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現
在
、
一
般
に
流
布
し
て
い
る
『
春
雨
物
語
』
の
注
釈
書
類
に
つ
い
て
み
る

と
、
少
な
く
と
も
三
種
類
の
本
文
作
成
方
法
の
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
の
違

い
は
、
「
宮
木
が
塚
」
「
歌
の
ほ
ま
れ
」
「
奨
噌
」
の
三
篇
に
集
中
し
て
い
る
の
で

あ
る
が
、
そ
れ
ら
を
分
か
り
や
す
く
表
に
し
て
ま
と
め
る
と
、
次
の
よ
う
に
な

ヲ
（
》
◎

春
雨
物
語
序
説
（
木
越
治
）

一
、
諸
本
研
究
の
た
め
に

春
雨
物
語
序
説

ｌ
諸
本
研
究
史
の
試
み
Ｉ

Ａ
は
、
重
友
毅
氏
『
上
田
秋
成
集
』
（
日
本
古
典
全
書
朝
日
新
聞
社

銘
年
２
月
刊
）
や
浅
野
三
平
氏
『
春
雨
物
語
』
（
全
対
訳
日
本
古
典
新
書

社
昭
和
弱
年
５
月
刊
）
な
ど
、
Ｂ
は
、
中
村
幸
彦
氏
『
上
田
秋
成
集
』

木
越

ム
ロ

、
可
″
可
０

一
○
五

昭
和

創
英

（
日
本

一
一

世
の
緑

海
賊

天
津
処
女

血
か
た
び
ら

序

文
化
五
年
本

富
岡
本

富
岡
本

富
岡
本

富
岡
本

A

B

C

奨
噌
下

奨
噌
上

歌
の
ほ
ま
れ

宮
木
が
塚

捨
石
丸

死
首
の
ゑ
が
ほ

目
ひ
と
つ
の
神

文
化
五
年
本

天
理
巻
子
本

（
冒
頭
数
行
）

＋

文
化
五
年
本

文
化
五
年
本

富
岡
本

富
岡
本

文
化
五
年
本

文
化
五
年
本

天
理
巻
子
本

文
化
五
年
本

文
化
五
年
本

天
理
巻
子
本

十

文
化
五
年
本

文
化
五
年
本

文
化
五
年
本

文
化
五
年
本

富
岡
本
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古
典
文
学
大
系
岩
波
書
店
昭
和
弘
年
７
月
刊
）
に
は
じ
ま
り
、
中
村
博
保

氏
『
春
雨
物
語
他
三
篇
』
（
日
本
古
典
文
学
全
集
小
学
館
昭
和
組
年
２
月
刊
）

な
ど
に
受
け
継
が
れ
て
い
る
。
Ｃ
は
、
目
下
の
と
こ
ろ
美
山
靖
氏
『
春
雨
物
語

書
初
機
嫌
海
』
（
新
潮
日
本
古
典
集
成
新
潮
社
昭
和
弱
年
３
月
刊
）
の
み

で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
違
い
の
根
本
に
あ
る
の
は
、
天
理
巻
子
本
を
ど
う
位
置
づ
け
る
か

と
い
、
フ
問
題
で
あ
る
。
Ｂ
の
方
針
は
極
め
て
明
快
で
、
巻
子
本
を
富
岡
本
と
同

じ
く
最
終
稿
に
属
す
る
も
の
と
み
な
し
、
可
能
な
限
り
底
本
と
し
て
用
い
よ
う

と
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
Ａ
は
、
古
典
全
書
本
の
解
説
に
よ
っ
て
み
る

限
り
、
巻
子
本
を
そ
れ
ほ
ど
重
視
し
て
お
ら
ず
、
単
に
初
期
の
草
稿
と
み
な
し

た
も
の
の
よ
ミ
フ
で
あ
る
が
、
そ
の
あ
た
り
い
ま
ひ
と
つ
は
っ
き
り
し
な
い
と
こ

ろ
が
あ
る
。
一
方
、
Ｃ
の
場
合
は
、
凡
例
に

『
春
雨
物
語
』
は
、
…
…
…
西
荘
文
庫
旧
蔵
本
を
底
本
と
し
た
。
た
だ
し
、

「
序
」
「
血
か
た
び
ら
」
「
天
津
を
と
め
」
「
海
賦
」
「
目
ひ
と
つ
の
神
」
の

本
文
の
み
に
つ
い
て
は
、
最
終
稿
本
と
目
さ
れ
て
い
る
、
い
わ
ゆ
る
富
岡

本
に
よ
っ
た
。
そ
の
場
合
も
、
題
名
・
排
列
順
序
は
西
荘
文
庫
旧
蔵
本
に

し
た
が
っ
た
。

な
お
、
富
岡
本
に
は
「
奨
噌
上
」
も
含
ま
れ
て
い
る
が
、
後
半
部
と
の

整
合
を
考
慮
し
て
あ
え
て
採
ら
ず
、
西
荘
文
庫
旧
蔵
本
の
本
文
で
通
し
た
。

と
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
完
本
で
あ
る
文
化
五
年
本
を
底
本
に
選
ぶ
と
い
、
フ
の
が

基
本
方
針
で
、
例
外
的
に
「
序
」
～
「
目
ひ
と
つ
の
神
」
は
、
最
終
稿
で
あ
る
富

岡
本
を
用
い
た
が
、
「
奨
噌
」
上
に
つ
い
て
は
、
一
作
品
と
し
て
完
結
し
て
い
な

い
か
ら
採
ら
な
い
、
と
い
う
方
針
で
あ
る
ら
し
い
。
し
か
し
、
Ｃ
の
場
合
、
「
宮

木
が
塚
」
の
頭
注
に
「
底
本
以
後
の
改
稿
の
断
片
」
と
し
て
し
ば
し
ば
巻
子
本

春
雨
物
語
序
説
（
木
越
治
）

の
内
容
を
紹
介
し
て
い
る
こ
と
か
ら
み
て
、
巻
子
本
を
単
な
る
初
期
の
草
稿
と

考
え
て
い
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
（
巻
子
本
の
「
宮
木

が
塚
」
や
「
奨
噌
」
下
を
用
い
な
か
っ
た
の
は
、
一
作
品
と
し
て
の
完
結
性
を

重
ん
ず
る
そ
の
方
針
か
ら
し
て
当
然
だ
と
し
て
も
）
首
尾
完
結
し
て
い
る
巻
子

本
「
歌
の
ほ
ま
れ
」
を
用
い
な
か
っ
た
の
は
な
ぜ
か
、
と
い
、
７
点
に
疑
問
は
残

る
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
こ
の
Ｃ
の
方
針
も
納
得
で
き
る
も
の
と
は
い
い

が
た
い
。

と
も
あ
れ
、
こ
う
し
て
ご
く
一
般
的
な
『
春
雨
物
語
』
の
注
釈
書
に
つ
い
て

み
て
い
く
だ
け
で
も
、
本
文
の
問
題
は
、
解
決
ず
み
で
あ
る
と
は
と
て
も
言
え

な
い
の
で
あ
る
。
ま
し
て
、
底
本
と
し
て
用
い
ら
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
佐
藤

本
や
天
理
冊
子
本
な
ど
の
草
稿
群
に
な
る
と
、
細
部
に
ま
で
踏
み
込
ん
だ
検
討

は
ま
だ
ま
だ
不
十
分
で
あ
る
。
私
は
、
こ
う
し
た
草
稿
群
を
通
し
て
う
か
が
い

う
る
改
稿
の
プ
ロ
セ
ス
す
べ
て
が
、
総
体
と
し
て
の
『
春
雨
物
語
』
を
形
成
し

て
い
る
と
考
え
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
点
に
関
す
る
限
り
、
十
年
前
の
拙
稿

「
『
春
雨
物
語
』
の
成
立
ｌ
稿
本
群
の
検
討
を
通
じ
て
ｌ
」
（
近
世
文
芸
第
別

号
昭
和
別
年
皿
月
）
よ
り
そ
れ
ほ
ど
大
き
く
進
ん
で
い
る
と
は
思
わ
れ
な
い

の
で
あ
る
。

た
だ
、
幸
い
な
事
に
、
こ
の
間
、
富
岡
本
・
天
理
巻
子
本
・
漆
山
本
な
ど
の

影
印
、
佐
藤
本
の
翻
刻
な
ど
が
公
刊
さ
れ
、
本
誌
前
々
号
に
お
け
る
天
理
冊
子

本
の
翻
刻
を
合
わ
せ
れ
ば
、
各
稿
本
を
見
渡
す
こ
と
は
、
き
わ
め
て
容
易
に
な
っ

た
と
い
え
る
。
こ
、
フ
し
た
状
況
を
踏
ま
え
て
、
『
春
雨
物
語
』
諸
本
の
研
究
史
を

た
ど
り
な
が
ら
、
各
稿
本
に
つ
い
て
問
題
点
の
整
理
と
検
討
を
行
い
た
い
と
思

う
。
そ
の
こ
と
が
す
な
わ
ち
、
前
々
号
で
予
告
し
た
天
理
冊
子
本
の
性
格
を
明

ら
か
に
す
る
こ
と
に
も
つ
な
が
る
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。

一
○
六
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と
認
め
ら
れ
る
の
は
、
文
化
五
年
本
の
出
現
以
後
で
あ
る
こ
と
を
思
え
ば
、
こ

の
時
点
で
、
こ
の
短
い
エ
ッ
セ
イ
を
『
春
雨
物
語
』
中
の
一
篇
と
想
定
す
る
こ

と
は
か
な
り
困
難
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
こ
と
は
容
易
に
想
像
が
つ
く
。
ま
た
、
「
天

津
処
女
」
に
関
し
て
は
、
「
血
か
た
び
ら
」
の
末
尾
か
ら
「
天
津
処
女
」
の
最
初

に
か
け
て
、
冊
子
本
の
本
文
に
重
複
が
多
く
、
文
章
的
に
も
若
干
の
出
入
り
が

あ
る
こ
と
を
も
っ
て
、
二
種
の
稿
が
あ
る
と
考
え
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
（
た
だ
、

私
と
し
て
は
、
こ
の
違
い
は
、
佐
藤
本
「
血
か
た
び
ら
」
の
よ
、
フ
に
、
時
期
的

な
前
後
関
係
を
明
瞭
に
指
摘
で
き
る
ほ
ど
の
も
の
で
は
な
く
、
同
時
期
に
お
け

る
異
文
と
考
え
て
お
け
ば
い
い
と
思
っ
て
い
る
が
）

そ
れ
以
上
に
、
冊
子
本
と
巻
子
本
が
単
に
形
態
上
の
違
い
と
し
て
扱
わ
れ
、

本
文
と
し
て
は
特
に
区
別
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
の
方
が
重
要
で
あ
る
。
し
か
も
、

こ
の
後
に
翻
刻
さ
れ
て
い
る
「
妖
尼
公
」
及
び
「
宮
木
が
塚
」
の
底
本
の
選
び

方
で
み
る
限
り
、
巻
子
本
よ
り
も
冊
子
本
を
重
視
し
て
い
る
と
い
、
フ
傾
向
が
み

ら
れ
る
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
「
妖
尼
公
」
に
つ
い
て
は
、
「
こ
の
一
篇
だ
け

が
珍
し
く
完
備
し
て
い
る
の
で
、
こ
、
に
挙
げ
て
お
く
（
な
ほ
天
理
本
に
こ
れ

よ
り
も
文
章
の
長
く
詳
し
い
断
片
も
あ
る
）
」
と
い
う
注
記
が
あ
る
か
ら
、
冊
子

本
が
選
ば
れ
た
の
は
、
唯
一
首
尾
整
っ
た
稿
で
あ
る
こ
と
が
大
き
な
理
由
と

な
っ
て
い
る
と
も
み
ら
れ
る
。
が
、
「
宮
木
が
塚
」
の
場
合
は
、
も
っ
と
積
極
的

に
冊
子
本
の
本
文
が
選
ば
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
翻
刻
の
状
況
を
詳
し
く

い
、
フ
、
と
、

１
、
冒
頭
↓
「
…
い
さ
、
か
の
罪
か
、
う
ぶ
り
て
」
ま
で
は
巻
子
本
を
採
用
（
こ

２
、
「
司
解
し
…
」
↓
「
…
な
ほ
ざ
り
に
の
み
過
ご
し
た
ま
へ
り
き
」
ま
で
は

冊
子
本
に
よ
る
（
こ
の
部
分
は
巻
子
本
に
も
あ
る
。
こ
れ
以
後
冊
子
本
は

の
部
分
、
冊
子
本
は
欠
）
。

春
雨
物
語
序
説
（
木
越
治
）

長
歌
の
前
あ
た
り
ま
で
欠
）
。

３
、
こ
れ
以
後
は
、
（
以
下
別
本
）
と
注
記
し
て
、
巻
子
本
の
本
文
を
、
欠
け

る
部
分
は
そ
の
ま
ま
に
し
て
最
後
ま
で
掲
げ
る
。

４
、
そ
の
後
に
、
「
又
一
種
、
こ
れ
は
物
語
よ
り
も
随
筆
に
入
る
べ
き
も
の
で

あ
る
、
フ
」
と
注
記
し
て
、
冊
子
本
の
末
尾
「
Ｐ
は
波
に
…
」
以
下
（
長
歌

は
省
略
）
を
翻
刻
。

と
い
う
ふ
う
で
、
本
来
な
ら
①
②
③
す
べ
て
巻
子
本
で
通
す
こ
と
が
可
能
で
あ

り
、
そ
の
方
が
自
然
だ
と
考
え
ら
れ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
冊
子
本
の
存
す
る

②
の
部
分
の
み
特
に
優
先
的
に
冊
子
本
を
採
用
す
る
と
い
う
処
置
を
取
っ
て
い

る
の
で
あ
る
。
こ
、
フ
し
た
態
度
は
、
巻
子
本
を
最
終
稿
と
み
な
す
現
在
の
通
説

に
反
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
が
ど
、
フ
い
う
根
拠
に
よ
る
も
の
な
の
か
は
は
っ

き
り
し
な
い
。
し
か
し
、
こ
れ
以
後
比
較
的
軽
視
さ
れ
る
こ
と
の
多
か
っ
た
冊

子
本
の
方
を
重
視
し
て
い
る
こ
と
は
記
憶
さ
れ
て
よ
い
と
思
う
。
ま
た
、
冊
子

本
の
末
尾
の
部
分
を
随
筆
的
な
も
の
と
み
な
し
て
い
る
こ
と
も
見
逃
せ
ぬ
指
摘

で
あ
り
一
考
に
値
す
る
。
こ
の
部
分
が
全
て
「
宮
木
が
塚
」
と
無
関
係
で
あ
る

と
は
言
い
切
れ
な
い
に
し
て
も
、
最
後
の
「
又
よ
め
る
…
」
以
下
の
一
節
な
ど

は
、
た
し
か
に
一
篇
の
物
語
の
締
め
く
く
り
と
し
て
は
、
不
審
な
点
が
多
い
か

ら
で
あ
る
。

全
体
と
し
て
、
藤
井
氏
に
よ
る
紹
介
は
、
簡
略
な
も
の
で
あ
る
が
、
冊
子
本
．

巻
子
本
の
比
重
の
置
き
方
を
は
じ
め
と
し
て
、
こ
れ
か
ら
後
も
考
え
て
行
く
べ

き
問
題
が
数
多
く
含
ま
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

一
○
八
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『
春
雨
物
語
』
諸
本
の
研
究
史
を
た
ど
る
こ
と
は
、
す
な
わ
ち
中
村
氏
の
研

究
の
道
程
を
検
討
し
て
い
く
こ
と
で
あ
る
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
だ
ろ

う
。
今
日
の
『
春
雨
物
語
』
研
究
の
基
礎
は
氏
に
よ
っ
て
築
か
れ
た
も
の
だ
か

ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
氏
の
手
に
な
る
『
春
雨
物
語
』
の
解
題
・
解
説
等
に
拠

り
な
が
ら
、
各
稿
本
の
本
文
を
つ
き
あ
わ
せ
て
い
く
と
、
お
の
ず
か
ら
い
く
つ

か
の
疑
問
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
そ
れ
は
主
と
し
て
、
各
作
品
の
底
本
と

し
て
採
用
さ
れ
な
か
っ
た
諸
稿
本
を
ど
う
位
置
づ
け
る
か
、
と
い
う
点
に
関
し

て
い
る
。
以
下
、
こ
の
点
を
中
心
に
、
年
代
順
に
氏
の
研
究
を
み
て
ゆ
き
た
い
。

中
村
氏
が
『
春
雨
物
語
』
に
ふ
れ
た
最
初
は
、
「
春
雨
物
語
の
こ
と
（
上
）
（
下
）
」

（
学
海
第
２
巻
第
８
号
・
第
３
巻
第
２
号
昭
和
別
年
皿
月
・
同
班
年
３
月
）

で
あ
る
。
天
理
本
と
富
岡
本
、
そ
れ
に
佐
藤
本
に
関
す
る
新
聞
記
事
に
よ
っ
て
、

『
春
雨
物
語
』
の
成
立
過
程
と
最
終
の
姿
を
想
定
し
よ
う
と
す
る
点
で
は
、
次

項
で
取
り
上
げ
る
積
善
館
版
『
春
雨
物
語
』
解
題
と
重
複
す
る
部
分
が
多
い
。

し
か
し
、
天
理
本
の
紹
介
に
つ
い
て
み
る
か
ぎ
り
、
こ
の
段
階
で
は
藤
井
氏
と

同
じ
く
、
冊
子
本
・
巻
子
本
の
区
別
は
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
い
さ
さ
か

長
い
引
用
に
な
る
が
、
そ
の
紹
介
の
部
分
を
引
い
て
み
よ
、
フ
。

今
一
つ
は
佐
藤
本
と
前
後
し
て
天
理
図
書
館
に
入
っ
た
秋
成
自
筆
反
古
二

百
枚
程
の
中
で
、
同
じ
書
き
様
の
数
十
枚
を
整
理
す
る
と
そ
れ
は
や
は
り

（
３
）
中
村
幸
彦
氏
の
研
究

（
ａ
）
春
雨
物
語
の
こ
と
（
上
）
（
下
）

春
雨
物
語
序
説
（
木
越
治
）

春
雨
物
語
の
草
稿
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
藤
井
紫
影
博
士
が
雑
誌
「
国
語
国

文
」
（
昭
和
十
八
年
十
一
月
号
）
に
御
紹
介
下
さ
っ
た
。
こ
れ
は
各
篇
共
に

断
片
で
完
備
し
た
の
は
一
篇
。
し
か
し
か
つ
て
は
整
備
し
て
い
た
と
見
え

後
人
の
序
が
一
枚
そ
な
は
っ
て
居
る
。
所
収
の
篇
の
名
は
紙
の
継
目
等
に

従
い
順
序
を
立
て
、
い
ふ
と
、
血
か
た
び
ら
、
天
津
乙
女
、
妖
尼
公
、
目

一
つ
の
神
、
二
世
の
縁
の
五
つ
は
初
め
か
ら
順
に
な
ら
び
、
内
容
の
年
代

順
に
従
っ
た
も
の
、
如
く
で
あ
る
。
順
序
不
明
で
は
、
海
賊
、
宮
木
家
、

楠
公
雨
夜
が
た
り
、
捨
石
丸
、
は
ん
か
い
、
題
不
明
（
長
者
長
屋
か
）
一

篇
で
、
計
十
一
篇
外
に
宮
木
家
、
妖
尼
公
の
推
敲
を
経
て
文
章
整
然
た
る

一
群
と
拾
之
下
奨
噌
と
し
た
一
葉
と
が
あ
る
。
こ
の
天
理
本
に
あ
っ
て
富

岡
本
に
な
い
の
が
、
妖
尼
公
、
宮
木
家
、
楠
公
雨
夜
が
た
り
、
二
世
の
縁
、

題
不
明
（
長
者
長
屋
か
）
、
捨
石
丸
の
六
つ
、
佐
藤
本
に
な
い
の
が
妖
尼
公
、

宮
木
家
、
楠
公
雨
夜
が
た
り
、
二
世
の
縁
の
四
つ
、
佐
藤
本
に
あ
っ
て
天

理
本
に
な
い
の
が
、
題
不
明
を
長
者
長
屋
な
り
と
す
れ
ば
茶
神
の
物
語
と

壬
申
の
乱
の
二
つ
と
な
る
。
天
理
本
と
富
岡
本
を
今
照
合
す
る
に
、
天
理

本
の
方
文
章
精
練
を
か
き
ま
、
改
訂
加
筆
が
あ
っ
て
、
富
岡
本
が
そ
の
改

訂
に
従
っ
て
居
る
等
、
富
岡
本
に
先
行
す
る
草
稿
で
あ
る
こ
と
は
明
か
で

あ
る
。
又
全
篇
を
集
め
て
書
名
を
附
し
た
あ
と
も
な
く
各
篇
の
順
次
を
定

め
て
番
号
を
附
す
と
い
ふ
こ
と
も
な
く
佐
藤
本
に
比
し
て
も
天
理
本
は
よ

り
早
い
草
稿
ら
し
い
。
先
ず
初
稿
天
理
本
二
稿
佐
藤
本
、
最
終
富
岡
本
の

順
が
な
り
立
つ
。

こ
の
よ
、
フ
に
、
巻
子
本
と
冊
子
本
は
特
に
区
別
さ
れ
ず
天
理
本
と
し
て
一
括
さ

れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
（
下
）
に
お
け
る
成
立
事
情
に
つ
い
て
の

考
察
の
な
か
に
は
、

一
○
九
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考
へ
れ
ば
天
理
本
の
奨
噌
拾
之
下
や
別
稿
の
宮
木
家
は
富
岡
本
の
一
部

で
あ
っ
て
什
之
上
と
あ
る
奨
噌
上
に
応
じ
、
鉄
け
た
部
分
を
補
ふ
。
富
岡

本
は
早
く
か
ら
鉄
け
て
わ
か
れ
た
の
で
は
な
か
ら
》
フ
か
。
こ
れ
又
全
く
の

想
像
で
あ
る
。

と
い
、
フ
一
節
も
あ
っ
て
、
巻
子
本
に
あ
る
「
宮
木
が
塚
」
や
「
奨
噌
」
に
関
し

て
は
富
岡
本
の
わ
か
れ
と
み
な
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
考
え
方
は
す
で
に
示
さ

れ
て
い
る
。
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
、
（
下
）
の
冒
頭
に
あ
る
「
捨
石
丸
」
の
翻

刻
に
お
い
て
冊
子
本
と
巻
子
本
か
区
別
さ
れ
て
い
な
い
例
に
示
さ
れ
て
い
る
ご

と
く
、
今
日
の
よ
う
に
形
態
上
か
ら
両
者
を
区
別
し
て
行
く
と
い
、
フ
ふ
う
に
は

な
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

こ
の
ほ
か
、
さ
き
の
引
用
の
中
で
「
血
か
た
び
ら
」
か
ら
「
二
世
の
縁
」
ま

で
を
一
続
き
と
み
な
し
て
い
る
こ
と
に
も
注
意
す
べ
き
で
あ
る
（
こ
の
点
は
積

善
館
版
解
題
に
も
踏
襲
さ
れ
て
い
る
）
。
こ
れ
は
、
冊
子
本
二
十
五
オ
の
「
妖
尼

公
」
の
始
ま
る
前
に
あ
る
四
行
分
を
「
天
津
処
女
」
の
末
尾
の
部
分
と
み
な
し

た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
「
題
不
明
（
長
者
長
屋
か
）
」
と
あ
る
の

は
、
後
の
各
篇
ご
と
の
記
述
に
よ
れ
ば
、
巻
子
本
に
あ
る
「
二
世
の
縁
」
の
中

間
部
断
片
で
あ
り
、
「
妖
尼
公
の
推
敲
を
経
て
整
然
た
る
一
群
」
と
い
う
の
も
、

や
は
り
巻
子
本
「
妖
尼
公
」
を
さ
す
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
「
妖
尼
公
」
に
つ
い

て
は
、

妖
尼
公
は
完
備
し
た
唯
一
の
も
の
で
藤
井
博
士
が
御
紹
介
す
み
で
あ
る
。

そ
し
て
こ
れ
よ
り
も
更
に
別
稿
で
描
写
の
精
密
が
加
へ
ら
れ
、
そ
れ
以
上

に
推
敲
さ
れ
た
も
の
が
既
に
鹿
田
本
胆
大
小
心
録
に
入
っ
て
世
の
知
る
所

で
あ
る
。

と
記
さ
れ
て
い
て
、
こ
の
作
品
の
場
合
は
、
冊
子
本
↓
巻
子
本
↓
胆
大
小
心
録

春
雨
物
語
序
説
（
木
越
治
）

昭
和
二
十
二
年
四
月
に
積
善
館
よ
り
刊
行
さ
れ
た
『
春
雨
物
語
』
の
解
題
は
、

文
化
五
年
本
の
出
現
以
前
に
書
か
れ
た
も
の
で
あ
り
な
が
ら
、
今
日
で
も
な
お

『
春
雨
物
語
』
研
究
の
基
礎
的
な
文
献
と
し
て
ゆ
る
ぎ
な
い
位
置
を
占
め
て
い

る
。
現
在
で
は
、
『
中
村
幸
彦
著
述
集
』
第
十
四
巻
「
書
誌
聚
談
」
（
中
央
公
論

社
昭
和
邪
年
３
月
刊
）
に
も
収
録
さ
れ
て
い
て
、
容
易
に
見
る
こ
と
が
で
き

ヲ
〈
》
◎

こ
の
解
題
に
関
し
て
は
、
な
に
よ
り
も
ま
ず
、
巻
子
本
と
冊
子
本
が
明
確
に

と
い
、
フ
改
稿
の
プ
ロ
セ
ス
が
考
え
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
ほ
か
、
「
妖

尼
公
」
「
楠
公
雨
夜
が
た
り
」
の
腹
稿
に
つ
い
て
も
初
期
の
草
稿
と
し
て
ふ
れ
ら

れ
て
お
り
、
「
歌
の
ほ
ま
れ
」
に
つ
い
て
も
、
「
鴛
央
行
」
と
の
関
係
で
、

麦
に
秋
成
ら
し
い
鴛
央
行
な
る
好
も
し
い
一
篇
は
、
そ
の
所
論
に
も
見
え
、

天
理
本
宮
木
家
別
巻
に
も
「
歌
の
ほ
ま
れ
」
と
題
し
て
附
さ
れ
て
ゐ
て
、

や
は
り
こ
の
頃
の
作
で
あ
る
。
こ
の
篇
が
ど
う
し
て
春
雨
物
語
に
入
ら
な

い
と
は
云
へ
ぬ
。
問
題
の
解
決
は
一
応
富
岡
本
の
原
本
と
鴛
央
行
の
原
本

の
書
き
様
の
比
較
検
討
に
か
、
る
が
、
そ
こ
迄
未
だ
手
が
及
ん
で
な
い
こ

と
を
恨
む
。

と
書
か
れ
て
い
る
。
が
、
巻
子
本
に
あ
る
は
ず
の
「
死
首
の
ゑ
が
ほ
」
の
末
尾

一
葉
に
つ
い
て
は
全
く
ふ
れ
ら
れ
て
い
な
い
。

全
体
と
し
て
こ
の
論
文
は
、
次
項
で
取
り
上
げ
る
積
善
館
版
解
題
の
準
備
稿

的
な
性
格
を
も
っ
て
い
る
よ
、
う
で
、
整
理
途
中
の
稿
本
に
関
す
る
中
間
報
告
的

意
味
を
も
つ
も
の
と
思
わ
れ
る
。

（
ｂ
）
積
善
館
版
『
春
雨
物
語
』
解
題

一

一

○



254

区
別
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
挙
げ
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
、
フ
。
ま
ず
、
冊
子
本
の
方

に
つ
い
て
は
、

冊
子
を
な
す
べ
き
断
片
を
、
そ
う
し
た
順
序
を
追
っ
て
い
え
ば
、
後
人
の

附
し
た
か
と
思
わ
れ
る
「
序
」
一
丁
、
「
血
か
た
び
ら
」
が
巻
頭
ら
し
く
て

十
丁
、
つ
づ
い
て
「
天
津
処
女
」
は
重
複
す
る
部
分
も
あ
っ
て
九
丁
、
次

に
「
妖
尼
公
」
四
丁
、
「
目
ひ
と
つ
の
神
」
七
丁
、
つ
い
で
「
二
世
の
縁
」

が
二
丁
あ
る
が
、
こ
れ
は
全
く
重
複
し
て
い
る
。
以
上
が
大
体
配
列
順
の

明
瞭
な
も
の
で
あ
り
、
中
に
、
「
妖
尼
公
」
「
目
ひ
と
つ
の
神
」
の
二
篇
は

完
備
し
て
い
る
。
外
に
順
序
不
明
な
れ
ど
、
同
書
中
と
み
と
め
ら
れ
る
も

の
、
「
海
賊
」
四
丁
、
た
だ
し
重
な
る
部
分
が
あ
る
。
題
不
明
な
れ
ど
富
岡

本
に
比
較
し
て
「
奨
噌
」
上
に
あ
た
る
部
分
五
丁
に
、
「
楠
公
雨
夜
が
た
り
」

三
丁
、
題
不
明
で
「
捨
石
丸
」
と
い
う
男
を
主
人
公
と
す
る
佐
藤
本
の
「
捨

石
丸
」
に
あ
た
る
も
の
四
丁
、
宮
木
な
る
神
崎
の
遊
女
の
こ
と
を
書
い
た

五
丁
、
こ
れ
は
巻
子
の
方
に
「
宮
木
が
塚
」
な
る
篇
名
を
附
し
た
も
の
が

あ
っ
て
、
同
じ
篇
の
草
稿
と
判
明
す
る
。
そ
れ
か
ら
全
然
、
見
当
の
つ
か

い
も
の
一
丁
、
し
か
し
そ
れ
は
或
は
「
二
世
の
縁
」
の
一
部
か
と
も
思
わ

れ
る
（
補
、
後
こ
の
一
丁
を
巻
子
本
に
移
す
）
。
別
に
、
半
紙
で
、
「
楠
公

雨
夜
が
た
り
」
と
「
妖
尼
公
」
の
腹
案
を
は
し
り
書
い
た
よ
う
な
の
が
、

各
二
丁
と
一
丁
と
あ
り
、
以
上
計
五
十
八
丁
で
あ
る
。
な
お
「
天
津
処
女
」

を
書
い
た
一
丁
の
う
ち
に
は
序
の
草
案
が
し
た
た
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ

を
と
り
あ
え
ず
一
冊
子
に
製
本
し
た
。
（
引
用
は
著
述
集
に
よ
る
。
（
）

内
は
著
述
集
収
録
に
あ
た
っ
て
補
わ
れ
た
も
の
）

と
あ
る
。
も
と
冊
子
本
に
あ
っ
た
「
二
世
の
縁
」
の
中
間
部
断
片
が
後
に
巻
子

本
に
移
さ
れ
た
事
情
は
、
冊
子
本
の
翻
刻
中
に
あ
っ
た
貼
紙
等
に
よ
っ
て
も
明

春
雨
物
語
序
説
（
木
越
治
）

ら
か
で
あ
る
が
、
そ
の
こ
と
を
除
け
ば
、
他
は
す
べ
て
現
在
の
冊
子
本
そ
の
ま

ま
で
あ
る
。
巻
子
本
に
つ
い
て
も
、

巻
子
を
な
し
て
居
た
と
思
わ
れ
る
の
は
、
「
歌
の
ほ
ま
れ
」
と
い
う
後
述
の

「
鴛
央
行
」
と
同
テ
ー
マ
の
文
章
に
つ
づ
い
て
、
「
宮
木
が
塚
」
と
題
す
る

一
篇
の
前
半
が
一
巻
を
な
す
。
巻
首
の
部
分
は
欠
け
て
い
る
が
「
宮
木
が

塚
」
の
後
半
と
思
わ
れ
る
も
の
が
又
一
巻
を
な
す
。
こ
れ
は
前
の
冊
子
本

中
五
丁
あ
る
遊
女
宮
木
の
こ
と
を
記
し
た
も
の
と
同
じ
く
、
更
に
そ
れ
を

推
敲
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
外
に
巻
端
に
拾
之
下
と
あ
る
も
の
一
葉
、
こ

れ
は
言
わ
ず
と
も
「
埜
噌
」
下
に
あ
た
る
。
内
容
か
ら
見
て
冊
子
本
の
「
捨

石
丸
」
の
別
稿
と
思
わ
れ
る
二
断
片
に
、
全
然
題
名
不
明
の
も
の
一
葉
、

従
っ
て
そ
れ
は
『
春
雨
物
語
』
の
一
部
で
あ
る
か
否
か
も
わ
か
ら
な
い
。

た
だ
し
小
説
の
断
片
に
は
相
違
な
い
。
そ
れ
に
「
妖
尼
公
」
の
冊
子
本
所

収
の
そ
れ
よ
り
は
一
段
と
詳
密
に
叙
述
さ
れ
た
も
の
、
こ
れ
は
重
複
し
た

部
分
も
あ
る
が
、
数
片
あ
る
。
便
宜
上
こ
れ
を
も
又
一
巻
に
製
し
た
。

と
あ
っ
て
、
こ
こ
に
い
、
フ
「
全
然
題
名
不
明
の
も
の
一
葉
」
と
い
、
７
の
が
文
化

五
年
本
の
出
現
に
よ
っ
て
「
死
首
の
ゑ
が
ほ
」
末
尾
の
断
片
で
あ
る
こ
と
が
判

明
し
た
こ
と
及
び
前
項
注
記
の
ご
と
く
の
ち
に
冊
子
本
か
ら
「
二
世
の
縁
」
の

中
間
部
断
片
が
移
さ
れ
た
こ
と
を
付
け
加
え
れ
ば
、
こ
の
引
用
部
分
は
そ
の
ま

ま
現
在
の
巻
子
本
に
つ
い
て
の
解
説
と
な
る
。
す
な
わ
ち
、
天
理
本
に
関
し
て

は
、
前
二
項
で
み
た
ご
と
き
未
分
化
な
状
態
を
経
た
の
ち
、
ほ
ぼ
こ
の
時
点
で
、

巻
子
本
・
冊
子
本
の
区
別
が
確
定
し
、
整
理
が
終
わ
っ
て
現
在
に
至
っ
て
い
る

わ
け
で
あ
る
。

で
は
、
こ
れ
ら
天
理
本
二
種
と
富
岡
本
及
び
佐
藤
本
と
の
関
係
は
ど
の
よ
う

に
考
え
ら
れ
て
い
る
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
ま
ず
、
富
岡
本
、
天
理
巻
子
本
、

一
一
一
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佐
藤
本
が
い
ず
れ
も
巻
子
で
あ
る
ゆ
え
を
も
っ
て
、
「
同
時
に
書
か
れ
た
連
の
別

れ
別
れ
に
な
っ
た
も
の
」
と
い
う
可
能
性
が
考
え
ら
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
実

際
に
は
、「

什
之
上
」
と
巻
頭
に
あ
っ
た
と
い
う
富
岡
本
「
奨
噌
」
上
と
、
「
拾
之
下
」

と
現
に
あ
る
天
理
本
同
下
は
、
対
を
な
す
と
も
思
え
る
。
富
岡
本
で
、
上

下
の
空
白
が
広
く
、
や
や
細
字
の
「
海
賊
」
と
、
同
じ
書
き
ぶ
り
の
天
理

本
、
「
歌
の
ほ
ま
れ
」
「
宮
木
が
塚
」
と
、
た
だ
し
こ
の
巻
端
に
は
番
号
は

な
か
っ
た
。
大
き
な
文
字
が
間
に
混
じ
て
上
下
の
空
白
の
狭
い
富
岡
本
の

「
天
津
処
女
」
と
、
同
じ
よ
う
な
天
理
本
、
「
捨
石
丸
」
と
も
、
同
じ
頃
の

筆
と
考
え
れ
ば
考
え
ら
れ
る
。
佐
藤
本
に
就
い
て
は
、
も
し
全
部
が
同
じ

書
き
ざ
ま
で
あ
る
と
す
る
と
、
富
岡
本
、
天
理
本
と
重
複
す
る
も
の
が
あ
っ

て
、
別
の
時
に
書
か
れ
た
も
の
と
な
り
、
連
と
は
な
ら
な
い
。
各
々
書
き

ざ
ま
を
異
に
す
る
場
合
に
の
み
こ
の
問
題
の
中
に
入
っ
て
来
る
。
そ
し
て

富
岡
本
と
佐
藤
本
の
重
複
し
た
部
分
に
つ
い
て
見
る
と
、
新
聞
の
写
真
で

不
明
瞭
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
掲
げ
ら
れ
た
「
血
か
た
び
ら
」
の
書
き
ざ
ま

は
、
大
き
な
文
字
を
、
早
い
勢
で
筆
を
走
ら
せ
て
あ
っ
て
、
富
岡
本
の
「
血

か
た
び
ら
」
の
、
か
な
り
丁
寧
に
、
線
の
あ
る
用
紙
に
、
整
正
に
書
き
初

め
ら
れ
た
の
に
比
し
て
、
佐
藤
本
の
方
が
富
岡
本
に
先
立
っ
た
稿
で
あ
る

こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。
常
識
的
に
考
え
て
、
秋
成
の
墓
も
あ
っ
て
、
彼

に
つ
い
て
全
然
無
智
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
な
い
西
福
寺
で
襖
の
下
貼
に
用

い
ら
れ
た
の
は
、
更
に
稿
を
改
め
た
も
の
が
あ
っ
た
か
ら
だ
と
も
、
或
は

既
に
反
古
と
認
め
ら
れ
る
状
態
に
あ
っ
た
か
ら
だ
と
も
想
像
さ
れ
て
、
兎

も
角
巻
子
と
し
て
持
伝
え
て
来
た
富
岡
本
の
方
が
、
佐
藤
本
に
比
し
て
、

あ
る
意
味
の
浄
書
本
で
あ
る
だ
ろ
う
。
天
理
巻
子
本
も
亦
、
富
岡
本
に
対

春
雨
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し
て
佐
藤
本
と
同
じ
く
、
草
稿
と
考
え
ね
ば
な
ら
ぬ
部
分
も
あ
る
か
も
し

れ
な
い
。

と
あ
っ
て
、
天
理
巻
子
本
の
「
奨
噌
」
下
「
宮
木
が
塚
」
「
歌
の
ほ
ま
れ
」
「
捨

石
丸
」
な
ど
は
富
岡
本
と
対
に
な
る
稿
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
が
、
佐
藤

本
や
天
理
巻
子
本
の
他
の
篇
に
つ
い
て
は
、
む
し
ろ
富
岡
本
に
先
立
つ
草
稿
と

考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

で
は
、
冊
子
本
に
つ
い
て
は
ど
う
か
。

天
理
冊
子
本
を
、
富
岡
本
や
天
理
巻
子
本
に
比
較
す
る
に
、
「
妖
尼
公
」
の

腹
案
は
勿
論
の
こ
と
、
巻
子
本
の
「
妖
尼
公
」
は
、
今
『
胆
大
小
心
録
』

に
治
め
ら
れ
て
い
る
、
そ
れ
に
比
し
て
大
差
は
な
い
け
れ
ど
も
、
冊
子
本

の
方
は
か
な
り
に
簡
略
で
あ
る
。
冊
子
本
で
最
も
体
を
整
え
て
い
る
「
血

か
た
び
ら
」
「
天
津
処
女
」
の
二
篇
に
し
て
も
、
富
岡
本
の
所
収
の
そ
れ
に

比
し
て
、
雑
な
点
が
目
立
ち
、
重
複
の
部
分
で
、
補
正
さ
れ
た
点
が
、
富

岡
本
の
本
文
に
な
っ
て
い
る
所
か
ら
見
て
も
、
冊
子
本
は
、
富
岡
本
に
か

な
り
先
ん
じ
た
草
稿
で
あ
っ
た
。
「
海
賊
」
「
目
ひ
と
つ
の
神
」
の
二
篇
は
、

筋
こ
そ
同
一
で
あ
れ
、
そ
の
描
写
も
、
論
旨
も
、
頗
る
簡
単
で
、
文
章
に

い
た
っ
て
は
、
富
岡
本
に
於
い
て
面
目
を
一
新
し
て
い
る
。
序
の
如
き
も

か
な
り
の
相
違
が
あ
り
、
冊
子
本
か
ら
富
岡
本
や
、
巻
子
本
に
い
た
る
の

間
、
尚
一
、
二
回
の
補
修
が
あ
っ
た
も
の
と
推
量
出
来
る
。
そ
し
て
佐
藤

本
の
あ
る
部
分
、
「
血
か
た
び
ら
」
の
如
き
は
、
こ
の
間
の
補
修
本
と
考
え

ら
れ
る
。
佐
藤
本
に
は
冊
子
本
に
は
み
ら
れ
な
い
順
序
づ
け
が
ほ
ど
こ
さ

れ
て
い
る
の
も
そ
の
一
証
と
な
る
、
フ
。

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
天
理
冊
子
本
は
、
富
岡
本
や
天
理
巻
子
本
は
も
ち
ろ
ん
の
こ

と
、
佐
藤
本
に
も
先
立
つ
草
稿
と
さ
れ
て
い
る
。
全
体
と
し
て
佐
藤
本
は
未
見

一
一
一
一
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で
あ
る
が
ゆ
え
に
か
え
っ
て
重
視
さ
れ
る
傾
向
が
あ
っ
た
よ
、
フ
に
思
わ
れ
る

が
、
そ
の
点
は
（
１
）
で
の
べ
た
ご
と
き
事
情
も
あ
る
こ
と
ゆ
え
こ
こ
で
は
問

題
に
し
な
い
。
ま
た
、
富
岡
本
・
巻
子
本
・
冊
子
本
の
三
者
を
比
較
す
れ
ば
、

こ
の
段
階
で
は
、
冊
子
本
が
一
番
の
草
稿
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
も
自
然
な
こ

と
と
い
え
る
。
た
だ
、
各
篇
ご
と
の
記
述
の
な
か
で
、
「
海
賊
」
「
目
ひ
と
つ
の

神
」
の
成
立
時
期
及
び
稿
本
相
互
の
関
係
に
つ
い
て
言
及
し
た
な
か
に
い
さ
さ

か
気
に
な
る
箇
所
が
あ
る
。
そ
の
部
分
を
引
い
て
み
る
。

［
海
賊
］

尚
こ
の
「
海
賊
」
の
製
作
年
代
を
推
察
す
る
鍵
は
あ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ

は
本
篇
に
も
見
え
る
『
万
葉
』
の
考
証
が
、
同
じ
く
の
っ
て
居
る
秋
成
の

著
述
寛
政
六
年
の
『
万
葉
集
会
説
』
、
寛
政
十
二
年
の
『
楢
の
杣
』
序
例
、

文
化
元
年
の
『
金
砂
剰
言
』
、
極
晩
年
と
推
定
さ
れ
る
『
史
論
』
等
を
配
列

し
、
そ
の
発
展
進
歩
の
段
階
を
見
き
わ
め
、
こ
の
「
海
賊
」
中
の
所
説
が
、

ど
れ
に
最
も
近
い
か
を
吟
味
す
る
方
法
で
あ
る
。
…
：
…
。
こ
れ
に
よ
り
て

考
え
る
に
富
岡
本
の
こ
の
篇
は
、
『
楢
の
杣
』
の
な
っ
た
寛
政
十
二
年
四
月

の
後
、
『
金
砂
』
の
な
っ
た
文
化
元
年
正
月
よ
り
前
に
書
か
れ
た
と
決
定
し

て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
…
・
…
：
富
岡
本
に
先
立
っ
た
天
理
冊
子
本
は
遺
憾
な

が
ら
、
前
後
の
み
残
っ
て
、
中
心
を
な
す
今
問
題
の
部
分
を
欠
く
故
に
、

何
時
頃
と
定
め
が
た
い
が
、
恐
ら
く
は
寛
政
十
二
年
四
月
の
前
後
に
天
理

冊
子
本
の
如
き
が
な
っ
て
、
文
化
元
年
正
月
や
や
以
前
に
富
岡
本
の
形
を

と
っ
て
居
た
の
で
あ
る
。
…
…
…
こ
こ
で
天
理
冊
子
本
所
収
の
「
海
賊
」

の
成
立
を
寛
政
十
二
年
前
後
と
見
れ
ば
、
同
体
裁
に
し
た
た
め
ら
れ
、
既

に
や
や
整
備
し
た
「
血
か
た
び
ら
」
「
天
津
処
女
」
の
二
篇
は
、
そ
の
頃
よ

り
先
に
書
出
さ
れ
た
こ
と
は
明
ら
か
に
な
る
の
で
あ
る
。

春
雨
物
語
序
説
（
木
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［
目
ひ
と
つ
の
神
］

今
天
理
冊
子
本
に
お
さ
ま
る
、
「
海
賊
」
及
び
「
目
ひ
と
つ
の
神
」
の
二
篇

を
、
こ
れ
が
補
修
さ
れ
た
富
岡
本
の
各
々
と
そ
の
補
修
の
度
を
比
較
し
て

見
る
時
に
、
そ
れ
は
「
血
か
た
び
ら
」
「
天
津
処
女
」
の
二
篇
に
比
し
て
甚

し
い
も
の
だ
と
は
前
述
し
た
が
、
一
々
例
示
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
け
れ

ど
も
、
ほ
ぼ
同
程
度
で
あ
っ
て
、
内
容
に
も
共
に
文
学
論
が
あ
っ
て
相
似

た
こ
の
二
篇
が
ほ
ぼ
同
時
に
補
修
さ
れ
て
行
っ
た
も
の
な
る
こ
と
は
疑
い

な
い
と
思
う
。
…
…
…
そ
の
成
立
は
「
海
賊
」
と
同
じ
く
寛
政
十
二
年
前

後
に
天
理
冊
子
本
が
な
り
、
富
岡
本
の
姿
に
な
っ
た
の
も
同
じ
く
亦
文
化

元
年
の
頃
で
あ
ろ
う
。
私
は
こ
こ
で
補
修
の
甚
し
い
こ
と
を
言
っ
た
が
、

そ
れ
は
文
飾
の
上
に
つ
い
て
で
あ
っ
て
、
内
容
や
構
成
の
大
体
は
既
に
天

理
冊
子
本
に
出
来
上
が
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
記
述
に
よ
れ
ば
、
冊
子
本
の
「
血
か
た
び
ら
」
と
「
天
津
処
女
」
の
本
文

は
何
度
か
推
敲
過
程
を
経
た
も
の
で
、
富
岡
本
に
よ
り
近
い
本
文
を
も
っ
て
い

る
が
、
同
じ
冊
子
本
で
も
「
目
ひ
と
つ
の
神
」
の
方
は
、
「
海
賊
」
と
同
様
に
初

稿
に
近
い
状
態
の
も
の
で
、
富
岡
本
の
本
文
に
至
る
ま
で
に
は
な
お
か
な
り
の

補
修
を
経
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
も
の
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
冊
子
本
の
「
海

賊
」
を
初
稿
と
認
定
す
る
の
は
異
論
の
な
い
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
が
、
「
目
ひ
と
つ

の
神
」
に
つ
い
て
も
同
じ
こ
と
が
い
え
る
か
ど
う
か
。
「
共
に
文
学
論
が
あ
っ
て

相
似
」
て
い
る
と
い
う
だ
け
で
そ
の
よ
う
に
判
断
す
る
の
は
い
さ
さ
か
早
計
に

す
ぎ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
私
と
し
て
は
、
冊
子
本
「
目
ひ
と
つ
の

神
」
は
同
「
血
か
た
び
ら
」
「
天
津
処
女
」
と
同
程
度
か
あ
る
い
は
そ
れ
以
上
に

富
岡
本
に
近
い
と
断
定
し
て
い
い
と
考
え
て
い
る
。
ま
た
、
そ
う
で
な
い
と
、

冊
子
本
に
お
い
て
、
「
血
か
た
び
ら
」
「
天
津
処
女
」
「
妖
尼
公
」
「
目
ひ
と
つ
の

一
一
一
一
一
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神
」
「
二
世
の
縁
」
の
五
篇
が
こ
の
順
で
配
列
さ
れ
て
い
る
こ
と
の
説
明
が
つ
か

な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
こ
の
こ
と
は
、
文
化
五
年
本
を
介
在
さ
せ
て
比

較
し
て
み
れ
ば
よ
り
は
っ
き
り
す
る
は
ず
だ
が
、
単
に
富
岡
本
と
冊
子
本
を
比

較
し
た
だ
け
で
も
い
え
る
こ
と
だ
と
思
う
の
で
あ
え
て
こ
こ
で
問
題
に
し
て
お

く
次
第
で
あ
る
。

な
お
、
こ
の
他
に
も
、
「
妖
尼
公
」
「
宮
木
が
塚
」
「
歌
の
ほ
ま
れ
」
等
の
項
で

各
稿
本
に
つ
い
て
の
言
及
が
あ
る
が
、
こ
れ
ら
は
す
で
に
引
い
た
と
こ
ろ
と
重

な
る
も
の
が
多
く
、
特
に
問
題
に
す
る
ほ
ど
の
こ
と
も
な
い
の
で
省
略
に
従
う
。

と
も
あ
れ
、
こ
、
フ
し
た
天
理
本
・
富
岡
本
を
中
心
と
す
る
各
篇
ご
と
の
検
討

に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
結
論
が
そ
の
ま
ま
本
文
篇
に
も
反
映
し
て
い
る
わ
け
で
あ

る
。
す
な
わ
ち
、
そ
こ
で
紹
介
さ
れ
て
い
る
の
は
、
富
岡
本
五
篇
及
び
「
妖
尼

公
」
以
外
の
天
理
巻
子
本
す
べ
て
（
た
だ
し
、
「
歌
の
ほ
ま
れ
」
は
解
題
中
に
引

か
れ
て
い
る
）
、
そ
れ
に
冊
子
本
の
「
二
世
の
縁
」
「
捨
石
丸
」
「
楠
公
雨
夜
が
た

り
」
（
同
腹
稿
も
解
題
中
に
引
か
れ
て
い
る
）
の
全
部
と
「
宮
木
が
塚
」
の
末
尾
、

そ
し
て
「
茶
神
の
物
語
」
「
鴛
央
行
」
で
あ
る
。

そ
し
て
、
こ
の
解
題
に
お
け
る
『
春
雨
物
語
』
の
最
終
形
に
つ
い
て
の
推
測

は
、
や
が
て
出
現
し
た
文
化
五
年
本
に
よ
っ
て
九
割
ま
で
正
し
か
っ
た
こ
と
が

証
明
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
秋
成
研
究
史
上
の
快
挙
と
も
い
う
べ
き
出

来
事
で
あ
っ
た
が
、
問
題
は
、
以
後
こ
の
解
題
の
成
果
が
正
し
く
受
け
継
が
れ

発
展
さ
せ
ら
れ
て
行
か
な
か
っ
た
と
こ
ろ
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

昭
和
二
十
四
年
か
ら
二
十
七
年
に
か
け
て
、
相
次
い
で
、
文
化
五
年
本
の
写

（
Ｃ
）
文
化
五
年
本
の
出
現

春
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本
が
紹
介
さ
れ
た
。
最
初
に
出
現
し
た
漆
山
本
は
そ
れ
で
も
「
捨
石
丸
」
「
奨
噌
」

の
二
篇
を
欠
い
て
い
た
が
、
そ
の
翌
年
及
び
翌
々
年
に
出
た
桜
山
文
庫
本
・
西

荘
文
庫
旧
蔵
本
は
い
ず
れ
も
完
本
で
あ
っ
た
。
三
者
い
ず
れ
も
巻
末
に
「
文
化

五
年
春
三
月
／
瑞
龍
山
下
の
／
老
隠
戯
書
／
干
時
歳
七
十
五
」
と
い
う
奥
書
を

も
っ
て
お
り
、
成
立
時
期
も
明
確
で
あ
る
。

漆
山
本
に
つ
い
て
は
、
玉
井
乾
介
氏
「
漆
山
本
春
雨
物
語
に
つ
い
て
」
（
文
学

昭
和
別
年
１
月
）
に
紹
介
が
あ
り
、
翌
年
に
は
、
岩
波
文
庫
の
一
冊
と
し
て

刊
行
さ
れ
、
本
年
（
昭
和
六
十
年
）
二
月
に
は
、
青
裳
堂
書
店
よ
り
、
日
本
書

誌
学
大
系
三
十
三
（
別
冊
）
と
し
て
影
印
版
も
刊
行
さ
れ
て
い
る
。
玉
井
氏
の

論
文
中
に
は
、

漆
山
氏
は
本
書
を
春
雨
の
定
本
と
信
じ
、
そ
れ
が
全
て
の
論
述
の
基
礎
を

な
し
て
い
た
。
私
は
氏
と
同
じ
結
論
に
到
達
す
る
た
め
に
は
ま
だ
多
く
の

疑
問
が
解
決
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
思
う
。

と
い
う
一
節
が
あ
っ
て
、
所
蔵
者
で
あ
る
漆
山
氏
は
こ
の
写
本
を
定
本
（
最
終

稿
と
い
う
意
味
で
あ
ろ
う
）
と
み
な
し
て
い
た
の
に
対
し
て
、
玉
井
氏
と
し
て

は
そ
の
説
に
は
従
い
が
た
い
と
考
え
て
い
た
こ
と
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
。

桜
山
文
庫
本
発
見
の
経
緯
は
、
丸
山
季
夫
氏
「
春
雨
物
語
の
完
本
は
あ
っ
た
」

（
国
語
と
国
文
学
昭
和
恥
年
３
月
『
国
学
者
雑
孜
』
吉
川
弘
文
館
昭
和

師
年
９
月
刊
に
収
録
）
に
詳
し
く
、
同
年
五
月
に
は
古
典
文
庫
よ
り
刊
行
さ
れ

た
。
同
論
文
中
に
も
す
で
に
、
こ
の
桜
山
文
庫
本
は
「
秋
成
の
初
稿
本
か
ら
の

写
し
」
で
あ
ろ
う
と
書
か
れ
て
い
た
が
、
古
典
文
庫
の
解
説
（
『
国
学
史
上
の

人
々
』
吉
川
弘
文
館
昭
和
別
年
７
月
刊
に
収
録
）
に
お
い
て
、
こ
の
点
に

つ
い
て
の
よ
り
詳
し
い
検
討
が
な
さ
れ
て
い
る
。

然
ら
ば
五
巻
本
系
の
春
雨
物
語
、
漆
山
本
、
桜
山
文
庫
本
の
関
係
は
ど

一

一

四
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、
う
で
あ
ら
う
。
写
本
で
伝
へ
ら
れ
た
本
だ
け
に
、
皆
異
同
が
あ
る
。
然
し
、

天
理
本
、
旧
富
岡
本
の
五
巻
本
系
統
の
本
と
、
こ
の
桜
山
文
庫
本
及
び
漆

山
本
と
の
間
に
は
、
明
か
に
単
に
伝
写
の
誤
り
と
の
み
云
ひ
得
な
い
異
同

が
あ
る
。

第
一
話
の
血
か
た
び
ら
を
見
て
も
、
「
武
士
よ
こ
の
橋
板
の
平
ら
け
く

云
々
」
の
歌
が
あ
っ
て
、
「
こ
れ
を
歌
人
等
七
度
歌
ひ
上
ぐ
る
」
と
あ
る
後

に
、
「
網
代
の
波
は
今
日
見
ね
ど
」
に
初
ま
る
十
四
行
（
名
著
文
庫
本
）
ほ

ど
の
歌
の
応
答
の
あ
る
文
章
が
、
十
巻
本
の
桜
山
文
庫
本
漆
山
本
に
は
な

い
。
此
様
な
十
巻
本
と
、
五
巻
本
と
の
相
違
は
各
説
話
に
あ
る
。
尤
も
五

巻
本
に
も
天
理
本
と
旧
富
岡
本
と
の
間
に
、
異
同
が
あ
っ
て
、
富
岡
本
が

天
理
本
の
補
正
本
で
あ
ら
う
と
、
中
村
氏
も
云
っ
て
居
ら
れ
る
か
ら
、
こ

の
桜
山
文
庫
本
漆
山
本
の
原
本
が
先
ず
成
り
、
次
い
で
天
理
本
、
富
岡
本

と
の
推
敲
が
加
へ
ら
れ
て
行
っ
た
も
の
か
と
思
は
れ
る
。

こ
の
他
「
奨
噌
」
「
海
賊
」
の
例
も
引
か
れ
て
い
る
が
、
興
味
深
い
の
は
、
「
血

か
た
び
ら
」
に
関
し
て
、
文
化
五
年
本
↓
天
理
本
（
冊
子
本
を
さ
す
の
で
あ
る

、
フ
）
↓
富
岡
本
と
い
、
フ
改
稿
過
程
が
考
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
天
理
本

に
関
し
て
は
中
村
氏
の
解
題
に
よ
っ
た
ら
し
い
の
だ
が
、
そ
の
記
述
だ
け
で
は

文
化
五
年
本
が
冊
子
本
に
先
行
す
る
と
い
う
結
論
は
出
て
こ
な
い
は
ず
で
あ

る
。
果
し
て
ど
の
よ
う
な
根
拠
に
よ
る
も
の
な
の
か
、
今
更
故
人
で
あ
る
著
者

に
う
か
が
う
わ
け
に
は
い
か
な
い
と
は
い
え
、
私
自
身
の
結
論
と
も
一
致
し
て

い
る
だ
け
に
ぜ
ひ
と
も
知
り
た
い
気
が
す
る
。

中
村
幸
彦
氏
も
ま
た
天
理
図
書
館
に
は
い
っ
た
西
荘
文
庫
旧
蔵
本
の
紹
介
を

試
み
て
お
り
、
古
典
大
系
本
の
底
本
に
も
使
用
し
て
い
る
。
「
典
籍
」
第
四
号
（
昭

和
師
年
９
月
）
に
載
っ
た
臥
津
桂
醗
春
雨
物
語
に
つ
い
て
」
の
な
か
で
氏
は
、

春
雨
物
語
序
説
（
木
越
治
）

こ
の
写
本
が
馬
琴
の
『
近
世
物
之
本
江
戸
作
者
部
類
』
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
本

で
あ
る
こ
と
に
ふ
れ
た
あ
と
、
文
化
五
年
本
三
種
の
校
合
の
結
果
を
次
の
よ
う

に
述
べ
て
い
る
。

漆
山
本
と
鹿
島
本
と
は
極
め
て
近
い
関
係
の
同
系
に
あ
る
こ
と
は
、
漢

字
仮
名
の
配
合
の
極
似
に
よ
っ
て
も
一
目
で
わ
か
る
。
し
か
し
、
漆
山
本

が
校
訂
に
よ
っ
て
多
少
末
梢
部
を
変
へ
て
ゐ
る
を
考
慮
に
入
れ
て
も
、
相

違
は
や
は
り
あ
っ
て
、
親
子
関
係
よ
り
は
兄
弟
関
係
と
見
る
べ
き
で
あ
る
。

こ
の
二
書
の
関
係
に
つ
い
て
は
今
細
述
し
な
い
。
今
度
の
桂
窓
本
も
、
内

容
は
、
富
岡
本
や
、
天
理
図
書
館
蔵
の
初
稿
本
な
ど
と
は
違
っ
て
、
前
二

書
と
同
一
原
本
に
よ
る
こ
と
は
、
奥
の
同
一
を
以
っ
て
で
も
証
し
得
る
。

が
、
漢
字
仮
名
の
配
合
と
な
る
と
二
書
に
比
し
漢
字
が
遙
に
多
い
。
私
の

経
験
か
ら
す
る
と
、
桂
窓
本
の
方
が
、
秋
成
の
文
字
遣
を
伝
へ
て
ゐ
る
様

に
思
へ
る
。
の
み
な
ら
ず
難
読
で
あ
っ
た
文
字
は
、
読
め
い
ま
、
で
形
を

似
さ
せ
て
そ
の
ま
、
写
し
て
あ
る
。
文
字
も
一
寸
秋
成
に
似
る
が
、
鹿
島

本
と
比
較
す
る
に
、
二
つ
共
に
誤
脱
が
あ
っ
て
、
謄
写
本
な
ど
で
は
な
く
、

文
字
遣
も
改
め
た
の
で
は
な
い
か
と
疑
へ
る
所
も
若
干
は
あ
る
。

と
も
か
く
、
漆
山
本
鹿
島
本
二
本
の
も
と
と
な
っ
た
写
本
は
、
国
学
の

素
養
の
か
な
り
に
持
つ
人
に
よ
っ
て
、
読
み
易
く
書
き
改
め
ら
れ
た
も
の

で
あ
り
、
桂
窓
本
は
、
原
本
の
姿
を
、
存
し
よ
う
と
云
う
心
持
も
幾
分
あ
っ

て
写
し
た
も
の
で
あ
り
、
恐
ら
く
、
そ
れ
等
は
原
本
か
ら
写
し
た
も
の
で

あ
ら
う
。
原
本
及
び
三
書
の
関
係
を
図
示
す
れ
ば
次
の
如
く
で
も
あ
ら
う

か
。

一
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中
村
氏
の
手
に
な
る
岩
波
版
古
典
文
学
大
系
本
は
、
現
在
で
も
最
も
利
用
さ

れ
る
こ
と
の
多
い
テ
キ
ス
ト
と
い
え
よ
う
。
本
文
・
頭
注
・
補
注
と
も
に
行
き

届
い
た
も
の
で
あ
る
が
、
『
春
雨
物
語
』
の
解
説
に
関
し
て
は
問
題
が
い
く
つ
か

あ
る
。
ま
ず
、
そ
の
冒
頭
に
、

こ
の
物
語
は
、
寛
政
享
和
の
間
か
ら
、
折
に
ふ
れ
て
作
っ
た
短
編
の
集

で
、
度
々
改
稿
し
て
、
没
時
も
ま
だ
未
完
成
の
作
品
で
あ
っ
た
。
春
雨
草

紙
と
題
し
、
私
に
天
理
冊
子
本
と
称
し
た
な
ど
、
早
期
の
草
稿
で
、
不
完

全
な
が
ら
保
存
さ
れ
る
も
の
も
あ
る
。
そ
の
中
に
は
腹
案
の
み
で
終
り
、

以
下
、
桂
窓
本
に
「
死
首
の
ゑ
が
ほ
」
と
あ
り
、
他
二
本
に
「
死
骨
の
咲
顔
」

と
あ
る
の
は
、
原
本
に
は
「
死
首
の
咲
顔
」
と
あ
っ
た
で
あ
る
ミ
フ
こ
と
や
、
細

部
の
字
句
の
異
同
を
比
較
対
照
し
て
い
る
。

文
化
五
年
本
三
種
の
本
文
は
浅
野
三
平
氏
『
校
註
春
雨
物
語
』
（
桜
楓
社
昭

和
輔
年
９
月
刊
）
な
ど
に
よ
っ
て
対
照
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
三
者
の
関
係

に
つ
い
て
考
察
し
た
も
の
は
中
村
氏
の
こ
の
論
文
だ
け
と
い
っ
て
よ
く
、
そ
の

意
味
で
、
著
述
集
に
も
収
め
ら
れ
て
い
な
い
短
い
文
章
な
が
ら
、
忘
れ
て
な
ら

ぬ
も
の
だ
と
思
、
フ
。

（
ｄ
）
古
典
文
学
大
系
解
説

春
雨
物
語
序
説
（
木
越
治
）

原

島
本

窓
旧
蔵
本

山
本

結
局
は
こ
の
物
語
か
ら
除
か
れ
た
篇
も
混
じ
る
。
そ
れ
ら
初
期
の
稿
は
し

ば
ら
く
お
き
、
秋
成
の
手
で
、
こ
の
物
語
と
し
て
整
備
さ
れ
た
も
の
で
、

今
日
に
残
る
写
本
に
は
、
次
の
二
種
五
部
が
知
ら
れ
て
い
る
。

と
書
か
れ
て
い
て
、
以
下
、
文
化
五
年
本
三
種
と
最
終
稿
本
（
富
岡
本
・
天
理

巻
子
本
・
田
原
本
）
に
つ
い
て
の
解
説
に
続
く
。
つ
ま
り
、
文
化
五
年
本
出
現

以
後
の
こ
の
段
階
で
も
、
依
然
と
し
て
冊
子
本
は
「
早
期
の
草
稿
」
と
さ
れ
て

い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
冊
子
本
す
べ
て
を
そ
う
み
る
こ
と
は
で
き
な
い
の

で
は
な
い
か
、
少
な
く
と
も
、
冊
子
本
の
「
血
か
た
び
ら
」
「
天
津
処
女
」
「
目

ひ
と
つ
の
神
」
「
宮
木
が
塚
」
等
は
文
化
五
年
本
以
後
の
稿
で
あ
ろ
う
、
と
い
う

こ
と
を
本
文
の
比
較
を
中
心
に
し
て
述
べ
た
の
が
、
十
年
前
の
私
の
旧
稿
（
「
『
春

雨
物
語
』
の
成
立
ｌ
稿
本
群
の
検
討
を
通
じ
て
Ｉ
」
前
出
）
で
あ
っ
た
。
そ
の

結
論
に
つ
い
て
は
、
さ
ら
に
よ
り
厳
密
に
立
証
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
し
、

細
部
に
関
し
て
は
な
お
若
干
の
手
直
し
も
必
要
で
あ
ろ
う
が
、
基
本
的
に
は
変

更
の
必
要
は
な
い
と
考
え
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
旧
稿
発
表
以
前
は
も
ち
ろ

ん
、
そ
れ
以
後
に
お
い
て
も
、
冊
子
本
は
必
要
以
上
に
軽
視
さ
れ
て
き
た
と
思

う
。
積
善
館
版
解
題
の
書
か
れ
た
昭
和
二
十
二
年
の
時
点
で
冊
子
本
を
最
も
初

期
の
草
稿
と
み
な
す
の
は
自
然
な
こ
と
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
文
化
五
年
本
の

出
現
以
後
に
お
い
て
こ
の
問
題
は
当
然
も
、
フ
一
度
改
め
て
検
討
さ
れ
ね
ば
な
ら

な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
従
来
、
冊
子
本
の
位
置
づ
け
に

関
し
て
は
、
積
善
館
版
解
題
の
記
述
が
通
説
と
し
て
扱
わ
れ
、
改
め
て
検
討
さ

れ
る
こ
と
も
な
い
ま
ま
他
の
研
究
者
に
も
受
け
容
れ
ら
れ
て
い
っ
た
の
で
あ

ヲ
〈
》
◎

そ
の
具
体
的
な
例
と
し
て
、
昭
和
三
十
九
年
十
一
月
に
刊
行
さ
れ
た
高
田
衛

氏
の
『
上
田
秋
成
年
譜
考
説
』
（
明
善
堂
書
店
）
中
に
み
え
る
『
春
雨
物
語
』
関

一
一
一
ハ
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係
の
記
事
を
拾
っ
て
い
く
と
次
の
よ
、
フ
に
な
る
。

寛
政
十
一
年
某
月
こ
の
年
ま
で
に
、
初
稿
『
血
か
た
び
ら
』
、
同
『
天
津

処
女
』
成
る
か
。

寛
政
十
二
年
八
月
こ
の
頃
ま
で
に
、
『
海
賊
』
草
稿
、
『
目
ひ
と
つ
の
神
』

草
稿
が
あ
る
か
。

同
年
秋
加
島
村
に
往
き
、
翌
年
に
か
け
て
滞
在
し
た
。
ま
た
、

こ
の
間
に
『
宮
木
が
塚
』
草
稿
執
筆
と
推
定
さ
れ
る
。

享
和
二
年
某
月
こ
の
頃
、
『
春
雨
物
語
』
草
稿
本
（
天
理
冊
子
本
）
成

立
か
。

文
化
三
年
某
月
こ
の
春
ま
で
に
、
『
春
雨
草
紙
』
（
草
稿
）
執
筆
。

文
化
五
年
三
月
『
春
雨
物
語
』
（
文
化
五
年
本
）
を
編
成
し
た
。

す
な
わ
ち
、
こ
こ
で
も
、
依
然
と
し
て
冊
子
本
は
佐
藤
本
に
先
立
つ
草
稿
と
さ

れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、
中
村
博
保
氏
の
「
『
目
ひ
と
つ
の
神
』
研
究
」
（
『
近
世
中
期
文
学
の
研

究
』
所
収
明
善
堂
書
店
昭
和
Ⅲ
年
６
月
刊
）
で
も
、
対
照
さ
れ
る
べ
き
本

文
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
富
岡
本
・
文
化
五
年
本
・
佐
藤
本
の

三
種
で
、
冊
子
本
は
取
り
上
げ
ら
れ
ず
、
そ
の
こ
と
に
関
す
る
言
及
も
全
く
な

い
。
念
の
為
に
い
っ
て
お
け
ば
、
ご
く
最
近
出
版
さ
れ
た
『
日
本
古
典
文
学
大

辞
典
』
第
五
巻
（
岩
波
書
店
昭
和
弱
年
加
月
刊
）
の
『
春
雨
物
語
』
（
中
村
博

保
氏
執
筆
）
の
項
で
も
、
天
理
冊
子
本
に
つ
い
て
は
「
初
期
の
腹
案
を
記
し
た
」

も
の
と
し
か
書
か
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

高
田
氏
の
著
書
や
中
村
博
保
氏
の
論
文
は
い
ず
れ
も
戦
後
の
秋
成
研
究
を
代

表
す
る
重
要
な
著
作
で
あ
り
、
そ
の
研
究
史
意
義
に
つ
い
て
は
改
め
て
い
う
ま

で
も
な
い
こ
と
だ
と
思
、
フ
が
、
そ
れ
だ
け
に
い
さ
さ
か
残
念
な
気
が
す
る
の
で

春
雨
物
語
序
説
（
木
越
治
）

あ
る
。
本
稿
の
主
要
な
目
的
の
一
つ
と
し
て
冊
子
本
の
正
当
な
位
置
づ
け
を
め

ざ
す
と
い
、
う
こ
と
が
あ
る
の
で
、
私
と
し
て
は
、
あ
え
て
こ
の
点
を
強
調
し
て

お
き
た
い
の
で
あ
る
。

も
う
一
つ
、
こ
の
解
説
中
で
取
り
上
げ
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
、
天
理

巻
子
本
に
つ
い
て
の
記
述
で
あ
る
。
天
理
巻
子
本
は
富
岡
本
と
と
も
に
最
終
稿

本
と
称
さ
れ
、
「
文
化
五
年
本
よ
り
一
段
と
推
敲
を
加
え
た
本
文
を
持
つ
。
文
化

六
年
六
月
没
の
秋
成
は
、
こ
の
一
年
と
数
月
の
間
に
も
一
度
全
部
を
改
訂
し
た

の
で
、
何
時
の
頃
と
は
不
明
な
が
ら
最
終
稿
に
は
相
違
な
い
。
」
と
い
う
説
明
が

あ
る
。
巻
子
本
に
関
す
る
記
述
を
引
く
と

天
理
巻
子
本
は
三
巻
。
二
世
の
縁
・
死
首
の
ゑ
が
ほ
・
捨
石
丸
・
宮
木
が

塚
・
歌
の
ほ
ま
れ
・
奨
噌
下
を
含
む
が
、
歌
の
ほ
ま
れ
を
除
く
他
は
、
み

な
断
片
で
、
甚
だ
し
き
は
一
片
の
み
で
あ
る
。
．
．
…
・
巻
子
本
は
天
理
冊
子

本
と
共
に
、
羽
倉
信
美
の
次
男
重
村
の
入
聟
し
た
松
室
家
に
保
存
さ
れ
て

来
た
も
の
で
あ
る
。
両
者
は
し
か
し
も
と
一
つ
で
あ
っ
た
こ
と
が
比
較
す

れ
ば
明
ら
か
で
あ
る
。
更
に
松
室
家
に
つ
い
て
調
査
を
依
頼
し
た
が
、
遺

憾
な
が
ら
、
欠
け
る
部
分
は
出
現
し
な
か
っ
た
。

と
あ
る
。
こ
こ
で
ま
ず
気
が
つ
く
の
は
、
巻
子
本
に
あ
る
は
ず
の
「
妖
尼
公
」

が
省
か
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
が
、
こ
れ
は
あ
る
い
は
文
化
五
年
本
に
含
ま

れ
な
い
篇
で
あ
る
た
め
に
省
略
さ
れ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
他
は
い

い
と
し
て
も
、
巻
子
本
の
「
二
世
の
縁
」
を
富
岡
本
と
同
じ
く
最
終
稿
と
み
な

し
う
る
か
ど
う
か
、
大
い
に
疑
問
を
感
じ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
積
善
館
版
解
題

に
お
い
て
は
「
天
理
巻
子
本
も
亦
、
富
岡
本
に
対
し
て
佐
藤
本
と
同
じ
く
、
草

稿
と
考
え
ね
ば
な
ら
ぬ
部
分
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
」
と
若
干
の
含
み
が
残
さ

れ
て
い
た
こ
と
を
思
え
ば
、
こ
の
解
説
は
い
さ
さ
か
断
定
に
す
ぎ
る
の
で
は
な

一

一

七
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一
九
七
頁
注
別

に
引
か
れ
て
い
る
の
は
す
べ
て
冊
子
本
の
本
文
な
の
で
あ
る
。
積
善
館
版
の
本

文
篇
で
は
脚
注
で
両
者
は
明
確
に
区
別
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
な
ぜ
大

系
本
の
み
こ
う
な
っ
た
の
か
ま
っ
た
く
不
明
と
い
、
フ
し
か
な
い
。
そ
の
意
味
で
、

比
較
的
利
用
さ
れ
る
こ
と
の
多
い
本
で
あ
る
が
、
こ
の
大
系
本
の
解
説
は
諸
本

研
究
史
と
い
、
フ
観
点
か
ら
見
た
場
合
あ
ま
り
評
価
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
し
、

積
善
館
版
解
題
よ
り
も
後
退
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
さ
え
思
う
の
で
あ

ラ
ハ
》
◎ い

か
と
思
わ
れ
る
。

ま
た
、
底
本
と
し
て
用
い
ら
れ
な
か
っ
た
「
二
世
の
縁
」
「
死
首
の
ゑ
が
ほ
」

「
捨
石
丸
」
の
断
片
は
頭
注
・
補
注
に
引
用
さ
れ
て
い
る
わ
け
だ
が
、
「
捨
石
丸
」

の
頭
注
に
お
い
て
「
天
理
巻
子
本
に
…
…
」
と
し
て
引
用
さ
れ
て
い
る
中
に
は
、

巻
子
本
だ
け
で
な
く
冊
子
本
も
含
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
引
用
に
際

し
て
は
、
す
べ
て
巻
子
本
の
本
文
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
利
用

す
る
方
と
し
て
は
、
混
乱
し
て
し
ま
、
フ
。
念
の
た
め
「
捨
石
丸
」
に
お
い
て
「
天

理
巻
子
本
に
．
．
…
・
」
と
あ
る
頭
注
す
べ
て
に
つ
い
て
み
て
お
く
と
、
巻
子
本
の

本
文
が
引
か
れ
て
い
る
の
は
、

一
九
四
頁
注
茄

一
九
八
頁
注
５
・
巧
・
別

の
四
例
の
み
、
こ
れ
以
外
の

一
九
二
頁
注
Ｍ
・
岨
・
羽

一
九
三
頁
注
娼

一
九
四
頁
注
皿
・
妬

一
九
六
頁
注
５
．
妬

春
雨
物
語
序
説
（
木
越
治
）

（
１
）
で
の
べ
た
ご
と
く
、
佐
藤
本
は
早
く
か
ら
知
ら
れ
て
い
た
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
本
格
的
な
紹
介
は
最
も
遅
れ
た
。
こ
こ
で
、
浅
野
三
平
氏
の
「
佐
藤
本

『
春
雨
物
語
』
の
検
討
」
（
国
語
と
国
文
学
昭
和
鮒
年
３
月
）
及
び
「
続
佐
藤

『
春
雨
草
紙
』
の
検
討
ｌ
い
わ
ゆ
る
「
壬
申
の
乱
」
そ
の
他
に
つ
い
て
ｌ
」
（
近

世
文
芸
第
陥
号
昭
和
“
年
６
月
な
お
、
二
篇
と
も
『
上
田
秋
成
の
研
究
』

桜
楓
社
昭
和
帥
年
２
月
刊
に
収
録
）
に
お
け
る
紹
介
を
見
て
お
く
こ
と
に
し

昭
和
五
十
年
七
月
刊
行
の
巌
書
錘
善
本
叢
書
第
一
干
六
巻
秋
成
自
筆
本
集
』

（
八
木
書
店
刊
）
の
解
題
が
中
村
氏
の
研
究
の
最
後
に
取
り
上
げ
る
べ
き
も
の

で
あ
る
。

こ
こ
で
春
雨
物
語
の
名
で
収
め
ら
れ
て
い
る
の
は
富
岡
本
と
天
理
巻
子
本
で

あ
る
が
、
巻
子
本
と
し
て
影
印
さ
れ
て
い
る
の
は
「
歌
の
ほ
ま
れ
」
「
宮
木
が
塚
」

「
奨
噌
」
「
捨
石
丸
」
「
死
首
の
ゑ
が
ほ
」
の
五
篇
で
あ
り
、
そ
の
他
に
つ
い
て

は
、
書
誌
の
項
に
「
た
だ
し
第
三
巻
に
あ
る
妖
尼
公
五
葉
、
同
一
葉
、
二
世
の

縁
一
葉
は
不
採
用
」
と
い
、
フ
注
記
が
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
巻
子
本
が
す
べ
て
最

終
稿
で
あ
る
と
い
う
大
系
本
の
解
説
は
訂
正
さ
れ
た
と
考
え
て
い
い
の
で
あ
ろ

う
か
。
ま
た
「
捨
石
丸
」
と
し
て
影
印
さ
れ
て
い
る
の
も
巻
子
本
所
収
の
三
葉

分
だ
け
で
冊
子
本
は
含
ま
れ
て
い
な
い
。
い
ず
れ
も
妥
当
な
処
置
と
思
わ
れ
る

が
、
そ
れ
だ
け
に
い
っ
そ
、
フ
大
系
本
の
処
置
の
不
可
解
さ
は
き
わ
だ
つ
の
で
あ
る
。

（
４
）
佐
藤
本
の
紹
介

（
ｅ
）
秋
成
自
筆
本
集
解
題

一

一

八
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Ｌ
‐
季
、
可
ノ
Ｏ

前
者
で
は
、
山
形
県
酒
田
市
在
住
の
佐
藤
三
郎
氏
蔵
の
秋
成
自
筆
草
稿
が
佐

藤
春
夫
に
よ
っ
て
発
見
さ
れ
た
経
過
を
記
し
た
の
ち
、
昭
和
十
七
年
の
新
聞
記

事
に
西
福
寺
の
襖
の
下
貼
り
か
ら
出
現
し
た
も
の
と
あ
る
の
は
間
違
い
で
、
所

蔵
者
や
西
福
寺
住
職
の
談
話
な
ど
か
ら
「
秋
成
が
晩
年
を
過
ご
し
た
庵
の
あ
る

南
禅
寺
雑
掌
磯
貝
家
の
襖
の
下
貼
り
か
ら
出
た
も
の
」
（
磯
貝
が
磯
谷
の
誤
り
で

あ
る
こ
と
は
、
拙
稿
「
磯
谷
台
陽
翁
遺
文
」
金
沢
大
学
国
語
国
文
第
９
号
昭

和
開
年
３
月
を
参
照
の
こ
と
）
と
す
べ
き
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、

従
来
の
よ
う
に
文
化
二
～
三
年
に
か
け
て
の
西
福
寺
居
住
時
代
に
書
か
れ
た
反

古
と
は
い
え
な
く
な
る
わ
け
で
、
浅
野
氏
は
、
な
か
に
寛
政
四
年
十
二
月
の
日

付
の
あ
る
メ
モ
（
自
筆
に
あ
ら
ず
）
や
寛
政
十
二
年
頃
「
河
内
の
日
下
の
里
」

に
滞
在
し
た
こ
と
を
記
す
も
の
、
さ
ら
に
文
化
四
年
成
立
の
「
毎
月
集
」
に
つ

い
て
の
記
事
が
あ
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
秋
成
が
寛
政
五
年
六
月
京
に
移
住
し
て

以
後
死
ぬ
ま
で
に
書
か
れ
た
草
稿
・
反
古
の
類
で
あ
る
と
し
て
、
時
期
は
特
定

し
て
い
な
い
。

こ
の
百
十
枚
に
及
ぶ
反
古
の
、
う
ち
「
春
雨
草
紙
」
と
認
め
ら
れ
る
の
は
五
十

二
枚
分
で
、
そ
こ
に
含
ま
れ
る
の
は
「
血
か
た
び
ら
」
「
天
津
処
女
」
「
目
ひ
と

つ
の
神
」
「
捨
石
丸
」
「
歌
の
ほ
ま
れ
」
「
長
者
長
屋
」
「
茶
神
の
物
語
」
の
七
篇

で
あ
る
。
以
下
、
各
篇
に
つ
い
て
の
氏
の
記
述
を
箇
条
書
に
ま
と
め
て
お
く
。

１
、
「
血
か
た
び
ら
」
に
は
二
種
の
稿
が
あ
り
、
重
複
す
る
部
分
の
比
較
か
ら
、

巻
頭
に
「
此
巻
病
に
よ
り
て
筆
と
、
め
し
か
と
／
次
二
仁
明
の
御
代
ま
て

思
ふ
／
旨
を
作
り
か
た
る
へ
し
」
と
あ
る
方
（
Ｂ
系
）
が
よ
り
早
く
、
「
春

雨
草
紙
一
の
巻
血
か
た
び
ら
」
で
は
じ
ま
る
方
（
Ａ
系
）
は
そ
れ
よ

り
推
敲
を
経
た
も
の
で
あ
る
。

春
雨
物
語
序
説
（
木
越
治
）

２
、
「
天
津
処
女
」
に
も
二
種
の
稿
が
あ
り
、
一
方
の
書
き
出
し
に
は
「
□
ま

つ
乙
女
第
二
」
と
あ
る
が
、
「
血
か
た
び
ら
」
の
よ
う
に
重
複
す
る
部
分

は
な
い
。

３
、
「
目
ひ
と
つ
の
神
」
は
書
き
出
し
の
紙
の
裏
面
に
「
目
一
つ
の
神
二
」

と
あ
っ
て
「
未
だ
こ
の
時
期
に
は
巻
之
二
に
位
置
し
よ
う
と
す
る
試
み
が

あ
っ
た
」
こ
と
が
わ
か
る
。
内
容
的
に
は
、
「
一
番
の
草
稿
」
と
い
え
る
が
、

「
文
化
五
年
本
な
ど
よ
り
、
目
ひ
と
つ
の
神
の
議
論
が
多
く
て
長
い
の
が

特
徴
で
あ
っ
て
、
秋
成
は
、
『
春
雨
草
紙
』
執
筆
の
時
点
に
於
て
は
、
春
雨

物
語
の
特
徴
で
あ
る
歴
史
物
語
に
於
け
る
文
化
批
判
と
云
っ
た
も
の
を
、

よ
り
強
く
、
長
く
こ
こ
ろ
み
て
い
た
の
で
あ
る
。
」

４
、
「
捨
石
丸
」
で
は
、
子
供
の
名
が
「
小
伝
」
で
姉
の
名
は
な
い
な
ど
、
人

物
設
定
に
見
ら
れ
る
違
い
か
ら
初
稿
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

５
、
「
歌
の
ほ
ま
れ
」
は
、
「
残
さ
れ
た
二
枚
の
内
容
の
密
度
か
ら
推
定
し
て

み
る
と
、
か
な
り
長
い
構
成
を
持
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
」

以
上
の
検
討
結
果
か
ら
、
各
篇
い
ず
れ
も
文
化
五
年
本
よ
り
も
早
い
時
期
に
書

か
れ
た
最
も
初
期
の
草
稿
と
考
え
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
あ
と
、
佐

藤
本
の
み
に
み
ら
れ
る
「
長
者
長
屋
」
の
全
文
が
翻
刻
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の

部
分
に
つ
い
て
は
特
に
言
及
す
べ
き
こ
と
は
な
い
。

こ
の
紹
介
に
関
し
て
は
、
佐
藤
本
の
初
稿
と
し
て
の
性
格
が
明
ら
か
に
さ
れ

た
こ
と
が
な
に
よ
り
も
重
要
で
あ
る
。
ま
た
、
「
目
ひ
と
つ
の
神
」
が
第
二
番
目

に
位
置
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
こ
と
や
「
歌
の
ほ
ま
れ
」
が
か
な
り
長
い
内
容
で

あ
っ
た
ら
し
い
こ
と
の
指
摘
も
『
春
雨
物
語
』
の
成
立
過
程
を
考
え
る
上
で
は

見
逃
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
こ
で
紹
介
さ
れ
た
草
稿
の
う
ち
「
長
者
長
屋
」

「
茶
神
の
物
語
」
を
除
く
各
稿
は
浅
野
氏
編
『
春
雨
物
語
付
春
雨
草
紙
』
（
桜
楓

一

一

九
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以
上
、
『
春
雨
物
語
』
の
稿
本
す
べ
て
に
つ
い
て
従
来
の
研
究
を
み
て
き
た
わ

け
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
各
稿
本
の
関
係
に
つ
い
て
各
作
品
ご
と
に
検
討
し
た
研

究
も
い
く
つ
か
み
ら
れ
る
。
以
下
そ
れ
ら
に
つ
い
て
に
み
て
行
こ
う
と
思
、
フ
が
、

そ
れ
に
先
立
っ
て
、
旧
稿
（
「
『
春
雨
物
語
』
の
成
立
Ｉ
稿
本
群
の
検
討
を
通
し

社
昭
和
兇
年
４
月
）
に
よ
っ
て
容
易
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
れ
以
外
の
、
い
わ
ゆ
る
「
壬
申
の
乱
」
に
関
す
る
稿
は
続
編
に
紹
介
さ
れ

て
い
る
わ
け
だ
が
、
こ
ち
ら
に
関
し
て
は
、
有
力
な
修
正
意
見
が
出
さ
れ
て
い

る
。
長
島
弘
明
氏
「
『
目
ひ
と
つ
の
神
』
の
原
型
」
（
日
本
文
学
昭
和
認
年
５

月
）
が
そ
れ
で
、
氏
は
こ
こ
で
、
浅
野
氏
が
物
語
的
文
章
と
し
て
紹
介
し
た
も

の
大
部
分
に
若
干
の
未
紹
介
の
も
の
を
加
え
た
稿
に
つ
い
て
、
こ
れ
ら
は
す
べ

て
「
目
ひ
と
つ
の
神
」
の
草
稿
で
は
な
か
っ
た
か
と
し
て
、
そ
の
復
元
を
試
み

て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
意
見
に
関
し
て
は
、
浅
野
氏
自
身
も
『
上
田
秋
成
の

研
究
』
に
お
い
て
「
注
目
す
べ
き
新
見
」
と
評
し
て
い
る
。
細
部
に
関
し
て
は

な
お
詳
し
い
検
討
が
必
要
で
あ
る
、
フ
が
、
基
本
的
方
向
と
し
て
は
正
し
い
で
あ

る
、
フ
と
私
も
思
う
。
よ
っ
て
、
浅
野
氏
の
続
編
の
方
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
以
上

詳
し
く
ふ
れ
な
い
こ
と
に
す
る
。
た
だ
、
念
の
た
め
に
言
っ
て
お
く
と
、
長
島

氏
は
こ
の
続
編
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
文
章
す
べ
て
を
「
目
ひ
と
つ
の
神
」
の
草

稿
と
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
（
Ｄ
）
（
Ｆ
）
（
イ
）
（
ロ
）
の
記
号
を
附
さ
れ

た
各
文
は
含
ま
れ
て
は
い
な
い
。
こ
れ
ら
の
う
ち
に
も
、
何
か
の
物
語
の
一
部

を
な
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
も
の
が
あ
り
、
未
紹
介
の
反
古
な
ど
も
あ
わ
せ
な

お
検
討
し
て
い
く
必
要
が
あ
ろ
う
。

（
４
）
各
篇
に
つ
い
て
の
検
討

春
雨
物
語
序
説
（
木
越
治
）

以
上
の
通
り
で
あ
る
が
、
こ
の
な
か
に
は
、
ほ
ぼ
間
違
い
な
い
と
い
、
フ
の
も
あ

れ
ば
、
不
確
か
な
が
ら
と
り
あ
え
ず
そ
う
決
め
て
お
い
た
、
と
い
う
の
も
含
ま

れ
る
。
そ
う
し
た
点
は
以
下
の
検
討
に
お
い
て
も
明
ら
か
に
な
る
は
ず
だ
が
、

で
き
る
だ
け
自
説
に
こ
だ
わ
ら
ず
諸
家
の
説
を
み
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。

て
ｌ
」
前
出
）
の
な
か
で
提
出
し
た
私
自
身
の
考
え
を
簡
単
に
表
に
し
て
ま
と

め
て
お
き
た
い
。
以
下
の
検
討
に
お
い
て
私
自
身
の
説
と
の
異
同
は
ど
う
し
て

も
問
題
に
せ
ざ
る
を
得
な
い
か
ら
で
あ
り
、
ま
た
私
自
身
、
前
に
も
述
べ
た
通

り
、
細
部
に
お
い
て
は
な
お
検
討
す
べ
き
問
題
は
残
っ
て
い
る
も
の
の
、
基
本

的
に
は
特
に
訂
正
す
る
必
要
は
な
い
と
考
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

一

二

○

奨
噌
下

奨
噌
上

歌
の
ほ
ま
れ

宮
木
が
塚

捨
石
丸

死
首
の
ゑ
が
ほ

目
ひ
と
つ
の
神

一
一

世
の
縁

海
賊

天
津
処
女

血
か
た
び
ら

序

文
化
五
年
本
↓
巻
子
本

冊
子
本
↓
文
化
五
年
本
↓
富
岡
本

佐
藤
本
↓
文
化
五
年
本
↓
天
理
巻
子
本

文
化
五
年
本
↓
冊
子
本
↓
巻
子
本

佐
藤
本
↓
冊
子
本
↓
文
化
五
年
本
↓
巻
子
本

文
化
五
年
本
↓
巻
子
本

佐
藤
本
↓
文
化
五
年
本
↓
冊
子
本
↓
富
岡
本

巻
子
本
↓
文
化
五
年
本
↓
冊
子
本

冊
子
本
↓
文
化
五
年
本
↓
富
岡
本

佐
藤
本
↓
文
化
五
年
本
↓
冊
子
本
↓
富
岡
本

佐
藤
本
Ｂ
↓
同
Ａ
↓
文
化
五
年
本
↓
冊
子
本
↓
富
岡
本

冊
子
本
↓
文
化
五
年
本
↓
富
岡
本



244

「
二
世
の
縁
」
は
、
文
化
五
年
本
・
天
理
巻
子
本
・
同
冊
子
本
に
稿
が
残
っ

て
い
る
が
、
こ
の
三
者
の
関
係
に
つ
い
て
は
浅
野
三
平
氏
・
八
田
雅
広
氏
に
研

究
が
あ
る
。

浅
野
氏
は
「
春
雨
物
語
『
二
世
の
縁
』
孜
」
（
女
子
大
国
文
第
調
号
昭
和

胡
年
刈
月
『
上
田
秋
成
の
研
究
』
前
出
に
収
録
）
に
お
い
て
、
ま
ず
冊
子
本
三

十
七
ウ
の
二
行
分
に
つ
い
て
「
平
仮
名
が
多
く
、
書
体
は
崩
れ
て
い
て
、
現
存

の
な
か
で
は
一
番
の
草
稿
」
で
あ
る
と
す
る
。
さ
ら
に
、
冊
子
本
の
三
十
六
ウ

か
ら
三
十
七
ウ
ま
で
の
一
丁
余
り
に
関
し
て
は

か
な
り
丁
寧
な
筆
蹟
で
あ
る
。
し
か
し
、
文
化
五
年
本
と
較
べ
て
見
る
と
、

母
親
の
会
話
は
、
は
る
か
に
五
年
本
の
方
が
迫
力
が
あ
る
し
、
又
、
鉦
の

音
に
気
が
つ
く
ま
で
は
、
…
…
一
写
フ
迄
も
な
く
文
化
五
年
本
の
方
が
、
磨

か
れ
た
簡
潔
な
文
章
と
な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
自
筆
本
の
方
に
は
、
草

稿
と
し
か
考
え
ら
れ
な
い
よ
う
な
粗
雑
な
筆
の
走
り
を
感
ず
る
の
で
あ

ブ
（
》
○

と
の
べ
て
い
る
。
ま
た
、
巻
子
本
の
一
葉
に
つ
い
て
も
「
前
記
の
冒
頭
の
一
丁

余
り
の
部
分
と
、
全
く
同
じ
筆
蹟
で
あ
り
、
墨
の
色
も
紙
質
も
同
じ
も
の
」
で

あ
り
、
内
容
的
に
も
「
大
変
冗
漫
な
も
の
」
で
あ
っ
て
、
結
局
、
冊
子
本
・
巻

子
本
に
あ
る
「
二
世
の
縁
」
は
い
ず
れ
も
「
同
じ
時
期
に
秋
成
に
よ
っ
て
書
か

れ
た
」
文
化
五
年
本
以
前
の
稿
で
あ
る
と
結
論
づ
け
る
の
で
あ
る
。

一
方
、
八
田
氏
は
、
「
春
雨
物
語
『
二
世
の
縁
』
ｌ
成
立
過
程
と
構
想
の
変
化

ｌ
」
（
柴
の
い
ほ
り
第
７
号
昭
和
卿
年
３
月
）
に
お
い
て
、
古
典
文
学
大
系

（
ａ
）
二
世
の
縁

春
雨
物
語
序
説
（
木
越
治
）

解
説
と
浅
野
氏
の
説
の
両
者
を
ふ
ま
え
な
が
ら
独
自
の
比
較
を
試
み
て
い
る
。

そ
し
て
、
冊
子
本
と
文
化
五
年
本
に
関
し
て
は
、

内
容
に
は
全
く
と
い
っ
て
よ
い
ほ
ど
異
同
が
な
い
の
だ
が
、
登
場
す
る
読

書
家
の
描
写
が
、
冊
子
本
で
は
、
使
用
人
が
多
く
い
て
裕
福
に
暮
ら
し
て

い
る
、
と
の
み
抽
象
的
に
表
現
さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
の
が
文
化
五
年

本
で
は
、
耕
作
地
を
た
く
さ
ん
所
有
し
て
い
る
豪
農
で
あ
る
、
と
い
う
具

体
的
な
表
現
に
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
母
親
の
諌
め
の
言
葉
に
、
「
い
と
か

た
じ
け
な
く
」
思
っ
て
、
亥
の
刻
を
過
ぎ
る
と
寝
る
の
を
「
大
事
と
し
」

た
と
い
う
表
現
に
、
読
書
家
の
性
格
描
写
が
み
ら
れ
る
文
化
五
年
本
に
対

し
、
冊
子
本
に
は
そ
れ
が
み
ら
れ
な
い
。

な
ど
の
例
を
挙
げ
つ
つ
「
冊
子
本
の
文
章
が
推
敲
さ
れ
て
文
化
五
年
本
の
文

章
に
な
っ
た
の
は
明
ら
か
で
あ
る
」
と
結
論
づ
け
て
い
る
。
ま
た
、
巻
子
本
と

文
化
五
年
本
の
関
係
に
つ
い
て
も
、
文
化
五
年
本
の
方
が
「
表
現
が
豊
富
」
で

あ
り
、
巻
子
本
に
あ
る
三
首
の
和
歌
も
文
化
五
年
本
に
お
い
て
「
意
図
的
に
取

り
除
い
た
」
も
の
と
推
測
さ
れ
る
こ
と
な
ど
か
ら
こ
れ
も
文
化
五
年
本
に
先
立

つ
草
稿
で
あ
る
と
す
る
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
八
田
氏
は
冊
子
本
・
巻
子
本
が

同
時
に
書
か
れ
た
も
の
か
否
か
に
つ
い
て
は
ふ
れ
て
い
な
い
。

結
局
、
両
氏
は
冊
子
本
・
巻
子
本
を
文
化
五
年
本
に
先
立
つ
稿
と
み
な
す
点

で
は
一
致
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
、
私
の
考
え
は
両
氏
と
は
若
干
異

な
る
。
巻
子
本
を
初
期
の
草
稿
と
み
な
す
の
は
同
じ
だ
が
、
こ
れ
以
後
、
文
化

五
年
本
↓
冊
子
本
と
い
う
プ
ロ
セ
ス
で
改
稿
さ
れ
た
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
こ

の
説
の
根
拠
は
、
冊
子
本
「
二
世
の
縁
」
の
直
前
に
あ
り
、
用
紙
の
使
い
方
か

ら
み
て
同
じ
時
期
に
続
け
て
書
か
れ
た
と
思
わ
れ
る
「
目
ひ
と
つ
の
神
」
が
、

本
文
の
比
較
の
結
果
か
ら
は
文
化
五
年
本
以
後
の
稿
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
に
ょ

一
一
一
一
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「
捨
石
丸
」
に
関
し
て
も
前
項
の
「
二
世
の
縁
」
と
同
様
の
問
題
が
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
浅
野
三
平
氏
は
、
「
春
雨
物
語
『
捨
石
丸
』
の
方
法
」
（
国
語
と
国

文
学
昭
和
妬
年
加
月
『
上
田
秋
成
の
研
究
』
前
出
に
収
録
）
に
お
い
て
、

佐
藤
本
↓
巻
子
本
・
冊
子
本
（
浅
野
氏
は
両
者
を
天
理
本
と
し
て
一
括
し
て
い

る
）
↓
文
化
五
年
本
と
い
、
フ
改
稿
の
プ
ロ
セ
ス
を
考
え
て
い
る
が
、
私
は
、
佐

藤
本
↓
冊
子
本
↓
文
化
五
年
本
↓
巻
子
本
と
い
う
プ
ロ
セ
ス
を
考
え
た
の
で
あ

る
。
た
だ
し
、
浅
野
氏
が
天
理
本
と
し
て
文
化
五
年
本
と
比
較
し
て
い
る
箇
所

の
大
部
分
は
冊
子
本
で
あ
り
、
巻
子
本
に
関
係
す
る
の
は
、

捨
石
を
仇
と
ね
ら
、
フ
「
小
伝
次
」
の
表
現
に
つ
い
て
も
、
天
理
本
で
は
仇

に
会
っ
た
時
に
す
ぐ
、
「
習
ひ
得
た
る
術
見
よ
」
と
修
行
し
た
術
を
誇
る
の

る
。
た
だ
、
私
は
両
氏
の
ご
と
く
双
方
の
本
文
を
比
較
し
て
結
論
を
導
い
た
わ

け
で
は
な
い
の
で
、
そ
の
点
い
さ
さ
か
説
得
力
を
欠
く
か
も
し
れ
な
い
。
し
か

し
ま
た
、
両
氏
の
結
論
も
印
象
批
評
に
す
ぎ
な
い
と
い
え
ば
い
え
る
わ
け
で
、

私
を
完
全
に
納
得
さ
せ
る
も
の
と
は
い
い
が
た
い
。
冊
子
本
に
残
る
部
分
が
少

な
い
う
え
に
、
他
の
作
品
の
よ
、
７
に
最
終
稿
を
基
準
に
し
て
比
較
す
る
と
い
う

こ
と
も
で
き
な
い
の
で
、
本
文
の
比
較
だ
け
で
は
決
め
手
に
な
ら
な
い
と
い
、
フ

面
は
た
し
か
に
あ
る
の
だ
が
、
そ
う
で
あ
る
が
ゆ
え
に
こ
そ
、
あ
る
程
度
客
観
性

の
あ
る
本
文
比
較
の
方
法
論
を
確
立
す
る
必
要
が
あ
る
と
も
い
え
る
。
い
ず
れ
、

そ
う
い
っ
た
問
題
も
含
め
て
各
稿
本
に
つ
い
て
の
詳
細
な
比
較
検
討
を
試
み
る

予
定
な
の
で
、
こ
の
問
題
は
そ
の
時
ま
で
課
題
と
し
て
残
し
て
置
き
た
い
と
思

、
『
〃
／
◎

（
ｂ
）
捨
石
丸

春
雨
物
語
序
説
（
木
越
治
）

前
出
の
中
村
博
保
氏
「
『
目
ひ
と
つ
の
神
』
研
究
」
も
こ
こ
に
取
り
上
げ
て
お

く
べ
き
で
あ
る
。
氏
は
こ
こ
で
定
稿
富
岡
本
と
草
稿
文
化
五
年
本
の
本
文
の
比

較
を
中
心
に
置
き
、
参
考
と
し
て
佐
藤
本
を
利
用
す
る
と
い
う
か
た
ち
を
と
っ

て
い
る
。
冊
子
本
が
無
視
さ
れ
た
こ
と
に
対
す
る
不
満
は
あ
る
も
の
の
、
草
稿
．

定
稿
の
比
較
を
通
し
て
作
品
論
を
展
開
し
て
行
く
そ
の
方
法
は
、
『
春
雨
物
語
』

研
究
史
上
極
め
て
高
い
意
義
を
持
っ
て
い
る
。
た
だ
、
佐
藤
本
草
稿
が
長
島
氏

を
、
牛
若
丸
に
な
ぞ
ら
え
て
捨
石
丸
が
誉
め
ち
ぎ
っ
た
り
し
て
、
ま
こ
と

に
通
俗
的
表
現
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
「
五
年
本
」
で
は
、
こ
の

欠
点
を
補
い
、
あ
る
日
、
捨
石
丸
よ
り
「
骨
よ
わ
く
力
な
け
れ
ば
、
こ
し

ぬ
け
た
る
我
を
も
え
打
ち
た
ま
は
じ
」
と
云
わ
れ
、
初
め
て
傍
の
大
石
を

蹴
る
と
鞠
の
如
く
転
が
っ
た
と
云
電
フ
の
で
あ
り
、
忍
耐
強
い
「
小
伝
次
」

の
心
理
を
深
く
描
き
、
内
面
描
写
に
勝
れ
て
い
る
。

と
述
べ
ら
れ
た
箇
所
だ
け
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
主
観
的
な
印
象
に
よ

る
比
較
だ
け
で
は
積
極
的
な
根
拠
と
は
な
り
得
な
い
と
思
う
。
全
く
別
の
感
じ

方
も
あ
り
う
る
と
思
う
か
ら
で
あ
る
。
と
は
い
っ
て
も
、
私
自
身
も
「
巻
子
本

の
方
が
大
体
に
お
い
て
増
補
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
」
と
い
う
程
度
の
理
由

し
か
示
し
て
お
ら
ず
、
い
ず
れ
に
し
て
も
根
拠
薄
弱
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
よ

う
で
あ
る
。
佐
藤
本
、
冊
子
本
、
文
化
五
年
本
に
関
し
て
の
見
解
は
両
者
一
致

し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
巻
子
本
に
関
し
て
は
、
残
さ
れ
た
分
量
が
少
な
い
た

め
に
「
二
世
の
縁
」
の
場
合
と
同
じ
く
や
は
り
決
め
手
を
欠
く
の
で
あ
る
。
こ

の
問
題
に
つ
い
て
も
今
後
の
課
題
と
し
て
残
す
他
な
さ
そ
う
で
あ
る
。

（
Ｃ
）
目
ひ
と
つ
の
神

一
一
一
一
一
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の
指
摘
に
あ
る
如
く
「
歌
の
ほ
ま
れ
」
や
壬
申
の
乱
に
関
す
る
内
容
を
も
含
む

も
の
だ
と
す
れ
ば
、
こ
の
作
品
の
成
立
過
程
に
つ
い
て
は
再
度
の
検
討
が
必
要

で
あ
ろ
う
。
こ
の
作
品
に
つ
い
て
も
残
さ
れ
た
問
題
は
多
い
の
で
あ
る
。

成
城
大
学
近
世
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
会
報
「
近
世
レ
ポ
ー
ト
」
創
刊
第
一
号
（
昭
和

魂
年
３
月
）
に
掲
載
さ
れ
た
奥
沢
一
恵
氏
の
「
読
本
の
研
究
『
春
雨
物
語
』

冒
頭
三
篇
」
は
、
卒
業
論
文
の
抄
録
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
「
血
か
た
び
ら
」

「
天
津
処
女
」
「
海
賊
」
の
三
篇
に
つ
い
て
、
「
現
存
す
る
各
草
稿
と
伝
本
を
比

較
検
討
し
、
そ
こ
か
ら
得
ら
れ
た
推
敲
過
程
か
ら
作
者
秋
成
の
意
図
を
探
る
」

と
い
う
注
目
す
べ
き
内
容
を
も
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
佐
藤
本
春
雨
草
紙
・

天
理
冊
子
本
（
こ
の
二
つ
は
原
本
の
写
真
コ
ピ
ー
を
利
用
）
・
文
化
五
年
本
・
富

岡
本
の
四
種
を
資
料
と
し
て
用
い
、
第
一
章
で
佐
藤
本
・
天
理
冊
子
本
に
つ
い

て
解
説
し
、
第
二
章
で
三
篇
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
「
典
拠
と
推
敲
過
程
か
ら
の

考
察
」
を
試
み
て
い
る
。

こ
の
う
ち
、
佐
藤
本
「
血
か
た
び
ら
」
に
細
字
と
太
字
の
二
種
が
あ
り
「
互

い
に
重
複
す
る
部
分
を
比
較
検
討
し
た
結
果
、
細
字
の
草
稿
が
先
に
成
立
し
、

次
い
で
太
字
へ
と
推
敲
さ
れ
た
」
と
考
え
る
の
は
浅
野
氏
と
同
じ
で
あ
る
。
し

か
し
、
同
「
天
津
処
女
」
に
も
細
字
と
太
字
の
二
種
が
あ
り
、
こ
れ
も
、
細
字

の
稿
か
ら
太
字
の
稿
へ
と
推
敲
さ
れ
て
い
る
と
述
べ
て
い
る
の
は
浅
野
氏
と
は

異
な
る
。
浅
野
氏
は
二
種
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
だ
け
で
、
重
複
す
る
部
分
が

な
い
た
め
に
両
者
の
先
後
関
係
に
は
言
及
し
て
い
な
い
の
だ
が
、
奥
沢
氏
の
場

合
い
か
な
る
根
拠
に
よ
る
も
の
な
の
か
こ
れ
だ
け
で
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
。

（
ｄ
）
冒
頭
三
篇

春
雨
物
語
序
説
（
木
越
治
）

ま
た
、
天
理
冊
子
本
の
各
篇
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
に
重
複
部
分
に
つ
い
て

く
わ
し
く
説
明
し
て
い
る
。

「
血
か
た
び
ら
」

途
中
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
欠
け
て
い
る
部
分
が
あ
る
の
で
、
一
篇
全
体
に
わ

た
っ
て
か
、
そ
れ
と
も
部
分
的
な
も
の
か
断
定
で
き
な
い
が
、
数
行
に
わ

た
る
重
複
を
経
て
推
敲
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
数
度
の
推
敲
が
繰
り
返

さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

「
天
津
処
女
」

こ
の
篇
も
途
中
欠
け
て
い
る
部
分
が
み
ら
れ
る
。
一
篇
の
前
半
部
分
に

重
複
す
る
部
分
が
み
ら
れ
、
数
度
に
わ
た
る
推
敲
が
為
さ
れ
た
も
の
と
思

わ
れ
る
。
同
部
分
に
対
し
て
、
三
種
類
の
推
敲
が
み
ら
れ
る
と
こ
ろ
も
あ

ブ
（
》
。

「
海
賊
」

こ
の
篇
は
、
中
間
部
分
が
ほ
と
ん
ど
欠
け
て
い
る
が
、
現
存
す
る
う
ち
、

最
後
の
部
分
に
重
複
す
る
と
こ
ろ
が
み
ら
れ
る
。

し
か
し
、
こ
こ
ま
で
詳
し
く
重
複
部
分
が
あ
る
こ
と
に
ふ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、

本
当
は
そ
の
程
度
ｌ
た
と
え
ば
、
佐
藤
本
「
血
か
た
び
ら
」
の
如
く
は
っ
き
り

と
先
後
関
係
を
指
摘
で
き
る
も
の
か
否
か
な
ど
ｌ
に
つ
い
て
も
言
及
す
る
必
要

が
あ
ろ
う
。
私
自
身
は
（
２
）
で
の
べ
た
よ
う
に
、
基
本
的
に
は
同
時
期
に
お

け
る
異
文
と
み
て
お
け
ば
い
い
と
思
っ
て
い
る
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
の
奥
沢

氏
の
見
解
は
第
二
章
以
下
に
お
い
て
も
記
さ
れ
て
は
い
な
か
っ
た
。

こ
の
論
文
の
第
一
章
で
は
、
各
草
稿
に
つ
い
て
の
解
説
の
み
で
、
そ
れ
ら
の

相
互
関
係
に
つ
い
て
は
ふ
れ
ら
れ
て
い
な
い
。
第
二
章
で
も
こ
の
点
は
正
面

き
っ
て
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
推
敲
過
程
に
つ
い
て
の
考

一
一
一
一
一
一
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察
の
な
か
で
お
の
ず
か
ら
明
ら
か
に
な
っ
て
く
る
も
の
も
あ
る
。
以
下
、
そ
の

点
に
ふ
れ
て
お
こ
、
フ
。

「
血
か
た
び
ら
」
に
関
し
て
は
、
佐
藤
本
（
浅
野
氏
の
い
わ
ゆ
る
Ｂ
系
の
方
、

奥
沢
氏
は
Ａ
と
す
る
）
と
富
岡
本
の
比
較
が
中
心
で
あ
る
の
で
、
特
に
問
題
と

な
る
点
は
見
い
だ
せ
な
い
（
両
者
の
比
較
の
結
果
や
そ
れ
に
関
す
る
考
察
等
の

具
体
的
な
内
容
に
つ
い
て
は
、
こ
こ
で
は
ふ
れ
な
い
で
お
く
）
。
次
の
「
天
津
処

女
」
に
つ
い
て
は
、
四
種
の
稿
の
関
係
に
言
及
し
た
箇
所
が
あ
る
。

各
草
稿
に
、
か
な
り
欠
け
て
い
る
部
分
が
多
い
た
め
に
、
各
草
稿
の
比

較
か
ら
大
幅
な
推
敲
が
み
ら
れ
た
の
は
、
…
…
淳
和
の
き
さ
い
の
宮
を
め

ぐ
っ
て
、
梅
宮
の
ま
つ
り
と
承
和
の
変
に
関
す
る
場
面
で
あ
る
。
こ
の
場

面
の
草
稿
は
、
春
雨
草
紙
Ａ
Ｂ
と
も
に
欠
け
て
お
り
、
天
理
冊
子
本
も
前

半
部
分
が
欠
け
て
い
る
。
し
か
し
、
天
理
冊
子
本
で
は
、
後
半
部
分
か
ら
、

ほ
ぼ
、
最
終
稿
本
に
近
い
形
で
あ
っ
た
こ
と
が
想
像
さ
れ
る
。
こ
の
こ
と

か
ら
、
一
度
天
理
冊
子
本
の
段
階
で
描
い
た
も
の
を
、
文
化
五
年
本
の
段

階
で
推
敲
し
た
が
、
再
び
最
終
稿
本
に
至
っ
て
、
も
と
の
形
に
落
ち
つ
い

て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

す
な
わ
ち
、
富
岡
本
と
天
理
冊
子
本
が
近
く
、
文
化
五
年
本
が
や
や
離
れ
た
関

係
に
あ
る
箇
所
に
つ
い
て
、
奥
沢
氏
は
、
冊
子
本
を
推
敲
し
て
文
化
五
年
本
の

よ
う
に
直
し
た
が
、
富
岡
本
に
お
い
て
再
び
冊
子
本
の
状
態
に
も
ど
し
た
と
考

え
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
、
富
岡
本
と
冊
子
本
が
近
い
関
係
に
あ
り
、

文
化
五
年
本
は
や
や
遠
い
と
い
、
う
こ
の
よ
、
フ
な
箇
所
は
、
「
血
か
た
び
ら
」
「
天

津
処
女
」
に
は
他
に
も
数
多
く
あ
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
こ
の
よ
う
に
考
え
る

の
は
や
は
り
不
自
然
で
あ
っ
て
、
文
化
五
年
本
か
ら
天
理
冊
子
本
、
富
岡
本
と

い
う
順
で
改
稿
さ
れ
て
い
っ
た
と
考
え
た
方
が
自
然
で
あ
る
と
思
う
。
奥
沢
氏

春
雨
物
語
序
説
（
木
越
治
）

こ
の
項
の
最
後
に
取
り
上
げ
る
の
は
、
勝
倉
寿
一
氏
の
「
『
天
津
処
女
』
論
」

（
愛
媛
大
学
教
養
部
紀
要
第
略
号
昭
和
魂
年
皿
月
）
で
あ
る
。
氏
は
そ
の

冒
頭
に
お
い
て

「
天
津
処
女
」
の
文
芸
的
諸
性
質
の
分
析
や
価
値
の
決
定
が
、
作
者
の
最

終
的
な
創
作
意
志
の
結
晶
で
あ
り
、
他
の
稿
本
と
比
べ
て
内
容
の
統
一
が

保
た
れ
、
芸
術
的
価
値
の
高
い
最
終
稿
本
（
富
岡
本
）
に
よ
っ
て
な
さ
れ

る
べ
き
こ
と
は
言
、
フ
ま
で
も
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
内
容
の
分
析
に
あ
た
っ

て
は
、
諸
稿
本
間
の
先
後
関
係
の
決
定
と
、
そ
れ
を
踏
ま
え
た
取
捨
・
改

変
・
付
加
な
ど
の
推
敲
過
程
や
構
想
の
移
動
、
秋
成
の
人
物
造
型
、
政
治
．

文
化
史
観
の
投
影
、
及
び
歴
史
離
れ
の
様
相
な
ど
を
明
ら
か
に
し
、
最
終

稿
本
に
定
着
す
る
ま
で
の
作
者
の
創
作
意
志
の
展
開
を
把
握
し
て
お
く
こ

に
は
、
天
理
冊
子
本
は
文
化
五
年
本
以
前
の
草
稿
と
い
う
先
入
観
が
あ
っ
た
た

め
に
こ
う
し
た
不
自
然
な
改
稿
過
程
を
考
え
る
こ
と
に
な
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

三
番
目
の
「
海
賊
」
に
つ
い
て
は
、
海
賊
の
語
り
は
じ
め
の
部
分
の
比
較
か
ら

天
理
冊
子
本
↓
文
化
五
年
本
↓
富
岡
本
と
い
う
プ
ロ
セ
ス
が
考
え
ら
れ
て
お

り
、
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
私
自
身
の
考
え
と
も
一
致
す
る
。

全
体
と
し
て
奥
沢
氏
の
論
は
、
い
く
ら
か
未
熟
な
と
こ
ろ
や
先
行
文
献
を
充

分
に
参
照
し
て
い
な
い
な
ど
の
欠
点
は
あ
る
も
の
の
、
一
般
の
卒
業
論
文
の
レ

ベ
ル
を
は
る
か
に
超
え
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
今
回
は
ふ
れ
な

か
っ
た
各
篇
の
改
稿
過
程
に
関
す
る
考
察
に
つ
い
て
も
、
い
ず
れ
機
会
を
改
め

て
検
討
し
た
い
と
思
、
フ
。

（
ｅ
）
天
津
処
女

一

二

四
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と
が
是
非
と
も
必
要
で
あ
る
。

と
述
べ
、
諸
稿
本
の
関
係
に
つ
い
て
従
来
の
諸
説
を
踏
ま
え
つ
つ
、
み
ず
か
ら

の
立
場
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
中
村
幸
彦
氏
の
説
及
び
そ
れ
を

踏
襲
し
た
高
田
氏
『
上
田
秋
成
年
譜
考
説
』
の
説
と
私
自
身
の
説
と
が
主
に
検

討
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
以
下
に
そ
の
結
論
の
要
点
を
書
き
抜
い
て
お
く
。

佐
藤
本
「
天
津
処
女
」
を
連
続
し
た
草
稿
と
見
れ
ば
、
．
…
：
前
半
部
相
当

部
分
は
散
逸
し
た
の
か
極
め
て
少
な
い
が
、
。
…
：
後
半
部
は
以
後
の
稿
本

の
原
型
を
な
し
て
い
る
。
「
天
津
処
女
」
に
関
す
る
限
り
、
作
品
の
基
本
的

な
骨
組
を
把
握
し
う
る
初
稿
的
な
性
格
が
濃
厚
に
認
め
ら
れ
る
の
で
あ

つ
（
》
◎

ま
た
、
佐
藤
本
と
文
化
五
年
本
に
は
多
く
の
点
で
表
現
の
近
似
性
が
認

め
ら
れ
、
天
理
冊
子
本
と
富
岡
本
は
表
現
の
細
部
に
至
る
ま
で
酷
似
し
て

い
る
。
従
っ
て
、
木
越
氏
の
推
定
通
り
、
天
理
冊
子
本
は
文
化
五
年
本
と

し
て
完
成
し
た
作
品
に
対
す
る
秋
成
の
新
た
な
創
作
意
欲
の
存
在
を
証
す

る
も
の
で
あ
る
と
と
も
に
、
文
化
五
年
本
と
は
、
異
な
る
史
観
や
構
想
の

導
入
を
推
測
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
。

更
に
、
「
天
津
処
女
」
の
稿
本
と
同
じ
く
平
安
初
期
の
政
治
に
対
す
る
史

観
を
形
象
化
し
た
「
血
か
た
び
ら
」
と
の
近
接
関
係
が
注
目
さ
れ
る
。
…
：
．

「
天
津
処
女
」
の
想
の
胚
胎
を
め
ぐ
っ
て
は
、
佐
藤
本
の
初
期
草
稿
で
は

「
血
か
た
び
ら
」
の
一
部
を
な
し
て
い
た
「
仁
明
の
御
代
」
の
部
分
が
、

佐
藤
本
の
後
期
草
稿
で
は
分
離
し
て
独
立
し
た
一
篇
を
な
し
た
と
見
る
木

越
氏
の
推
定
が
あ
る
。
い
ま
、
現
存
の
佐
藤
本
「
天
津
処
女
」
以
前
の
内

容
は
想
定
し
難
い
が
、
富
岡
本
の
形
に
定
着
す
る
過
程
で
、
「
血
か
た
び
ら
」

と
内
容
の
連
続
し
た
性
格
と
、
共
通
の
史
観
に
貫
か
れ
て
い
た
で
あ
る
、
フ

春
雨
物
語
序
説
（
木
越
治
）

こ
と
は
確
認
さ
れ
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。

こ
の
よ
う
に
、
勝
倉
氏
は
私
の
説
に
全
面
的
な
賛
意
を
表
明
し
て
い
る
わ
け
で
、

こ
れ
以
上
私
と
し
て
も
付
け
加
え
る
こ
と
は
な
い
。
こ
の
あ
と
氏
は
各
稿
本
の

間
に
見
ら
れ
る
改
稿
の
問
題
を
取
り
上
げ
て
お
り
、
そ
れ
ら
は
充
分
に
検
討
に

値
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
一
々
に
つ
い
て
こ
こ
で
取
り
上
げ
る
こ
と
は
で

き
な
い
の
で
、
こ
れ
も
前
項
と
同
じ
く
機
会
を
改
め
る
こ
と
に
し
た
い
。

以
上
で
『
春
雨
物
語
』
の
諸
稿
本
に
関
す
る
従
来
の
研
究
に
つ
い
て
、
私
の

目
に
触
れ
た
限
り
の
も
の
は
取
り
上
げ
た
つ
も
り
で
あ
る
。
あ
る
い
は
見
落
し

が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
の
点
に
つ
い
て
は
御
教
示
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い

で
あ
る
。

さ
て
、
こ
う
し
て
『
春
雨
物
語
』
の
諸
本
に
つ
い
て
の
研
究
を
見
て
く
る
と

昭
和
四
十
年
前
後
が
ひ
と
つ
の
区
切
り
と
な
る
よ
富
フ
に
思
わ
れ
る
。
各
稿
本
の

紹
介
の
終
わ
る
の
が
こ
の
頃
で
あ
り
、
各
篇
ご
と
の
本
文
に
即
し
た
検
討
が
始

ま
る
の
も
こ
の
頃
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
『
春
雨
物
語
』
研
究
全
体
の
動
向
を

反
映
す
る
も
の
で
あ
る
、
フ
が
、
し
か
し
、
改
稿
の
問
題
を
作
品
研
究
に
取
り
入

れ
て
い
る
例
は
、
み
ら
れ
る
ご
と
く
非
常
に
少
な
い
。
作
品
研
究
に
と
っ
て
、

本
文
の
成
立
過
程
を
た
ど
る
こ
と
は
き
わ
め
て
基
礎
的
な
作
業
で
あ
る
は
ず
だ

が
、
そ
の
こ
と
は
ま
だ
ま
だ
共
通
の
前
提
と
は
な
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
そ

の
意
味
で
、
こ
の
方
面
に
関
し
て
は
、
ま
だ
研
究
史
と
呼
び
得
る
だ
け
の
蓄
積

は
な
い
と
い
、
フ
べ
き
な
の
か
も
し
れ
な
い
。

た
し
か
に
、
つ
い
最
近
ま
で
、
佐
藤
本
や
冊
子
本
の
本
文
を
知
る
た
め
に
は

三
、
ま
と
め
と
今
後
の
展
望

五
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直
接
原
本
に
あ
た
る
し
か
な
か
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
方
面
の
研
究
が
あ

ま
り
行
わ
れ
な
か
っ
た
こ
と
に
も
や
む
を
え
な
い
面
は
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
研

究
環
境
の
整
備
と
い
、
う
こ
と
は
、
今
後
と
も
大
切
な
課
題
と
い
え
る
。
未
翻
刻

資
料
の
活
字
化
や
影
印
等
は
こ
れ
か
ら
も
続
け
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
し
、
既
翻

刻
の
も
の
に
つ
い
て
も
読
み
に
問
題
の
あ
る
箇
所
は
い
く
つ
か
あ
る
わ
け
で
、

そ
れ
ら
に
つ
い
て
も
、
広
く
検
討
し
て
行
く
必
要
が
あ
る
と
思
、
フ
。
ま
た
、
こ

れ
に
関
連
し
て
、
各
草
稿
の
執
筆
時
期
を
考
え
て
い
く
た
め
に
は
、
ど
う
し
て

も
秋
成
の
筆
跡
の
問
題
に
ふ
れ
ざ
る
を
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
私
自
身
は
こ
れ
ま

で
こ
の
問
題
を
意
識
的
に
避
け
て
き
た
の
で
あ
る
が
、
今
後
は
そ
富
フ
で
あ
っ
て

は
な
ら
な
い
と
思
う
。
む
ず
か
し
い
こ
と
か
も
し
れ
な
い
が
、
筆
跡
の
問
題
に

関
し
て
も
、
あ
る
程
度
客
観
的
に
語
り
得
る
だ
け
の
基
盤
づ
く
り
を
目
指
す
必

要
が
あ
る
と
思
う
。

私
と
し
て
は
、
各
篇
の
改
稿
箇
所
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
、
各
研
究
者
の
述
べ

る
と
こ
ろ
を
一
々
検
討
し
な
が
ら
そ
の
当
否
を
問
題
に
し
て
い
く
、
と
い
、
フ
か

た
ち
で
研
究
史
を
書
く
こ
と
が
早
く
可
能
に
な
っ
て
ほ
し
い
と
思
っ
て
い
る
の

だ
が
、
改
稿
過
程
を
問
題
に
す
る
論
文
が
各
作
品
に
つ
い
て
一
篇
あ
る
か
ど
う

か
と
い
、
フ
現
状
で
は
そ
れ
は
望
む
べ
く
も
な
い
。
そ
の
た
め
、
本
稿
に
お
い
て

は
、
結
局
、
各
稿
本
の
先
後
関
係
ｌ
特
に
、
冊
子
本
及
び
巻
子
本
を
ど
う
位
置

づ
け
る
か
ｌ
に
の
み
焦
点
を
合
わ
せ
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
、

ま
ず
、
こ
う
し
た
問
題
を
解
決
し
て
お
か
な
け
れ
ば
現
状
か
ら
一
歩
も
先
へ
進

め
な
い
と
思
っ
た
か
ら
で
あ
り
、
ま
た
、
対
立
す
る
説
が
存
在
す
る
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
そ
の
こ
と
が
共
通
の
認
識
と
な
ら
ず
う
や
む
や
の
ま
ま
放
置
さ
れ
て

い
る
現
状
へ
の
不
満
も
あ
っ
て
、
あ
え
て
私
は
、
対
立
点
や
問
題
点
を
明
確
に

し
、
今
後
の
共
通
の
検
討
課
題
と
し
て
残
そ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味

春
雨
物
語
序
説
（
木
越
治
）

付
記本

稿
成
稿
後
、
深
沢
秋
男
氏
編
『
桜
山
本
春
雨
物
語
』
（
勉
誠
社
昭
和
例

年
２
月
刊
）
が
刊
行
さ
れ
た
。
墨
筆
と
朱
筆
を
区
別
し
た
影
印
篇
及
び
そ
れ
に

基
づ
い
て
文
化
五
年
本
三
種
の
原
形
に
つ
い
て
考
察
し
た
研
究
篇
は
と
も
に

『
春
雨
物
語
』
の
本
文
研
究
史
上
画
期
的
な
も
の
と
思
わ
れ
る
。
今
後
、
文
化

五
年
本
の
本
文
を
利
用
す
る
に
あ
た
っ
て
本
書
の
成
果
を
無
視
す
る
こ
と
は
で

き
な
い
で
あ
る
、
う
し
、
他
の
稿
本
の
研
究
に
と
っ
て
も
方
法
的
に
大
き
な
影
響

を
与
え
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
本
文
中
に
は
取
り
入
れ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ

た
の
で
、
あ
え
て
、
付
記
し
て
お
く
次
第
で
あ
る
。

で
、
本
稿
は
改
稿
過
程
を
研
究
し
て
い
く
た
め
の
共
通
の
土
俵
づ
く
り
を
目
指

し
た
も
の
と
い
っ
て
い
い
か
も
し
れ
な
い
。

む
ろ
ん
、
改
稿
過
程
の
研
究
が
単
に
各
稿
本
の
先
後
関
係
に
つ
い
て
の
研
究

で
あ
っ
て
い
い
は
ず
が
な
い
。
究
極
の
課
題
は
、
そ
う
し
て
選
び
取
ら
れ
、
あ

る
い
は
削
り
取
ら
れ
る
と
い
う
過
程
を
経
た
言
葉
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
て
い
る

『
春
雨
物
語
』
と
い
う
作
品
世
界
そ
の
も
の
で
あ
り
、
素
材
研
究
そ
の
他
の
成

果
を
取
り
入
れ
つ
つ
そ
の
世
界
を
解
明
し
て
い
く
こ
と
以
外
に
は
な
い
の
で
あ

る
。
私
自
身
は
、
以
後
、
本
誌
上
で
そ
う
し
た
試
み
を
続
け
て
い
く
つ
も
り
で

あ
る
が
、
こ
う
し
た
作
業
は
本
当
は
で
き
る
だ
け
多
く
の
人
に
よ
っ
て
な
さ
れ

る
こ
と
が
望
ま
し
い
。
改
稿
過
程
の
研
究
に
関
し
て
は
、
ま
だ
こ
れ
と
い
っ
て

確
立
し
た
方
法
が
存
在
す
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
、
様
々
の
方
法
に
よ
る
ア
プ

ロ
ー
チ
が
可
能
な
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
本
稿
が
そ
の
た
め
に
少
し

で
も
役
に
立
て
ば
幸
い
で
あ
る
と
思
う
。

一
一
一
一
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