⑭
『
季
経
抄
』
は
『
春
曙
抄
』
で
も
言
及
が
あ
り
、『
春

曙
抄
』
が
編
ま
れ
た
延
宝
年
間
に
は
す
で
に
確
認
で
き
な
く
な
っ
て
い
る
と

さ
れ
る
『
枕
草
子
』
注
釈
で
あ
る
。『
枕
草
紙
抄
』
に
は
『
季
経
抄
』
を
典
拠

と
す
る
記
述
が
複
数
確
認
で
き
る
が
、
義
俊
が
実
際
に
『
季
経
抄
』
を
所
蔵

し
て
い
た
か
は
確
認
で
き
な
い
。
ま
た
⑤
『
淑
景
舎
日
記
』、
⑧
『
中
関
白
記
』、

⑫
『
隆
家
卿
記
』
は
書
名
か
ら
清
少
納
言
が
仕
え
た
中
関
白
家
の
人
々
の
家

の
記
で
あ
る
と
想
像
で
き
る
。
⑨
行
成
卿
『
窓
中
抄
』、
⑬
『
女
房
装
束
雑
記
』、

⑮
『
女
房
作
者
部
類
』
に
つ
い
て
も
、
家
の
記
や
装
束
に
関
す
る
考
証
随
筆
、

四
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『
作
者
部
類
』
の
類
い
は
「
な
い
」
と
断
定
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
、
言
っ
て

み
れ
ば
「
あ
り
そ
う
」
な
書
物
で
あ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。「
あ

り
そ
う
」
な
の
は
書
名
だ
け
で
は
な
い
。「
事
跡
」
所
引
の
⑤
『
淑
景
舎
日
記
』

を
見
て
み
よ
う
。

　 

淑
景
舎
日
記
云
少
納
言
ま
い
り
ぬ
を
か
し
け
に
も
あ
ら
ぬ
姿
な
れ
と
さ

へ
か
し
こ
き
に
過
て
を
の
こ
も
心
お
か
れ
た
り
と
な
ん
き
ゝ
し
見
る
に

も
と
の
皇
后
の
御
事
な
ん
あ
は
れ
に
袖
そ
ほ
ち
侍
り
云
々
（
一
六
ウ
）

こ
の
記
事
は
、
清
少
納
言
が
定
子
の
没
後
淑
景
舎
に
仕
え
た
も
の
の
、
行

き
す
ぎ
た
才
智
に
よ
っ
て
公
達
と
も
距
離
が
で
き
て
し
ま
い
、
か
つ
て
仕
え

た
定
子
を
思
っ
て
涙
に
暮
れ
て
い
る
と
い
う
、
中
関
白
家
没
落
後
の
清
少
納

言
の
様
子
を
伝
え
る
も
の
で
あ
る
。『
淑
景
舎
日
記
』
な
る
も
の
は
現
存
し
な

い
が
、
清
少
納
言
が
定
子
だ
け
で
な
く
淑
景
舎
に
も
仕
え
た
こ
と
に
つ
い
て

は
、
先
に
挙
げ
た
『
春
曙
抄
』
の

　 

し
か
る
に
栄
花
物
語
に
、
三
条
院
の
女
御
淑
景
舎
道
隆
公
女
定
子
妹
の

御
も
と
に
宮
づ
か
へ
せ
し
よ
し
見
え
た
り
。
愚
案
ル
ニ
、
此
草
紙
に
淑

景
舎
の
御
事
は
、
所
々
に
出
た
れ
ど
、
此
御
局
に
宮
づ
か
へ
せ
し
事
は

見
え
侍
ら
ず
。

と
い
う
記
述
が
参
考
に
な
る
。
季
吟
は
清
少
納
言
が
淑
景
舎
に
仕
え
た
こ
と

は
『
枕
草
子
』
に
は
見
え
な
い
と
し
て
お
り
、
他
の
文
献
か
ら
傍
証
を
探
す

こ
と
が
困
難
だ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
こ
の
こ
と
を
考
え
る
と
、『
枕
草
紙
抄
』

所
引
の
『
淑
景
舎
日
記
』
は
、
清
少
納
言
が
淑
景
舎
に
仕
え
た
こ
と
を
示
し
、

空
白
部
分
を
埋
め
る
の
に
最
適
な
文
献
で
あ
っ
た
こ
と
が
想
定
で
き
る
。

ま
た
、
⑬
『
女
房
装
束
雑
記
』
本
文
を
次
に
示
す
。

　
○ 

女
房
装
束
雅
記
康
富
卿
作
の
序
云
清
少
納
言
の
西
国
に
は
ふ
れ
た
る
に
も
袴

は
具
し
け
る
と
な
ん
云
々
西
国
の
辺
に
さ
す
ら
へ
た

る
と
い
ふ
は
此
事
に
や

こ
の
記
事
は
『
女
房
装
束
雑
記
』
と
い
う
文
献
の
序
文
に
あ
る
も
の
ら
し
く
、

清
少
納
言
が
西
国
に
落
ち
ぶ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
お
そ
ら
く
都
に
い
る

と
き
か
ら
使
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
袴
を
持
っ
て
行
っ
た
と
あ
る
。
更
に
割
注

に
は
、
こ
の
記
述
が
清
少
納
言
が
西
国
を
さ
す
ら
っ
た
と
い
う
説
の
傍
証
と

な
る
こ
と
も
示
し
て
い
る
。『
女
房
装
束
雑
記
』
も
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
現

存
し
な
い
書
物
で
あ
る
が
、「
事
跡
」
で
は
『
枕
草
紙
抄
』
所
引
の
本
文
を
ほ

ぼ
そ
の
ま
ま
引
用
す
る
。
で
は
、
⑬
『
女
房
装
束
雑
記
』
の
清
少
納
言
が
四

国
を
さ
す
ら
っ
た
と
き
に
も
袴
を
持
っ
て
い
た
、
と
い
う
話
の
源
は
ど
こ
に

あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
と
き
の
手
が
か
り
に
な
る
の
が
、
先
に
も
確
認
し

た
能
因
本
奥
書
や
『
無
名
草
子
』
に
見
ら
れ
る
清
少
納
言
の
逸
話
な
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。
再
掲
に
な
る
が
、
能
因
本
奥
書
の
該
当
箇
所
を
引
用
す
る
。

　 

こ
と
ざ
ま
に
身
を
お
も
ひ
こ
と
も
な
く
て
す
ぐ
し
け
る
に
さ
る
べ
く
し

た
し
く
た
の
む
べ
き
人
も
や
う
〳
〵
う
せ
は
て
ゝ
子
な
ど
も
す
べ
て
も

た
ざ
り
け
る
ま
ゝ
に
せ
ん
か
た
も
な
く
と
し
老
に
け
れ
ば
さ
ま
か
へ
て

め
の
と
ご
の
ゆ
か
り
有
て
あ
は
の
国
に
行
て
あ
や
し
き
か
や
屋
に
す
み

け
る
つ
ゞ
り
と
い
ふ
も
の
を
ぼ
う
し
に
て
あ
を
な
と
い
ふ
も
の
ほ
し
に

四
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ほ
か
に
出
て
帰
と
て
む
か
し
の
な
を
し
す
が
た
こ
そ
お
も
ひ
出
ら
れ
た

れ
と
い
ひ
け
む
こ
そ
な
ほ
古
き
心
の
の
こ
り
け
る
に
や
と
あ
は
れ
に
お

ぼ
ゆ
る
さ
れ
ば
人
の
を
は
り
の
お
も
ふ
や
う
な
る
こ
と
わ
か
く
て
い
み

じ
き
に
も
よ
ら
ざ
り
け
る
と
こ
そ
お
ぼ
ゆ
れ

こ
の
逸
話
の
後
半
に
注
目
す
る
と
、
清
少
納
言
は
晩
年
粗
末
な
家
に
住
み
、

「
襖
あ
を
な
」
と
い
う
着
物
を
干
し
な
が
ら
「
昔
の
直
衣
姿
が
忘
れ
ら
れ
な
い
」
と
独

り
言
を
言
い
、
み
す
ぼ
ら
し
い
服
装
を
し
て
い
る
の
を
嘆
く
と
い
う
流
れ
に

な
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
「
袴
」
な
ど
具
体
的
な
表
現
は
一
致
し
な
い
が
、
今

は
遠
く
離
れ
て
し
ま
っ
た
都
の
よ
す
が
と
し
て
着
物
を
持
っ
て
い
る
と
い
う

発
想
は
能
因
本
奥
書
と
共
通
す
る
も
の
が
あ
ろ
う
。

今
見
た
二
つ
の
例
か
ら
見
え
て
く
る
の
は
、『
枕
草
紙
抄
』
で
示
さ
れ
、『
枕

冊
子
考
』
が
孫
引
き
す
る
該
当
の
文
献
や
記
述
は
現
存
し
な
い
が
、
こ
れ
ら

の
記
述
は
す
べ
て
、
第
二
節
で
確
認
し
た
清
少
納
言
に
言
及
す
る
諸
言
説
を

踏
ま
え
た
も
の
で
、
当
時
共
有
さ
れ
て
い
た
清
少
納
言
像
か
ら
大
き
く
外
れ

る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
だ
。
む
し
ろ
、
多
田
義
俊
が
生
き
た
近
世
中

後
期
に
流
通
し
て
い
た
様
々
な
清
少
納
言
言
説
か
ら
派
生
し
た
「
あ
り
そ
う
」

な
清
少
納
言
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
で
あ
り
、
既
知
の
文
献
で
は
補
い
き
れ
な
い
、

和
学
者
た
ち
が
求
め
た
清
少
納
言
の
「
見
え
て
い
な
い
」
部
分
を
埋
め
て
く

れ
る
よ
う
な
記
事
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
意
味
で
、『
枕
草

紙
抄
』
で
示
さ
れ
て
い
る
諸
文
献
は
偽
証
と
し
て
簡
単
に
切
り
捨
て
て
し
ま

え
る
類
い
の
情
報
で
は
な
い
と
直
方
が
判
断
し
て
も
不
思
議
は
な
い
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。
事
実
直
方
は
典
拠
の
な
い
「
諾
子
」
説
は
と
っ
て
い
な
い
。

そ
の
点
で
『
枕
草
紙
抄
』
は
全
面
的
に
信
用
の
お
け
る
文
献
で
は
な
い
も
の
の
、

直
方
が
書
名
の
そ
れ
ら
し
さ
に
順
い
、
推
定
の
成
立
年
代
順
に
引
用
を
並
べ

て
い
る
こ
と
か
ら
見
て
も
、
そ
こ
で
引
用
さ
れ
る
文
献
は
「
な
い
」
と
断
言

す
る
こ
と
は
で
き
な
い
も
の
で
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
加
え
て
、
こ
れ

ら
の
記
事
の
内
容
は
、
清
少
納
言
が
周
囲
か
ら
ど
の
よ
う
に
評
価
さ
れ
て
き

た
の
か
に
言
及
す
る
も
の
が
多
く
、
彼
女
の
伝
記
的
な
情
報
に
加
え
、
人
と

な
り
も
想
像
で
き
る
よ
う
な
描
き
方
に
な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
偽
証
の
可

能
性
も
あ
る
に
せ
よ
、『
枕
草
紙
抄
』
の
諸
説
を
引
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
事

跡
」
で
は
清
少
納
言
像
を
よ
り
詳
細
に
描
き
出
す
こ
と
が
で
き
て
い
る
と
言

え
る
だ
ろ
う
。

四　

お
わ
り
に

以
上
、『
枕
冊
子
考
』「
事
跡
」
に
つ
い
て
、
近
世
に
お
け
る
清
少
納
言
言

説
を
踏
ま
え
た
上
で
そ
の
特
徴
を
明
ら
か
に
し
て
き
た
。『
枕
冊
子
考
』「
事
跡
」

は
わ
ず
か
四
丁
で
あ
る
が
、
近
世
後
期
に
流
通
し
て
い
た
清
少
納
言
言
説
に

加
え
、
現
在
で
は
否
定
的
な
評
価
を
受
け
る
こ
と
の
多
い
『
枕
草
紙
抄
』
を

も
取
り
込
み
な
が
ら
、
清
少
納
言
の
伝
記
を
増
補
訂
正
す
る
も
の
で
あ
っ
た

こ
と
を
確
認
し
て
き
た
。

「
は
じ
め
に
」
で
も
述
べ
た
と
お
り
稿
者
は
こ
れ
ま
で
『
枕
冊
子
考
』
の

各
節
を
紹
介
し
て
き
た
が
、
本
稿
を
以
て
『
枕
冊
子
考
』
全
体
の
概
略
を
示

す
こ
と
が
で
き
た
こ
と
と
思
う
。『
枕
冊
子
考
』「
目
録
」「
攷
異
」「
枕
さ
う

し
と
名
つ
け
し
事
」「
清
少
納
言
の
事
跡
」
と
い
う
項
目
は
、「
江
戸
の
三
註
」

で
も
言
及
が
あ
る
も
の
で
、
い
ず
れ
も
現
代
に
お
い
て
も
『
枕
草
子
』
を
読

む
上
で
お
さ
え
て
お
く
べ
き
、
基
本
的
で
重
要
な
事
柄
で
あ
る
。『
枕
冊
子
考
』

は
直
方
の
独
自
の
説
が
展
開
さ
れ
る
こ
と
は
少
な
い
。
し
か
し
、
平
安
時
代

四
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か
ら
近
世
ま
で
、
時
代
を
問
わ
ず
多
く
の
資
料
を
参
照
し
、
よ
り
多
く
の
傍

証
を
示
す
こ
と
で
、『
春
曙
抄
』
を
増
補
訂
正
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
っ
て
い

る
と
言
え
よ
う
。

な
お
、
先
に
書
名
の
み
を
挙
げ
た
加
納
諸
平
『
清
少
納
言
記
校
異）
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』
と
「
事

跡
」
に
つ
い
て
も
最
後
に
付
言
し
て
お
き
た
い
。『
清
少
納
言
記
校
異
』「
作
れ

る
時
代
」
の
中
に
は
清
少
納
言
の
伝
記
を
述
べ
る
一
節
が
あ
る
。
内
容
と
し
て

は
淑
景
舎
に
仕
え
た
と
い
う
説
の
検
討
や
、
晩
年
が
ど
う
な
っ
た
か
な
ど
『
枕

冊
子
考
』
と
共
通
部
分
が
多
い
が
、『
無
名
草
子
』
を
参
照
し
て
い
る
な
ど
『
枕

冊
子
考
』
と
異
な
る
と
こ
ろ
も
確
認
で
き
る
。
た
だ
し
、「
事
跡
」
の
ほ
う
が
、

『
閑
田
耕
筆
』
な
ど
近
世
の
考
証
随
筆
や
、
な
に
よ
り
『
枕
草
紙
抄
』
を
引
く

こ
と
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
よ
り
広
範
に
目
配
り
し
、
多
く
の
文
献
を

示
す
こ
と
を
一
つ
の
目
的
と
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
第
三
節
（
ⅰ
）

で
も
確
認
し
た
と
お
り
、
直
方
は
資
料
の
記
述
を
も
と
に
清
少
納
言
の
大
ま

か
な
生
没
年
や
実
子
の
有
無
ま
で
考
証
す
る
な
ど
、
諸
説
集
成
に
と
ど
ま
ら

ず
、
清
少
納
言
記
の
伝
記
を
一
歩
踏
み
込
ん
で
考
察
し
よ
う
と
す
る
姿
勢
が

確
認
で
き
る
。

ま
た
、
直
方
が
多
く
の
情
報
を
集
成
す
る
能
力
に
長
け
て
い
た
こ
と
も
「
は

じ
め
に
」
で
述
べ
た
が
、『
枕
草
子
』
は
近
世
後
期
に
は
ま
だ
諸
言
説
が
あ
ち

こ
ち
に
散
ら
ば
っ
て
ま
と
ま
っ
て
い
な
い
状
態
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
な
か

で
、『
枕
草
子
』
の
諸
本
の
比
較
検
討
や
『
春
曙
抄
』
に
な
い
本
文
を
手
軽
に

参
照
で
き
る
こ
と
に
加
え
、『
枕
草
子
』
と
い
う
書
名
や
著
者
の
清
少
納
言
に

つ
い
て
の
諸
言
説
を
一
覧
で
確
認
で
き
、
さ
ら
に
一
部
根
拠
を
示
し
つ
つ
直

方
の
説
が
増
補
さ
れ
て
い
る
と
い
う
『
枕
冊
子
考
』
は
、『
枕
草
子
』
を
学
ぼ

う
と
す
る
和
学
者
た
ち
に
と
っ
て
非
常
に
便
利
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
確

か
で
あ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
は
『
枕
冊
子
考
』
が
、
お
そ
ら
く
直
方
と
親
交
の

あ
っ
た
村
田
春
門
を
経
由
し
て
水
野
忠
邦
の
引
馬
文
庫
に
も
納
め
ら
れ
た）
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こ

と
と
も
関
わ
り
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
忠
邦
に
も
献
上
す
る

価
値
の
あ
る
本
で
あ
る
と
判
断
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
。

同
時
に
、『
枕
草
子
』
注
釈
研
究
の
立
場
か
ら
見
て
み
る
と
、『
枕
冊
子
考
』

は
近
世
後
期
の
『
枕
草
子
』
注
釈
の
現
状
を
見
渡
す
こ
と
の
で
き
る
資
料
で

あ
り
、
他
の
『
枕
草
子
』
注
釈
を
考
察
し
て
い
く
上
で
の
基
盤
と
な
る
よ
う

な
資
料
で
あ
る
と
言
え
る
。

今
後
も
著
者
直
方
の
交
友
圏
と
『
枕
草
子
』
注
釈
と
の
関
係
を
は
じ
め
と
し

て
残
さ
れ
た
課
題
は
多
い
が
、
他
の
『
枕
草
子
』
注
釈
の
考
察
も
深
め
な
が
ら
、

近
世
後
期
『
枕
草
子
』
注
釈
史
を
改
め
て
見
直
し
て
い
き
た
い
。

　

�

注
（
１
）
以
下
、「
枕
草
子
と
名
つ
け
し
事
」
を
「
名
つ
け
し
事
」、「
清
少
納
言

の
事
跡
」
を
「
事
跡
」
と
記
す
。

（
２
）
池
田
亀
鑑
「
春
曙
抄
以
降
の
枕
草
子
異
本
研
究
」（『
国
語
と
国
文
学
』

第
五
巻
第
一
号
、
一
九
二
八
年
一
月
）

（
３
） 

拙
稿
ａ
「
伴
直
方
『
枕
冊
子
考
』
の
伝
本
と
構
成
」（『
文
藝
研
究
』
第

一
八
六
集
、
二
〇
一
八
年
九
月
）

 

ｂ
「
伴
直
方
『
枕
冊
子
考
』
の
『
枕
草
子
』
本
文
―
「
攷
異
」
所
引

本
文
と
『
枕
草
子
』
諸
本
の
関
係
」（『
日
本
文
芸
論
叢
』
第
二
七
号
、

二
〇
一
八
年
三
月
）

 
ｃ
「
伴
直
方
『
枕
冊
子
考
』
と
多
田
義
俊
『
枕
草
紙
抄
』
の
関
係
―
『
枕

冊
子
考
』「
枕
さ
う
し
と
名
つ
け
し
事
」
の
検
討
を
中
心
に
―
」（『
日

四
九



本
文
芸
論
叢
』
第
二
八
号
、
二
〇
一
九
年
三
月
）

（
４
） 「
江
戸
の
三
註
」
と
は
、
延
宝
二
年
（
一
六
七
四
）
に
相
次
い
で
刊
行

さ
れ
た
加
藤
磐
斎
『
清
少
納
言
枕
草
紙
抄
』（
以
下
『
磐
斎
抄
』）、
北

村
季
吟
『
枕
草
子
春
曙
抄
』（
以
下
『
春
曙
抄
』）、
少
し
遅
れ
て
天
和

元
年
（
一
六
八
一
）
に
刊
行
さ
れ
た
岡
西
惟
中
『
清
少
納
言
旁
註
』（
以

下
『
旁
註
』）
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
近
世
に
お
け
る
『
枕
草
子
』

注
釈
の
基
本
的
な
整
理
に
つ
い
て
は
拙
稿
ｂ
で
言
及
し
て
い
る
。
な

お
、「
江
戸
の
三
註
」
の
引
用
に
つ
い
て
は
次
の
本
を
用
い
た
が
、
製

版
本
も
参
照
し
て
い
る
。

　
　
・『
磐
斎
抄
』
…
加
藤
磐
斎
『
枕
草
子
古
註
釈
大
成
　
清
少
納
言
枕
草
紙

抄
』（
日
本
図
書
セ
ン
タ
ー
、
一
九
七
八
年
一
一
月
）

　
　
・『
春
曙
抄
』
…
北
村
季
吟
標
註
・
岩
崎
美
隆
旁
註
『
枕
草
子
古
註
釈
大

成
　
枕
草
子
春
曙
抄
〔
杠
園
抄
〕』（
日
本
図
書
セ
ン
タ
ー
、
一
九
七
八

年
一
一
月
）

　
　
・『
旁
註
』（『
枕
草
子
　
古
註
釈
大
成
　
枕
草
子
傍
註
　
他
三
編
』（
日

本
図
書
セ
ン
タ
ー
、
一
九
七
八
年
一
一
月
）

（
５
） 

田
中
重
太
郎
「「
枕
草
紙
抄
」
の
作
者
に
つ
い
て
」『
枕
冊
子
本
文
の

研
究
』（
初
音
書
房
、
一
九
六
〇
年
一
二
月
、
九
〇
一
〜
九
一
〇
頁
）

に
よ
っ
て
、
多
田
義
俊
（
元
禄
十
一
年
〈
一
六
九
八
〉
〜
寛
延
三
年

〈
一
七
五
〇
〉）
が
著
者
で
あ
る
こ
と
が
具
体
的
に
明
ら
か
に
さ
れ
た
。

（
６
）
前
掲
注
（
２
）
に
同
じ

（
７
） 

枕
草
子
研
究
会
編『
枕
草
子
大
事
典
』（
勉
誠
出
版
、
二
〇
〇
一
年
四
月
）

（
８
）
請
求
記
号
：
一
〇
三
。
書
誌
は
注
（
３
）
拙
稿
ｃ
に
示
し
た
。

（
９
）
前
掲
注
（
３
）
拙
稿
ｃ

（
10
） 

本
稿
で
は
前
掲
注
（
３
）
拙
稿
ａ
に
も
と
づ
き
、
九
州
大
学
附
属
図

書
館
本
『
枕
冊
子
考
』（
請
求
記
号
：
五
五
一
・
マ
・
一
一
）
を
底
本

と
し
た
。

（
11
） 

岸
上
慎
二『
清
少
納
言
伝
記
攷
』（
新
生
社
、
一
九
五
八
年
三
月
）な
ど
。

（
12
） 

中
島
和
歌
子
「
枕
草
子
「
香
炉
峯
の
雪
」
の
段
の
受
容
を
め
ぐ
っ
て

―
中
世
・
近
世
の
説
話
集
を
中
心
に
」『
國
文
論
叢
』
第
一
八
号

一
九
九
一
年
三
月
、
一
〜
一
四
頁

（
13
） 

本
文
は
浅
見
和
彦
校
注
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
　
十
訓
抄
』（
小
学
館
、

一
九
九
七
年
一
二
月
）
を
使
用
し
た
。

（
14
） 

浜
口
俊
裕
「
枕
草
子
「
香
炉
峰
の
雪
」
章
段
の
絵
画
の
軌
跡
と
変
容
」

久
下
裕
利
編
『
物
語
絵
・
歌
仙
絵
を
考
え
る
―
変
容
の
軌
跡
』（
武
蔵

野
書
院
、
二
〇
一
一
年
五
月
、
一
五
五
〜
一
九
一
頁
）

（
15
） 

本
文
の
引
用
は
鈴
木
健
一
、
鈴
木
淳
編
『
百
人
一
首
注
釈
叢
刊
　
第
三

巻
　
百
人
一
首
注
、
百
人
一
首
（
幽
斎
抄
）』（
和
泉
書
院
、
一
九
九
一

年
一
〇
月
）
に
よ
っ
た
。

（
16
） 

写
本
で
伝
わ
る
『
洛
陽
誓
願
寺
縁
起
』
に
も
清
少
納
言
の
伝
説
が
収
め

ら
れ
る
が
、
清
少
納
言
が
読
ん
だ
と
い
う
和
歌
が
別
の
も
の
に
な
っ

て
い
る
な
ど
異
同
が
多
い
。

（
17
） 

な
お
、『
無
名
草
子
』
に
も
表
現
も
含
め
て
非
常
に
近
似
し
た
記
事
が

あ
る
が
、『
無
名
草
子
』
で
は
「
阿
波
国
」
で
は
な
く
「
遙
か
な
る
田
舎
」

に
流
れ
着
い
た
と
す
る
。

（
18
） 
本
文
の
引
用
は
鈴
木
健
一
、
鈴
木
淳
編
『
百
人
一
首
注
釈
叢
刊
　
第

一
〇
巻
　
百
人
一
首
三
奥
抄
、
百
人
一
首
改
観
抄
』（
和
泉
書
院
、

一
九
九
五
年
八
月
）
に
よ
っ
た
。

五
〇



（
19
） 

本
文
の
引
用
は
日
本
随
筆
大
成
編
輯
部
編
『
日
本
随
筆
大
成
〈
第
二
期
〉

一
六
　
年
山
紀
聞
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
七
四
年
八
月
）
に
よ
っ
た
。

（
20
） 
慶
應
義
塾
大
学
附
属
斯
道
文
庫
蔵
本
（
請
求
記
号
：
ハ
〇
九
―
一
ｂ

―
二
三
―
一
三
）
を
参
照
し
た
。

（
21
） 

筑
波
大
学
附
属
図
書
館
本
（
請
求
記
号
：
ル
一
七
五
―
五
）
を
使
用

し
た
。

（
22
）
前
掲
注
（
３
）
拙
稿
ｂ

（
23
）
前
掲
注
（
３
）
拙
稿
ｃ
二
六
〜
二
八
頁
。

（
24
）
前
掲
注
（
３
）
拙
稿
ｃ
二
七
頁

（
25
）
前
掲
注
（
３
）
拙
稿
ｃ

（
26
）
前
掲
注
（
７
）
な
ど
。

（
27
） 

関
西
大
学
附
属
図
書
館
岩
崎
美
隆
文
庫
蔵
（
請
求
記
号
：
LI
二
／

九
一
一
．
二
〇
四
．
Ｉ
二
／
二
―
三
一
）。
な
お
、
関
西
大
学
図
書
館

手
紙
を
読
む
会
「
関
西
大
学
所
蔵
『
清
少
納
言
記
校
異
』
に
つ
い
て
」

（
関
西
大
学
図
書
館
編
『
関
西
大
学
図
書
館
フ
ォ
ー
ラ
ム
』
第
五
号
、

二
〇
〇
〇
年
六
月
、
一
〜
一
三
頁
）
に
翻
刻
が
備
わ
る
。

（
28
） 

前
掲
注
（
３
）
拙
稿
ｃ
「
お
わ
り
に
」
で
言
及
し
て
い
る
。

〔
附
記
〕

 

貴
重
な
ご
蔵
書
の
閲
覧
を
許
可
し
て
下
さ
っ
た
実
践
女
子
大
学
図
書
館
、

相
愛
大
学
図
書
館
、
筑
波
大
学
附
属
図
書
館
、
東
海
大
学
付
属
図
書
館
、

東
京
大
学
附
属
図
書
館
、
東
北
大
学
附
属
図
書
館
と
関
係
者
の
方
々
に
厚

く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

 

本
研
究
は
日
本
学
術
振
興
会
科
学
研
究
費
助
成
事
業
（
研
究
活
動
ス
タ
ー

ト
支
援
）   （
課
題
番
号
：21 K

20032

）
の
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
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門
学
校
助
教
）
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一




