
          

  

一
、
は
じ
め
に 

 

 

『
徒
然
草
』
が
ど
の
よ
う
な
趣
旨
で
ま
と
め
ら
れ
た
か
と
い
う
問
題
の
解
答
は
は

な
は
だ
難
し
い
。
こ
れ
は
あ
ら
ゆ
る
文
学
作
品
に
つ
い
て
、
共
通
す
る
テ
ー
マ
で
あ

ろ
う
が
、『
徒
然
草
』
は
、
古
典
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
さ
ら
に
、
独
創
的
な
と
も
い
え

る
、
様
々
な
内
容
を
含
有
す
る
、
い
わ
ゆ
る
随
筆
文
学
で
あ
る
と
言
う
点
が
、
そ
の

難
解
さ
を
は
な
は
だ
し
い
も
の
と
し
て
い
る
。
そ
の
解
明
の
た
め
に
は
、
様
々
な
ア

プ
ロ
ー
チ
が
あ
る
だ
ろ
う
が
、
全
体
の
構
成
と
い
う
切
り
口
か
ら
追
求
す
る
の
は
一

つ
の
方
法
と
し
て
有
効
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
周
知
の
こ
と
で
あ
る
が
、『
徒
然
草
』
は
、

上
下
二
巻
か
ら
成
立
し
て
い
る
。そ
し
て
、
序
段
を
含
む
総
計
２
４
４
段
の
配
列
は
、 

              

多
少
の
異
動
は
あ
る
も
の
の
、
諸
本
に
よ
っ
て
大
き
く
異
な
る
こ
と
は
な
い
。
ほ
ぼ

序
段
か
ら
最
終
段
の
「
第
二
四
三
段
」
ま
で
順
番
に
書
き
つ
が
れ
て
い
っ
た
と
い
う 

の
が
定
説
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
上
巻
の
冒
頭
段
（
序
段
）
と
最
終
段
（
第
一

三
六
段
）、
さ
ら
に
下
巻
の
冒
頭
段
（
第
一
三
七
段
）
と
最
終
段
（
第
二
四
三
段
）
は
、

最
初
と
最
後
に
お
か
れ
る
べ
き
何
ら
か
の
意
味
（
趣
旨
）
を
持
つ
と
考
え
て
よ
い（

1
）。

序
段
と
、
第
一
三
七
段
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
本
学
紀
要
に
、
自
己
の
見
解
を
発
表

し
た
。
本
稿
で
は
、
そ
の
流
れ
を
受
け
て
、
上
巻
の
最
終
段
の
「
第
一
三
六
段
」
を

取
り
上
げ
、
そ
の
存
在
価
値
を
追
求
し
て
み
た
い（

2
）。 
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二
、
本
文
に
つ
い
て 

 

①
第
一
三
六
段
全
文（

3
） 

 

医
師
篤
成
、
故
法
皇
の
御
前
に
さ
ぶ
ら
ひ
て
、
供
御
の
奉
り
け
る
に
、「
今
参
り
は

べ
る
供
御
の
色
々
を
、
文
字
も
功
能
も
尋
ね
下
さ
れ
て
、
そ
ら
に
申
し
侍
ら
ば
、
本

草
に
御
覧
じ
あ
は
せ
ら
れ
侍
れ
か
し
。
ひ
と
つ
も
申
し
あ
や
ま
り
侍
ら
じ
」
と
申
し

け
る
時
し
も
、
六
条
の
故
内
府
参
り
給
ひ
て
、「
有
房
つ
い
で
に
物
習
ひ
侍
ら
ん
」
と

て
、「
ま
づ
し
ほ
と
い
ふ
文
字
は
、
い
づ
れ
の
偏
に
か
侍
ら
ん
」
と
問
は
れ
た
り
け
る

に
、
「
土
偏
に
候
ふ
」
と
申
し
た
り
け
れ
ば
、
「
才
の
ほ
ど
既
に
あ
ら
は
れ
に
た
り
。

い
ま
は
さ
ば
か
り
に
て
は
候
へ
。
ゆ
か
し
き
と
こ
ろ
な
し
」
と
申
さ
れ
け
る
に
、
ど

よ
み
に
成
り
て
、
ま
か
り
出
で
に
け
り
。 

  

本
段
は
、
「
医
師
篤
成
」
が
、
「
故
法
皇
」
の
お
前
で
、
「
供
御
」
の
「
文
字
」
「
効

能
」
に
つ
い
て
何
を
質
問
さ
れ
て
も
回
答
で
き
る
と
言
っ
た
と
き
に
「
六
条
の
故
内

府
」
が
や
っ
て
き
て
「
し
ほ
」
と
い
う
文
字
に
つ
い
て
尋
ね
た
と
こ
ろ
「
土
偏
に
候

ふ
」
と
回
答
し
た
の
で
、
内
府
に
「
ゆ
か
し
き
と
こ
ろ
な
し
」
と
批
判
さ
れ
、
篤
成

は
、
人
々
の
「
ど
よ
み
」
の
中
で
、
立
ち
去
っ
た
と
い
う
内
容
で
あ
る
。 

 

本
段
で
の
最
大
の
問
題
は
、
内
府
は
、
な
ぜ
「
ゆ
か
し
き
と
こ
ろ
な
し
」
と
即
断

し
、
篤
成
は
、
な
ぜ
立
ち
去
ら
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
以
下

い
く
つ
か
の
学
説
を
と
り
あ
げ
、
ま
ず
は
本
段
の
本
質
を
確
か
に
把
握
し
て
い
く
こ

と
に
す
る
。 

 

②
学
説
１

（
4
） 

 

前
段
と
ひ
き
続
き
、
共
通
に
い
え
る
こ
と
は
、
い
わ
ば
オ
ー
ソ
ド
ッ
ク
ス
に
か
ま

え
た
、
自
信
満
々
の
人
物
が
、
思
い
も
よ
ら
ぬ
肩
す
か
し
を
く
ら
っ
て
敗
北
し
、
失

笑
を
か
う
と
い
う
設
定
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
か
た
く
な
な
正
統
性
が
盲
点
を
つ
か
れ
、

思
い
の
ほ
か
の
も
ろ
さ
を
暴
露
し
て
し
ま
う
と
こ
ろ
に
、
ま
た
そ
の
こ
と
を
軽
妙
か

つ
鋭
く
指
摘
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
兼
好
ら
し
い
眼
の
つ
け
か
た
が
あ
る
。
そ
う
し

て
、
こ
の
よ
う
な
対
応
の
し
か
た
は
、『
徒
然
草
』
に
一
貫
し
て
み
ら
れ
る
と
こ
ろ
で

あ
る
。 

  

本
説
は
、「
前
段
と
ひ
き
続
き
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
前
段
（
第
一
三
五
段
）
と
の

関
連
性
を
認
め
て
い
る
。
そ
し
て
「
自
信
満
々
の
人
物
が
、
思
い
も
よ
ら
ぬ
肩
す
か

し
を
く
ら
っ
て
敗
北
し
、
失
笑
を
か
う
」
と
し
て
い
る
。「
思
い
も
よ
ら
ぬ
肩
す
か
し
」

と
「
失
笑
」
に
注
目
す
る
。
つ
ぎ
の
「
か
た
く
な
な
正
統
性
が
盲
点
を
つ
か
れ
、
思

い
の
ほ
か
の
も
ろ
さ
を
暴
露
し
て
し
ま
う
」
が
次
の
留
意
点
。「
ま
た
そ
の
こ
と
を
」

以
下
は
、
本
書
と
兼
好
の
本
質
を
指
摘
す
る
も
の
と
し
て
重
要
で
あ
る
。 

 
 ③

学
説
２

（
5
） 

 

本
段
も
、
前
段
の
資
季
大
納
言
入
道
と
同
じ
く
、「
一
つ
も
申
し
あ
や
ま
り
侍
ら
じ
」

と
い
う
大
き
な
自
信
を
も
っ
て
言
い
出
し
た
篤
成
が
、
六
条
有
房
の
問
い
に
誤
り
答

え
て
、
嘲
笑
さ
れ
た
失
敗
譚
を
記
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
う
い
う
点
に
、
前
段
を
受

け
て
同
性
質
の
表
現
を
列
挙
し
た
趣
が
あ
る
と
言
え
よ
う
。
し
か
し
、前
段
の
方
は
、

「
何
と
な
き
そ
ぞ
ろ
ご
と
の
中
に
お
ぼ
つ
か
な
き
事
」
を
問
わ
れ
て
答
え
ら
れ
な
か
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っ
た
失
敗
で
あ
る
に
対
し
て
、
こ
の
段
は
、「
注
釈
」
で
触
れ
た
よ
う
に
、
六
条
有
房

が
「
鹽
」
に
偏
の
な
い
こ
と
を
よ
く
知
っ
て
い
て
、「
い
づ
れ
の
偏
に
か
侍
ら
ん
」
と

問
い
か
け
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
そ
こ
に
、
彼
の
機
智
が
あ
り
、
ト
リ
ッ

ク
が
あ
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
そ
れ
に
う
ま
く
ひ
っ
か
か
っ
た
篤
成
が
居
た
た

ま
れ
な
く
な
っ
て
「
罷
り
出
で
に
け
り
」
と
い
う
結
果
に
な
っ
た
の
は
、
運
が
わ
る

か
っ
た
と
も
言
え
そ
う
で
あ
る
。
わ
た
く
し
は
、
こ
の
段
の
有
房
に
、
意
地
の
悪
い
、

老
獪
な
、
そ
し
て
辛
辣
で
皮
肉
な
性
格
を
感
ず
る
。
そ
れ
が
、「
有
房
、
つ
い
で
に
物

習
ひ
侍
ら
ん
」
と
い
う
神
妙
さ
か
ら
、
「
才
の
ほ
ど
既
に
あ
ら
は
れ
に
た
り
。
今
は
、

さ
ば
か
り
に
て
候
へ
。
ゆ
か
し
き
所
な
し
」
と
い
う
、
突
き
放
し
た
、
に
べ
も
な
い

言
い
方
に
豹
変
し
て
い
る
所
に
現
れ
て
い
る
よ
う
に
思
う
。
こ
れ
に
比
べ
れ
ば
、
前

段
の
資
季
や
具
氏
の
方
が
素
朴
で
、
豊
か
な
人
間
味
が
あ
り
、
ユ
ー
モ
ラ
ス
な
余
裕

も
見
い
だ
さ
れ
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。 

  

本
説
も
、
ま
ず
「
前
段
を
受
け
て
」
と
前
段
と
の
関
連
性
を
述
べ
る
。 

 

次
に
、
「
六
条
有
房
が
『
鹽
』
に
偏
の
な
い
こ
と
を
よ
く
知
っ
て
い
て
、
『
い
づ
れ

の
偏
に
か
侍
ら
ん
』
と
問
い
か
け
た
の
で
は
な
い
か
」「
彼
の
機
智
が
あ
り
、
ト
リ
ッ

ク
が
あ
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
」
と
推
定
す
る
。
さ
ら
に
「
こ
の
段
の
有
房
に
、

意
地
の
悪
い
、
老
獪
な
、
そ
し
て
辛
辣
で
皮
肉
な
性
格
を
感
ず
る
。
」
な
ど
と
感
想
的

に
述
べ
る
。
本
説
は
か
な
り
問
題
が
あ
り
そ
う
で
あ
る
。 

 
 ④
学
説
３

（
6
） 

 

こ
の
段
は
、前
段
と
ほ
ぼ
同
趣
の
話
で
、
医
師
篤
成
が
御
食
膳
の
品
々
に
つ
い
て
、

文
字
や
き
き
め
に
つ
い
て
の
知
識
を
誇
っ
た
が
、
六
条
故
内
府
有
房
の
機
智
に
よ
る

問
い
に
ひ
っ
か
か
っ
て
、
自
慢
の
鼻
を
折
ら
れ
、
嘲
笑
さ
れ
た
話
で
あ
る
。 

有
房
の
「
有
房
つ
い
で
に
物
習
ひ
侍
ら
ん
」
と
い
う
言
い
方
に
は
、
知
っ
て
い
る

の
に
、
わ
ざ
と
知
ら
な
い
ふ
り
を
し
て
聞
く
、
意
地
の
悪
さ
が
感
じ
ら
れ
、「
土
偏
に

候
」
と
答
え
た
篤
成
に
対
し
て
、
今
ま
で
と
は
う
っ
て
変
わ
っ
た
口
調
で
「
才
の
ほ

ど
既
に
あ
ら
は
れ
に
た
り
。
床
し
き
と
こ
ろ
な
し
」
と
に
べ
も
な
い
言
い
方
が
さ
れ

て
お
り
、
そ
こ
に
は
確
か
に
有
房
の
辛
辣
で
皮
肉
な
性
格
が
感
じ
ら
れ
る
。 

 

本
説
は
、
は
じ
め
に
、「
医
師
篤
成
が
御
食
膳
の
品
々
に
つ
い
て
、
文
字
や
き
き
め

に
つ
い
て
の
知
識
を
誇
っ
た
が
、
六
条
故
内
府
有
房
の
機
智
に
よ
る
問
い
に
ひ
っ
か

か
っ
て
、
自
慢
の
鼻
を
折
ら
れ
、
嘲
笑
さ
れ
た
話
で
あ
る
。」
と
ま
と
め
る
。
そ
れ
は

よ
い
の
だ
が
、
さ
ら
に
「
知
っ
て
い
る
の
に
、
わ
ざ
と
知
ら
な
い
ふ
り
を
し
て
聞
く
、

意
地
の
悪
さ
が
感
じ
ら
れ
、」「
辛
辣
で
皮
肉
な
性
格
が
感
じ
ら
れ
る
。」
な
ど
と
続
け

る
が
、
こ
れ
は
学
説
２
と
同
一
内
容
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
本
段
は
こ
の

よ
う
に
色
眼
鏡
で
見
る
よ
う
な
主
観
的
な
こ
と
し
か
述
べ
ら
れ
な
い
の
か
、
そ
の
点

を
解
明
す
る
の
も
本
稿
の
目
的
で
あ
る
。 

 

⑤
学
説
４

（
7
） 

 
こ
れ
ら
か
ら
考
え
る
と
、
六
条
の
故
内
府
の
問
い
は
、
塩
を
正
解
と
す
る
の
で
も

鹽
を
正
解
と
す
る
も
の
で
も
な
か
っ
た
。「
し
ほ
と
い
ふ
文
字
」
に
は
、
塩
と
鹽
と
が

あ
り
云
々
と
い
う
、
そ
れ
ぞ
れ
の
場
合
を
あ
げ
て
解
説
す
る
こ
と
を
正
解
と
す
る
も

の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
そ
れ
が
自
信
た
っ
ぷ
り
の
本
草
学
の
専
門
家
顔
を
し
た
篤
成
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は
、
た
っ
た
一
つ
の
文
字
の
方
の
み
し
か
、
し
か
も
い
ず
れ
の
偏
の
所
属
か
は
っ
き

り
し
な
い
の
に
そ
れ
も
い
い
切
っ
て
、
明
快
げ
な
答
え
を
し
た
。
そ
の
単
純
さ
が
、

笑
い
の
対
象
と
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。 

 

こ
の
時
代
、
世
の
中
の
事
象
に
つ
い
て
、
多
面
的
な
思
考
が
漸
く
可
能
に
な
っ
て

き
た
。
ゆ
れ
動
く
価
値
観
の
中
で
、
古
典
的
な
思
考
の
知
識
だ
け
で
は
何
事
も
解
釈

で
き
な
く
な
っ
て
い
る
。
医
師
の
世
界
、
本
草
学
の
世
界
に
お
い
て
も
、
新
し
い
動

向
の
あ
っ
た
こ
と
は
記
述
し
た
通
り
で
あ
る
。
そ
う
い
う
中
で
、
旧
態
を
墨
守
し
て

い
る
篤
成
の
、
い
か
に
も
明
快
で
あ
る
か
に
見
え
て
、
複
雑
な
背
景
に
目
を
向
け
ぬ

解
答
に
、
人
々
の
嘲
笑
が
向
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
。 

  

本
説
は
、
今
ま
で
記
し
た
主
観
的
な
説
に
比
べ
れ
ば
、
は
る
か
に
客
観
的
で
、
し

っ
か
り
し
て
い
る
。 

ま
ず
は
、｢

塩
と
鹽
と
が
あ
り
云
々
と
い
う
、
そ
れ
ぞ
れ
の
場
合
を
あ
げ
て
解
説
す

る
こ
と
を
正
解
と
す
る
も
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
」
と
述
べ
る
。
こ
れ
は
「
鹽
」
と
「
塩
」

で
は
、
前
者
が
正
字
で
、
後
者
が
俗
字
で
あ
る
か
ら
、
俗
字
の
「
塩
」
の
偏
、
つ
ま

り
「
土
偏
」
と
答
え
た
の
が
お
か
し
い
と
い
う
従
来
の
説
に
対
し
、
新
し
い
考
え
を

示
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、「
た
っ
た
一
つ
の
文
字
の
方
の
み
し
か
、
し
か
も
い
ず
れ
の

偏
の
所
属
か
は
っ
き
り
し
な
い
の
に
そ
れ
も
い
い
切
っ
て
、
明
快
げ
な
答
え
を
し
た
。

そ
の
単
純
さ
が
、
笑
い
の
対
象
と
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。」
と
、
笑
い
の
内
容
に
つ
い

て
も
か
な
り
つ
っ
こ
ん
だ
見
解
を
の
べ
る
。
ま
た
、「
旧
態
を
墨
守
し
て
い
る
篤
成
の
、

い
か
に
も
明
快
で
あ
る
か
に
見
え
て
、
複
雑
な
背
景
に
目
を
向
け
ぬ
解
答
に
、
人
々

の
嘲
笑
が
向
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
。」
と
ま
と
め
て
い
て
、
前
述
の
所
論
よ
り
は
は
る

か
に
穿
っ
た
見
方
を
し
て
い
る
。 

 

以
上
の
学
説
を
踏
ま
え
、
本
文
の
問
題
点
を
挙
げ
、
検
討
を
加
え
る
こ
と
に
す
る
。

ま
ず
は
、
単
語
レ
ベ
ル
か
ら
見
て
い
く
。 

1
、
医
師
篤
成 

 

「
和
気
篤
成
。
典
薬
頭
。
大
膳
大
夫
。
」 

2
、
故
法
皇 

 

「
後
宇
多
法
皇
。
」 

3
、
供
御 

「
ご
馳
走
。
饗
膳
。
」 

4
、
文
字
も
効
能
も 

 

「
文
字
は
、
使
わ
れ
る
漢
字
。
効
能
は
、
き
き
め
、
効
験
。」 

5
、
そ
ら 

 

「
文
書
を
見
な
い
で
。
暗
記
し
た
ま
ま
に
。」 

6
、
本
草 

 

「
薬
用
植
物
を
は
じ
め
動
物
・
鉱
物
な
ど
に
わ
た
っ
て
研
究
す
る
本
草
学
の
書
物
。」 

7
、
六
条
故
内
府 

 

「
源
有
房
。
内
府
は
内
大
臣
の
唐
名
。
」 

8
、
し
ほ 

 
『
鹽
』
の
字
と
『
塩
』
の
字
を
ひ
っ
か
け
て
尋
ね
た
も
の
。」 

9
、
さ
ば
か
り 

 

「
そ
れ
だ
け
で
結
構
、
た
く
さ
ん
だ
の
意
。」 

10
、
ゆ
か
し
き 
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「
聞
き
た
い
。
知
り
た
い
。
」 

11
、
ど
よ
み 

 

「
鳴
り
ひ
び
く
こ
と
。
大
笑
い
。」 

 
 

 

以
上
、
11
項
目
を
あ
げ
た
が
、
考
え
る
と
こ
ろ
を
以
下
に
述
べ
る
。 

１
の
「
医
師
篤
成
」
が
和
気
氏
で
あ
る
こ
と
は
何
か
意
味
を
持
つ
の
か
も
し
れ
な

い
が
、
そ
れ
は
今
問
わ
な
い
。
そ
れ
よ
り
も
「
典
薬
頭
」
か
つ
「
大
膳
大
夫
」
と
い

う
と
こ
ろ
か
ら
、
宮
中
の
薬
や
食
事
に
関
わ
る
権
威
者
で
あ
っ
た
こ
と
が
重
要
で
あ

り
そ
う
だ
。
３
の
「
供
御
」
は
前
段
に
も
存
在
す
る
。
本
段
と
の
関
連
性
あ
り
と
し

て
注
目
さ
れ
る
。
４
の
「
文
字
」
は
、
漢
字
を
指
す
か
と
考
え
ら
れ
る
。「
効
能
」
に

つ
い
て
は
、
問
答
で
は
無
関
係
と
な
っ
て
い
る
。
６
の
「
本
草
」
は
権
威
あ
る
専
門

書
な
の
で
あ
ろ
う
。「
本
草
」
を
わ
ざ
わ
ざ
持
ち
出
し
た
と
こ
ろ
に
篤
成
の
権
威
主
義

的
な
と
こ
ろ
が
読
み
取
れ
そ
う
で
あ
る
。
７
の
「
六
条
故
内
府
」
は
内
大
臣
で
あ
る

か
ら
、
政
治
家
と
し
て
一
流
と
言
え
る
。
大
げ
さ
に
言
え
ば
、
医
（
薬
）
学
の
一
流

と
政
治
家
の
一
流
の
対
決
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
８
の
「
し
ほ
」
は
確
か
に
掛
詞

的
効
果
を
狙
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
こ
れ
を
漢
字
で
記
し
て
し
ま
う
と
、
読
者
側
の

面
白
み
が
な
く
な
る
。
９
の
「
さ
ば
か
り
」
は
軽
蔑
・
嘲
笑
の
意
図
が
あ
ろ
う
。
こ

れ
は
10
の
「
ゆ
か
し
き
（
と
こ
ろ
な
し
）
」
と
関
連
す
る
。
俗
に
言
え
ば
、
顔
も
み

た
く
な
い
、
と
も
な
ろ
う
。
11
の
「
ど
よ
み
」
は
は
た
し
て
「
大
笑
い
」
と
い
っ
て

い
い
も
の
か
、
判
断
し
か
ね
る
が
、
み
な
が
反
応
を
示
し
た
こ
と
は
確
か
だ
。
そ
こ

で
い
た
た
ま
れ
な
く
な
っ
た
篤
成
は
「
ま
か
り
出
で
に
け
り
」と
い
う
結
果
と
な
る
。

「
ま
か
り
出
で
」
は
ど
の
よ
う
な
文
脈
に
使
わ
れ
る
こ
と
が
多
い
の
か
、
が
本
書
で

は
他
に
ど
の
よ
う
な
用
例
が
あ
る
か
、
今
は
ふ
れ
る
余
裕
は
な
い
が
、
要
注
意
で
あ
る
。 

  

以
上
は
単
語
レ
ベ
ル
で
の
検
討
で
あ
る
が
、
次
は
、
全
体
の
構
成
か
ら
み
る
。 

本
段
は
、
五
つ
の
会
話
が
中
心
と
な
っ
て
い
る
。
ま
ず
は
篤
成
の
会
話
と
そ
れ
に

対
す
る
有
房
の
質
問
。
篤
成
の
会
話
は
長
い
、
そ
れ
に
対
し
、
有
房
は
簡
潔
で
あ
る
。

そ
の
二
つ
の
会
話
の
や
り
と
り
を
「
申
し
け
る
時
し
も
」
と
「
し
も
」
で
つ
な
い
で

い
る
と
こ
ろ
に
注
目
さ
れ
る
。
「
し
も
」
は
強
調
表
現
で
、
「
な
ん
と
ま
あ
」
と
い
っ

た
意
味
を
添
え
る
、
そ
の
「
な
ん
と
ま
あ
」
の
後
に
具
体
的
に
何
が
隠
さ
れ
て
い
る

か
に
つ
い
て
は
慎
重
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
が
、
タ
イ
ム
リ
ー
に
有
房
が
や
っ
て
き

た
と
い
う
意
味
あ
い
で
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
そ
し
て
第
二
の
や
り
と
り
は
有

房
の
具
体
的
な
質
問
、
そ
れ
に
対
す
る
篤
成
の
解
答
。
最
後
に
、
そ
れ
を
受
け
て
有

房
が
二
人
の
や
り
と
り
に
決
着
を
つ
け
る
会
話
と
い
う
構
成
で
あ
る
。
会
話
だ
け
で

本
段
を
見
つ
め
る
な
ら
、
次
の
よ
う
に
な
る
。 

 

第
一
の
会
話
（
篤
成
）「
今
参
り
は
べ
る
供
御
の
色
々
を
、
文
字
も
功
能
も
尋
ね
下

さ
れ
て
、
そ
ら
に
申
し
侍
ら
ば
、
本
草
に
御
覧
じ
あ
は
せ
ら
れ
侍
れ
か
し
。
ひ
と
つ

も
申
し
あ
や
ま
り
侍
ら
じ
」 

第
二
の
会
話
（
有
房
）
「
有
房
つ
い
で
に
物
習
ひ
侍
ら
ん
」 

第
三
の
会
話
（
有
房
）
「
ま
づ
し
ほ
と
い
ふ
文
字
は
、
い
づ
れ
の
偏
に
か
侍
ら
ん
」 

第
四
の
会
話
（
篤
成
）
「
土
偏
に
候
ふ
」 

第
五
の
会
話
（
有
房
）「
才
の
ほ
ど
既
に
あ
ら
は
れ
に
た
り
。
い
ま
は
さ
ば
か
り
に

て
は
候
へ
。
ゆ
か
し
き
と
こ
ろ
な
し
」 

第
一
の
篤
成
の
会
話
が
そ
も
そ
も
の
本
段
の
話
題
の
発
端
と
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。
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「
供
御
の
色
々
」「
文
字
も
効
能
も
」「
そ
ら
に
」
と
い
う
と
こ
ろ
に
は
「
大
膳
大
夫
」

「
典
薬
頭
」
と
し
て
の
誇
り
が
見
ら
れ
よ
う
。
要
す
る
に
、「
供
御
」
に
つ
い
て
知
ら

な
い
も
の
は
な
い
と
自
慢
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。「
本
草
」
を
出
し
た
の
は
、
今
な

ら
さ
し
ず
め
、『
医
薬
大
全
』
か
、
も
し
く
は
俗
に
言
え
ば
『
広
辞
苑
』
等
と
い
う
こ

と
に
な
ろ
う
。「
ひ
と
つ
も
申
し
あ
や
ま
り
侍
ら
じ
」
は
絶
対
的
な
自
信
を
示
し
て
い

る
。
こ
の
発
言
に
対
し
、
居
合
わ
せ
た
誰
も
が
口
を
閉
ざ
し
て
い
た
と
考
え
る
の
が

妥
当
だ
ろ
う
。
強
調
の
助
詞
「
し
も
」
は
篤
成
の
独
り
舞
台
だ
っ
た
場
所
に
有
房
が

折
し
も
や
っ
て
き
た
。
ま
さ
に
人
々
に
は
救
い
の
神
、
篤
成
に
と
っ
て
は
ま
ず
い
人

物
が
や
っ
て
き
た
と
考
え
る
の
が
素
直
な
捕
ら
え
方
と
い
う
も
の
だ
ろ
う
。 

第
二
の
有
房
の
会
話
は
「
有
房
」
と
自
分
の
名
前
か
ら
始
ま
る
。
自
分
の
名
前
を

出
す
と
い
う
こ
と
は
あ
る
意
味
で
の
強
調
と
言
え
る
だ
ろ
う
。「
こ
の
有
房
め
が
」
く

ら
い
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
か
。
そ
し
て
「
つ
い
で
に
物
習
ひ
」
に
注
目
し
た
い
。「
つ
い
で

に
」
は
、
よ
い
機
会
だ
、
く
ら
い
と
す
れ
ば
、「
物
習
ひ
」
は
、
学
問
的
レ
ベ
ル
で
は

な
く
、
知
識
を
得
た
い
、
程
度
と
考
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
は
「
侍
ら
ん
」
と
い
う
丁

寧
な
言
い
方
で
ま
と
め
て
い
る
点
は
、
表
向
き
、
教
え
を
乞
う
と
い
う
姿
勢
で
あ
る
。 

第
三
は
第
二
と
同
様
に
有
房
の
会
話
で
あ
る
が
、
兼
好
は
「
と
て
」
で
つ
な
ぐ
こ

と
に
よ
り
、
一
呼
吸
間
を
お
い
て
表
現
し
て
い
る
。
こ
の
間
に
よ
り
、
有
房
に
は
篤

成
に
対
し
、
何
か
特
別
な
意
図
を
持
っ
て
い
る
こ
と
が
推
定
で
き
る
。
言
う
な
ら
ば
、

用
意
は
い
い
か
な
、
篤
成
さ
ん
、
と
い
っ
た
ニ
ュ
ア
ン
ス
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
は
、

あ
れ
だ
け
え
ら
そ
う
に
言
っ
た
の
だ
か
ら
覚
悟
し
な
さ
い
よ
、
と
い
う
含
み
も
あ
ろ

う
。「
ま
づ
」
と
い
う
言
葉
が
「 

」
の
中
か
外
か
に
つ
い
て
は
、
小
松（

8
）

に
よ
っ
て
明

快
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
。「
ま
づ
」
を
「 

」
の
外
に
出
せ
ば
、
そ
れ
は
兼
好
の
説
明

と
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
れ
で
は
面
白
み
も
何
も
な
い
と
い
う
小
松
の
論
を
適
切
と
認

め
る
。
続
い
て
、
「
し
ほ
」
と
「
文
字
」
に
注
目
で
あ
る
。
「
し
ほ
」
が
平
仮
名
で
あ

る
ほ
う
が
読
者
の
興
味
を
ひ
く
か
ら
、
当
然
平
仮
名
で
あ
る
べ
き
で
あ
る
。
「
文
字
」

は
漢
字
で
あ
る
か
ら
、
漢
字
に
つ
い
て
聞
い
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
第
一
の

会
話
（
篤
成
）
の
「
文
字
も
効
能
も
尋
ね
下
さ
れ
て
」
と
あ
る
の
を
受
け
る
。
つ
ま

り
、
有
房
は
、「
し
ほ
」
の
効
能
で
は
な
く
、「
文
字
」
を
尋
ね
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

そ
の
次
の
「
偏
」
が
問
題
で
あ
る
。「
偏
」
か
「
篇
」
か
「
辺
」
の
ど
れ
に
あ
た
る
か

を
「
へ
ん
」
と
し
て
平
仮
名
で
あ
っ
た
ほ
う
が
面
白
く
は
な
い
か
。
実
際
に
会
話
で

は
、
前
の
「
し
ほ
」
も
シ
オ
と
し
か
聞
こ
え
な
い
し
、「
偏
」
と
漢
字
を
あ
て
て
い
る

が
、
実
際
に
は
ヘ
ン
と
し
か
聞
こ
え
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
前
記

小
松
の
論
に
詳
し
い
の
で
後
で
示
す
こ
と
に
す
る
。 

第
四
の
会
話
は
「
土
偏
に
候
」
と
極
端
に
短
い
。
こ
の
短
さ
は
最
初
の
長
さ
と
の

対
照
効
果
が
あ
る
。
あ
れ
ほ
ど
長
っ
た
ら
し
く
自
慢
し
て
い
た
の
に
、
解
答
は
短
い
。

も
し
も
自
信
満
々
に
答
え
る
の
な
ら
、
こ
こ
で
も
長
く
述
べ
る
は
ず
だ
。
短
い
の
は

篤
成
の
苦
渋
を
示
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。 

第
五
の
会
話
が
非
難
・
嘲
笑
の
意
味
を
持
つ
こ
と
は
も
う
論
じ
る
必
要
は
な
い
だ

ろ
う
。
三
つ
の
文
か
ら
成
り
立
つ
が
、
第
二
の
会
話
の
丁
寧
さ
に
比
べ
、
畳
み
掛
け

る
よ
う
に
こ
っ
ぴ
ど
く
や
っ
つ
け
て
い
る
。「
才
の
ほ
ど
」
の
「
ほ
ど
」、「
あ
ら
は
れ

に
た
り
」
の
「
に
た
り
」、
「
さ
ば
か
り
」、
「
ゆ
か
し
き
と
こ
ろ
な
し
」
な
ど
、
具
体

的
に
表
現
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
少
し
気
に
な
る
の
が
「
さ
ば
か
り
に
て
候
へ
」
の
「
候

へ
」
で
あ
る
。
よ
く
見
る
と
、
第
一
の
会
話
（
篤
成
）
は
丁
寧
語
「
侍
り
」
を
用
い
、

第
二
・
第
三
の
会
話
（
有
房
）
も
同
様
に
丁
寧
語
「
侍
り
」
を
用
い
て
い
る
。
第
四
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の
会
話
（
篤
成
）
は
「
候
」、
第
五
の
会
話
（
有
房
）
は
三
つ
の
文
の
う
ち
、
二
つ
目

に
の
み
「
候
へ
」
を
用
い
て
い
る
。
こ
こ
で
考
え
ら
れ
る
の
は
、「
土
偏
に
候
」
と
い

う
篤
成
の
解
答
を
導
く
ま
で
は
「
侍
ら
ん
」
を
二
回
用
い
て
い
る
が
、
解
答
を
聞
い

て
か
ら
「
侍
り
」
を
使
わ
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
相
手
へ
の
敬
意
が
な
く
な
っ
た
こ

と
を
意
味
す
る
効
果
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
で
は
な
ぜ
第
四
、
第

五
に
「
候
」
が
使
わ
れ
て
い
る
か
と
い
う
と
、
こ
の
二
つ
の
「
候
」
は
丁
寧
語
で
は

な
く
、
謙
譲
語
的
な
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
問
が
わ
い
て
く
る
。
つ
ま
り
、
第
四

（
篤
成
）
は
「
土
偏
で
ご
ざ
い
ま
す
」
と
、
丁
寧
に
表
現
し
た
の
で
は
な
く
、「
土
偏

に
存
在
申
し
上
げ
る
」
と
謙
譲
的
に
言
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
だ
。
そ
れ

を
受
け
て
、
第
五
（
有
房
）
も
「
そ
の
程
度
で
（
も
う
黙
っ
て
）
控
え
て
お
れ
」
と

謙
譲
的
に
言
っ
た
と
考
え
る
と
つ
じ
つ
ま
が
あ
う
の
だ
が
。
す
る
と
「
ど
よ
み
に
な

り
て
」
も
、
諸
説
に
言
う
「
大
笑
い
に
な
っ
て
」
と
い
う
訳
が
適
す
る
か
ど
う
か
も

再
考
の
余
地
が
あ
ろ
う
。
篤
成
の
権
威
主
義
的
な
態
度
に
、
何
も
い
え
な
か
っ
た
伺

候
し
て
い
た
人
々
が
、
開
放
さ
れ
た
安
堵
感
か
ら
の
「
ど
よ
み
」
と
は
か
ん
が
え
ら

れ
な
い
か
。 

 

三
、
「
土
偏
に
候
ふ
」
―
小
松
英
雄
の
論
か
ら
― 

 

 

本
段
に
つ
い
て
、
も
っ
と
も
深
く
探
求
し
た
の
は
「
土
偏
に
候
ふ
」（
『
徒
然
草
抜

書
』
所
収
・
小
松
英
雄
・
講
談
社
）
で
あ
る
。
論
は
「
９
項
＋
補
」
か
ら
成
立
す
る
。

そ
れ
ら
を
掲
げ
れ
ば
次
の
通
り
で
あ
る
。 

 

１ 

文
字
史
か
ら
の
検
討 

 

２ 

場
面
の
理
解 

 

３ 

有
房
の
意
図 

 

４ 

い
づ
れ
の
へ
ん
に
か
は
べ
ら
ん 

 

５ 

質
問
と
解
答
の
す
れ
ち
が
い 

 

６ 

自
筆
原
本
の
表
記 

 

７ 

中
間
の
ま
と
め 

 

８ 

ど
よ
み
に
な
り
て 

 

９ 

兼
好
の
意
図 

 
 
 

補 

「
イ
ヅ
レ
ヘ
ン
」 

 

本
段
を
扱
っ
た
論
と
し
て
は
、
右
に
出
る
も
の
は
な
い
、
微
に
入
り
細
を
う
が
っ

た
も
の
な
の
で
、
そ
れ
ら
各
項
の
、
本
稿
に
関
わ
る
部
分
を
と
り
あ
げ
、
考
察
を
加

え
る
。 

１ 

文
字
史
か
ら
の
検
討 

 

「
従
来
の
解
釈
」
と
し
て
、
小
松
は
次
の
よ
う
に
ま
と
め
て
い
る
。 

「
学
殖
の
豊
か
さ
を
ひ
け
ら
か
そ
う
と
し
た
和
気
篤
成
が
、
た
ま
た
ま
そ
こ
に
来

合
わ
せ
た
源
有
房
に
、
『
し
ほ
』
と
い
う
語
に
当
た
る
漢
字
の
『
偏
』
、
す
な
わ
ち
部

首
を
尋
ね
ら
れ
、
俗
字
の
『
塩
』
を
念
頭
に
置
い
て
、『
土
偏
に
候
ふ
』
と
答
え
た
た

め
に
、
正
字
が
『
鹽
』
だ
と
い
う
程
度
の
知
識
す
ら
な
い
の
に
大
言
壮
語
し
た
こ
と

が
露
顕
し
て
し
ま
い
、
一
座
の
人
び
と
の
嘲
笑
を
あ
び
て
す
ご
す
ご
と
退
出
し
た
、

と
い
う
の
が
、
こ
れ
ま
で
の
一
致
し
た
解
釈
だ
っ
た
と
言
っ
て
よ
い
で
し
ょ
う
。」 

こ
の
ま
と
め
で
、
本
段
に
対
す
る
一
般
的
な
理
解
が
よ
く
わ
か
る
。
次
に
、
小
松

は
、
山
田
俊
雄
の
論
を
掲
げ
る
。 
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「
山
田
俊
雄
は
、
文
字
史
の
立
場
か
ら
、
右
の
よ
う
な
解
釈

（
9
）

（
前
記
・
従
来
の
解

釈
）
に
対
し
て
根
本
的
な
疑
問
を
提
出
し
、
文
献
上
に
見
い
だ
さ
れ
る
諸
事
実
に
基

づ
い
て
、
そ
う
い
う
解
釈
の
根
拠
を
完
全
に
否
定
し
て
い
ま
す
。
緻
密
な
議
論
構
成

を
崩
し
て
し
ま
う
こ
と
を
承
知
の
う
え
で
、
あ
え
て
単
純
化
す
る
な
ら
ば
、
そ
こ
に

指
摘
さ
れ
て
い
る
の
は
つ
ぎ
の
四
点
で
す
。 

① 

『
鹽
』
が
正
字
で
『
塩
』
が
俗
字
で
あ
っ
た
と
は
簡
単
に
決
め
ら
れ
な
い
こ
と
。 

② 

『
鹽
』
に
せ
よ
『
塩
』
に
せ
よ
、
『
い
づ
れ
の
偏
』
に
属
す
る
か
に
つ
い
て

疑
問
の
あ
る
文
字
で
あ
っ
た
こ
と
。 

③ 

し
ほ
」
に
あ
た
る
文
字
と
し
て
一
般
に
通
用
し
て
い
た
の
は
『
塩
』
で
あ
っ

た
こ
と
。 

④ 

以
上
の
事
実
か
ら
み
て
、
『
土
偏
に
候
ふ
』
と
い
う
篤
成
の
返
答
を
い
ち
が

い
に
誤
り
と
は
言
い
切
れ
な
い
こ
と
。 

 

こ
の
論
証
に
よ
っ
て
、
伝
統
的
な
解
釈
の
基
礎
は
完
全
に
失
わ
れ
た
と
い
っ
て
よ

い
で
し
ょ
う
。
」 

そ
れ
を
受
け
て
、
次
の
「
根
を
張
っ
た
通
説
」
に
、
彼
は
山
田
の
論
を
受
け
、
次
の

よ
う
に
述
べ
て
い
る
。 

 

「
す
く
な
く
と
も
、
わ
た
く
し
は
再
検
討
の
必
要
を
感
じ
ま
し
た
し
、
日
本
語
史

の
研
究
者
の
多
く
も
同
じ
考
え
を
い
だ
い
た
に
相
違
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
国
文

学
の
専
門
家
の
反
応
は
総
じ
て
消
極
的
で
あ
り
、
事
実
上
、
山
田
俊
雄
に
よ
る
問
題

提
起
は
拒
否
さ
れ
た
ま
ま
に
な
っ
て
い
ま
す
。」 

 

以
上
の
よ
う
に
記
し
、
拙
稿
で
既
に
記
述
し
た
、
各
学
説
等
に
つ
い
て
強
く
批
判

し
て
い
る
。 

２ 

場
面
の
理
解 

 

「
表
現
に
即
し
た
理
解
」
と
い
う
中
で
、
彼
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。 

 

「
兼
好
は
や
り
と
り
さ
れ
た
こ
と
ば
に
す
べ
て
を
語
ら
せ
る
つ
も
り
だ
っ
た
の
で

し
ょ
う
。（
中
略
）
そ
の
場
の
雰
囲
気
と
か
情
況
と
か
を
か
っ
て
に
想
定
し
、
そ
の
想

定
に
基
づ
い
て
論
を
立
て
る
こ
と
は
さ
し
ひ
か
え
る
べ
き
で
し
ょ
う
。」 

 

こ
れ
は
古
典
を
読
み
解
く
に
は
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
提
言
で
あ
る
。
ま
た
次
の
よ

う
に
述
べ
る
。 

 

「
そ
の
事
柄
に
つ
い
て
、
有
房
が
知
ら
な
い
の
は
当
然
で
あ
っ
て
、
知
ら
な
い
と

公
言
し
て
も
、
い
っ
こ
う
に
恥
に
な
ら
な
か
っ
た
の
に
対
し
、
篤
成
に
と
っ
て
は
、

知
っ
て
い
る
の
が
当
然
で
あ
っ
て
、
そ
の
知
識
が
露
見
し
た
ら
、
完
全
に
対
面
を
失

う
、
と
い
っ
た
筋
あ
い
の
事
柄
で
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
」 

 

確
か
に
そ
の
と
お
り
で
あ
っ
て
、「
し
ほ
」
に
つ
い
て
尋
ね
る
こ
と
が
ど
う
し
て
、

そ
う
な
る
の
か
、
と
い
う
点
に
疑
問
を
投
げ
か
け
て
い
る
。 

３ 

有
房
の
意
図 

 

「
話
の
筋
道
」
の
中
で
、
小
松
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。 

 

「
『
し
ほ
』
に
あ
た
る
漢
字
が
辞
書
の
ど
の
部
署
に
収
め
ら
れ
て
い
る
か
を
有
房
が

知
ら
な
い
の
は
当
然
で
あ
り
、
篤
成
の
方
は
、
知
ら
な
い
で
は
す
ま
さ
れ
な
か
っ
た

と
い
う
の
は
、
納
得
で
き
ま
せ
ん
。」 

 
ま
こ
と
に
も
っ
と
も
な
論
で
あ
り
、
そ
の
と
お
り
だ
と
思
う
。 

 

「
篤
成
の
発
言
意
図
」
の
中
で
、
彼
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。 

 

「
篤
成
の
た
め
に
弁
護
し
て
お
く
な
ら
、
こ
の
発
言
は
、
ど
ん
な
「
文
字
」
で
も

知
っ
て
い
る
か
ら
た
め
し
に
聞
い
て
み
て
く
れ
、
と
い
う
大
言
壮
語
で
は
あ
り
ま
せ
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ん
。
返
答
可
能
な
範
囲
は
、
本
草
―
植
物
・
動
物
・
鉱
物
な
ど
、
広
範
に
わ
た
る
中

国
渡
来
の
薬
学
―
の
用
語
全
般
で
は
な
く
、『
い
ま
参
り
侍
る
供
御
の
い
ろ
い
ろ
』
だ

け
に
限
定
さ
れ
て
い
ま
す
、
運
ば
れ
た
食
膳
を
ひ
そ
か
に
点
検
し
て
、
こ
れ
な
ら
大

丈
夫
だ
と
確
認
し
た
う
え
で
、
こ
の
よ
う
に
言
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
専
門
知
識
の
該

博
さ
を
自
慢
す
る
の
に
格
好
な
難
し
い
漢
字
で
書
く
食
物
が
あ
り
、
だ
れ
か
が
そ
れ

に
つ
い
て
尋
ね
る
こ
と
を
期
待
し
て
、
こ
の
よ
う
な
言
い
か
た
を
し
た
の
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。
」 

 

な
か
な
か
穿
っ
た
解
釈
で
あ
る
。
と
く
に
後
半
の
解
釈
は
納
得
で
き
る
。 

 

「
有
房
の
発
言
意
図
」
の
中
で
、
彼
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。 

 

「
有
房
を
陰
険
な
悪
玉
に
仕
立
て
あ
げ
、
単
細
胞
的
な
篤
成
が
、
ま
ん
ま
と
手
玉

に
と
ら
れ
た
と
い
う
筋
と
し
て
こ
の
挿
話
を
理
解
し
て
し
ま
う
こ
と
に
は
、
ま
だ
問

題
が
あ
り
そ
う
で
す
。
」 

 

従
来
の
説
に
つ
き
、「
本
草
学
に
直
接
に
か
か
わ
り
の
な
い
事
柄
で
あ
っ
て
も
、
い

わ
ば
基
礎
学
力
の
確
認
と
い
う
意
味
で
、
文
字
の
偏
を
尋
ね
た
り
す
る
こ
と
も
許
さ

れ
て
よ
い
は
ず
だ
、
と
い
う
暗
黙
の
前
提
が
注
釈
書
に
は
あ
る
」
と
も
述
べ
て
い
る
。

こ
の
点
に
小
松
は
慎
重
な
の
で
あ
る
。 

 

「
文
字
の
意
味
」
で
は
、
彼
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。 

 

「
有
房
が
、
こ
こ
に
『
文
字
』
と
よ
ん
で
い
る
の
は
、
い
わ
ば
文
字
ど
お
り
の
文

字
、
す
な
わ
ち
一
つ
の
漢
字
、
で
は
な
く
、
特
定
の
和
語
に
対
応
す
る
漢
字
表
記
で

あ
っ
た
と
み
る
の
が
正
し
い
よ
う
で
す
。
」 

と
分
析
し
、
さ
ら
に
次
の
よ
う
に
ま
と
め
る
。 

 

「
有
房
が
あ
え
て
こ
の
「
し
ほ
」
を
問
題
に
し
た
こ
と
に
は
、
何
か
特
別
の
意
図

が
あ
っ
た
と
み
な
さ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。」 

 

通
説
と
は
異
な
っ
た
観
点
か
ら
、「
し
ほ
」
の
問
題
を
考
え
よ
う
と
い
う
の
で
あ
る
。 

４ 

い
づ
れ
の
へ
ん
に
か
侍
ら
ん 

 

小
松
は
冒
頭
で
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。 

 

「
光
広
本

（
10
）

に
は
、『
い
づ
れ
の
偏
に
か
侍
ら
ん
』
と
表
記
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
正
徹
本

（
11
）

は
『
い
つ
れ
の
へ
ん
に
か
侍
ら
ん
』
と
な
っ
て
い
ま
す
。『
へ
』
に
当
た
る
仮
名
は
『
遍
』

の
草
体
で
す
。
」 

 

漢
字
「
偏
」
で
は
思
考
を
変
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、「
へ
ん
」
な
ら
ば
、
そ
の

漢
字
に
し
ば
り
つ
け
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
「
し
ほ
」
を
「
鹽
」

「
塩
」
「
潮
」
な
ど
と
漢
字
表
記
し
な
い
の
と
同
じ
こ
と
と
考
え
ら
れ
る
。
「
し
ほ
」

に
対
応
し
、「
へ
ん
」
と
平
仮
名
表
記
が
望
ま
し
い
で
あ
ろ
う
。 

 

小
松
は
、
さ
ら
に
次
の
よ
う
に
続
け
る
。 

 

「
有
房
が
『
物
な
ら
ひ
侍
ら
む
』
と
い
っ
た
の
は
、
後
段
の
『
そ
ら
に
申
し
侍
ら

ば
本
草
に
御
覧
じ
あ
は
せ
ら
れ
侍
れ
か
し
』
と
い
う
部
分
で
あ
り
、
『
へ
ん
』
と
は
、

字
書
の
部
立
て
と
し
て
の
『
偏
』
ま
た
は
『
篇
』
で
は
な
く
、
本
草
書
の
部
立
て
と

し
て
の
『
篇
』
ま
た
は
『
編
』
で
あ
っ
た
と
み
れ
ば
、
話
の
筋
が
よ
く
と
お
り
ま
す
。

（
中
略
）
『
し
ほ
』
に
つ
い
て
は
、『
文
字
』
も
『
効
能
』
も
心
得
て
い
ま
す
か
ら
、

お
伺
い
す
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
そ
れ
を
本
草
の
書
物
で
確
認
し
ろ
と

言
わ
れ
た
と
こ
ろ
で
、
し
ろ
う
と
の
わ
た
く
し
に
は
無
理
な
こ
と
で
す
。
あ
の
膨
大

な
本
草
書
の
ど
の
部
分
に
『
塩
』
と
い
う
項
目
が
あ
る
の
か
見
当
が
つ
き
ま
せ
ん
。

し
か
し
、
御
専
門
の
あ
な
た
な
ら
、
掌
を
指
す
よ
う
に
、
あ
の
部
分
だ
、
と
教
え
て

く
だ
さ
る
は
ず
で
す
。
そ
の
項
目
は
本
草
書
の
ど
の
部
分
に
収
め
ら
れ
て
い
る
の
で
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し
ょ
う
か
―
―
。
」 

 
小
松
の
こ
れ
ら
の
論
述
に
よ
り
、
問
題
点
が
ど
こ
に
あ
る
の
か
、
そ
し
て
そ
れ
が

ど
う
判
断
さ
れ
る
か
の
、
謎
解
き
は
ほ
ぼ
解
明
さ
れ
た
と
言
っ
て
よ
い
。 

５ 

質
問
と
解
答
の
す
れ
違
い 

 

「
挿
話
の
キ
ー
ポ
イ
ン
ト
」
の
と
こ
ろ
で
、
小
松
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。 

 

「
こ
の
挿
話
の
キ
ー
ポ
イ
ン
ト
は
、
質
問
と
回
答
の
す
れ
違
い
に
あ
る
に
相
違
な

い
、
と
い
う
と
こ
ろ
ま
で
は
確
実
に
こ
ぎ
つ
け
ま
し
た
。
つ
ぎ
の
課
題
は
、
そ
う
い

う
す
れ
違
い
を
生
じ
た
理
由
を
解
明
す
る
こ
と
で
す
。
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
互

い
に
両
立
し
え
な
い
二
つ
の
可
能
性
が
考
え
ら
れ
ま
す
。
す
な
わ
ち
、
誤
解
と
曲
解

と
の
二
つ
の
場
合
で
す
。
」 

 

「
質
問
と
回
答
の
す
れ
違
い
」
が
キ
ー
ポ
イ
ン
ト
で
、
そ
れ
は
「
誤
解
と
曲
解
」

の
ど
ち
ら
か
と
い
う
彼
の
論
は
ま
さ
に
そ
の
と
お
り
で
あ
る
。 

 

「
誤
解
の
可
能
性
」
の
と
こ
ろ
で
、
小
松
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。 

 

「
『
し
ほ
』
に
当
た
る
漢
字
の
部
首
な
ど
を
、
医
師
の
あ
な
た
に
尋
ね
る
は
ず
は
あ

り
ま
せ
ん
。『
塩
』
と
い
う
項
目
が
本
草
書
で
ど
う
い
う
部
門
に
分
類
さ
れ
て
い
る
の

か
を
、
専
門
家
の
あ
な
た
に
教
え
て
、
も
ら
い
た
か
っ
た
の
で
す
。
あ
な
た
は
自
分

か
ら
『
本
草
に
御
覧
じ
合
わ
せ
ら
れ
か
し
』
と
言
っ
た
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。
」 

 

「
誤
解
し
た
」
篤
成
に
対
し
、
有
房
の
言
い
分
を
、
小
松
が
解
釈
し
て
い
る
の
だ

が
、
納
得
が
い
く
。 

 

「
曲
解
の
可
能
性
」
で
、
小
松
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。 

「
篤
成
自
身
が
、『
本
草
に
御
覧
じ
合
は
せ
ら
れ
侍
れ
か
し
』
と
言
っ
て
い
る
こ
と
、

ま
た
『
文
字
も
効
能
も
』
と
言
っ
た
と
き
に
、
そ
の
『
文
字
』
と
は
『
漢
字
表
記
』

と
い
う
つ
も
り
だ
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
、
そ
し
て
、
有
房
が
『
つ
い
で
に
物
な
ら
ひ

侍
ら
ん
』
と
口
を
切
っ
た
と
き
に
篤
成
が
期
待
し
た
質
問
の
内
容
は
、
当
然
、
自
分

の
誘
導
し
た
本
草
関
係
の
事
柄
だ
っ
た
は
ず
で
あ
る
こ
と
―
―
、
そ
う
い
う
い
く
つ

か
の
条
件
を
勘
案
す
る
な
ら
ば
、
こ
こ
は
、
と
っ
さ
の
勘
ち
が
い
と
み
る
よ
り
も
、

と
っ
さ
の
す
り
換
え
と
し
て
考
え
た
方
が
、
い
っ
そ
う
自
然
だ
と
言
っ
て
よ
さ
そ
う

で
す
。
」 

 

誤
解
か
曲
解
か
で
、
曲
解
を
導
い
た
が
、
そ
の
ほ
う
が
「
自
然
だ
」
と
い
う
こ
と

に
賛
同
す
る
。 

 

「
誹
謗
は
不
当
だ
っ
た
か
」
で
、
小
松
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。 

 

「
有
房
が
そ
の
こ
と
ば
じ
り
を
と
ら
え
て
、
ど
の
部
首
に
属
す
る
か
も
さ
だ
か
で

な
い
よ
う
な
『
鹽
』
な
ど
と
い
う
ひ
ね
く
れ
た
『
文
字
』
の
『
偏
』
を
尋
ね
、
回
答

が
誤
り
と
も
言
え
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
お
ま
え
は
無
学
だ
、
と
一
方
的
に
決
め

つ
け
た
、
と
い
う
従
来
の
解
釈
の
線
で
理
解
す
る
と
し
た
ら
、
有
房
の
言
動
は
、
高

慢
で
理
不
尽
だ
と
言
わ
ざ
る
を
え
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
右
の
よ
う
な
事
情
で
あ
っ
た

と
し
た
ら
、
か
れ
を
陰
険
で
老
獪
な
人
物
に
仕
立
て
あ
げ
る
理
由
は
な
く
な
っ
て
し

ま
い
ま
す
。」 

 

彼
の
言
う
と
お
り
で
あ
る
。
通
説
は
、
伝
統
的
な
、
皮
相
的
な
解
釈
に
と
ど
ま
っ

て
い
る
こ
と
が
こ
れ
で
証
明
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。 

６ 
自
筆
原
本
の
表
記 

 

「
作
者
自
筆
本
の
表
記
」
で
、
小
松
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。 

 

「
『
へ
ん
』
と
い
う
仮
名
表
記
が
と
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
有
房
の
質
問
が

こ
と
ば
ど
お
り
に
読
者
に
伝
わ
り
、
読
者
も
篤
成
と
い
っ
し
ょ
に
考
え
ざ
る
を
え
な

106



『徒然草』研究 ―第一三六段について― 

い
立
場
に
追
い
こ
ま
れ
て
、
回
答
の
す
れ
違
い
を
実
感
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
っ
て

い
ま
す
。
も
し
、
兼
好
が
『
篇
』
と
い
う
漢
字
表
記
を
選
択
し
て
い
た
な
ら
、
こ
の

挿
話
を
読
む
お
も
し
ろ
さ
は
完
全
に
消
滅
し
て
平
凡
な
教
訓
譚
に
終
わ
っ
て
し
ま
っ

た
で
し
ょ
う
。
」 

 

彼
の
い
う
と
お
り
で
、「
し
ほ
」
も
「
へ
ん
」
も
仮
名
表
記
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
面

白
み
が
ま
す
の
で
あ
り
、
兼
好
の
狙
い
も
そ
こ
に
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
意
図
的
に

「
し
ほ
」
と
「
へ
ん
」
と
表
記
し
た
の
で
あ
る
。 

７ 

中
間
の
ま
と
め 

 

「
誤
解
の
誘
因
」
で
、
小
松
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。 

 

「
こ
の
挿
話
の
文
章
に
関
し
て
、
誤
解
の
責
任
を
兼
好
に
負
わ
せ
る
こ
と
は
で
き

そ
う
に
も
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の
当
時
の
読
者
は
、『
鹽
』
と
『
塩
』
と
を
正
俗
の
関
係

と
し
て
と
ら
え
て
お
ら
ず
、
し
た
が
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
誤
解
の
生
じ
る
余
地
は
な

か
っ
た
か
ら
で
す
。
山
田
俊
雄
の
論
考
は
、
そ
う
い
う
事
実
を
確
実
に
証
明
し
た
の

で
す
が
、
既
成
観
念
に
拘
束
さ
れ
た
注
釈
者
達
に
は
理
解
さ
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。」 

 

注
釈
を
施
し
た
人
び
と
へ
の
批
判
で
あ
る
が
、
お
そ
ら
く
返
す
言
葉
も
な
い
で
あ

ろ
う
。
他
山
の
石
と
し
て
、
肝
に
銘
じ
た
い
。 

８ 

ど
よ
み
に
な
り
て 

 

小
松
は
、
こ
こ
で
、「
ど
よ
み
」
か
「
と
よ
み
」
か
を
考
察
し
て
い
る
が
、
紹
介
の

み
に
と
ど
め
る
。 

９ 

兼
好
の
意
図 

 

「
兼
好
の
モ
ラ
ー
ル
」
で
、
彼
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。 

 

「
兼
好
は
、
ど
う
い
う
意
図
の
も
と
に
、
こ
の
挿
話
を
、
こ
の
作
品
の
こ
の
位
置

に
―
―
す
な
わ
ち
、
上
巻
の
末
尾
に
―
―
置
い
た
の
で
し
ょ
う
か
。
こ
れ
と
位
置
的

に
対
応
す
る
下
巻
の
末
尾
に
は
、
作
者
が
幼
児
か
ら
非
凡
で
あ
っ
た
こ
と
を
暗
示
す

る
挿
話
が
置
か
れ
て
い
る
こ
と
を
も
勘
案
す
る
な
ら
ば
、
恣
意
的
な
配
置
で
は
な
く
、

何
ら
か
の
配
慮
が
は
た
ら
い
て
い
る
こ
と
は
確
実
で
。
」 

 

彼
の
言
う
と
お
り
で
あ
る
。
上
巻
の
末
尾
に
置
く
べ
き
意
味
が
、
兼
好
に
は
あ
っ

た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
自
分
の
見
解
を
述
べ
る
の
が
本
稿
の
目
的
の
一
つ
で

も
あ
る
。 

 

「
前
段
と
の
関
連
」
で
、
彼
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。 

 

「
こ
の
挿
話
の
内
容
は
先
行
す
る
第
一
三
五
段
の
そ
れ
と
よ
く
似
か
よ
っ
て
い
ま

す
。
資
季
の
大
納
言
入
道
が
具
氏
の
宰
相
中
将
に
向
か
っ
て
、
お
前
が
聞
く
こ
と
ぐ

ら
い
な
ん
で
も
答
え
て
み
せ
る
と
、
大
言
壮
語
し
た
あ
げ
く
、
対
決
の
場
で
、
わ
け

の
わ
か
ら
な
い
俗
言
の
意
味
を
尋
ね
ら
れ
て
立
ち
往
生
し
た
、
と
い
う
筋
で
す
。
こ

の
作
品
の
区
切
り
は
便
宜
的
な
も
の
で
、
こ
れ
ら
二
つ
の
挿
話
は
、
一
対
と
し
て
読

む
べ
き
も
の
で
す
か
ら
、
相
互
の
関
連
を
ど
の
よ
う
に
と
ら
え
る
か
が
問
題
で
す
。」 

 

そ
の
と
お
り
で
あ
る
。
本
稿
で
も
そ
れ
に
対
す
る
見
解
を
記
す
の
が
、
や
は
り
目

的
の
一
つ
と
な
っ
て
い
る
。 

 

以
上
小
松
の
考
え
を
で
き
る
か
ぎ
り
拾
い
上
げ
て
、
説
明
を
加
え
て
み
た
。
「
補
」

と
「
追
記
」
に
つ
い
て
は
引
用
を
割
愛
す
る
。 

 
四
、
終
わ
り
に 

 
 

 

こ
こ
ま
で
小
松
の
論
に
重
点
を
お
き
、
第
一
三
六
段
に
つ
き
、
兼
好
の
趣
旨
を
考
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え
て
き
た
。
こ
こ
で
そ
の
整
理
を
し
、
ま
と
め
、
結
論
を
述
べ
た
い
。 

 
通
説
で
は
、
内
大
臣
源
有
房
が
、
医
師
和
気
篤
成
に
、
正
字
の
「
鹽
」
と
い
う
文

字
は
「
何
偏
か
」
と
尋
ね
た
こ
と
に
対
し
、
俗
字
の
「
塩
」
の
偏
で
あ
る
「
土
偏
」

と
回
答
し
た
の
で
、
そ
の
無
教
養
さ
を
源
有
房
に
厳
し
く
た
し
な
め
ら
れ
、
篤
成
は
、

満
座
の
失
笑
を
か
っ
て
そ
の
場
か
ら
、
立
ち
去
る
こ
と
に
な
っ
た
、
と
い
う
も
の
で

あ
っ
た
が
、
そ
れ
は
兼
好
の
趣
旨
と
は
異
な
っ
て
い
た
。 

そ
の
通
説
に
疑
問
を
抱
か
な
か
っ
た
た
め
に
、
有
房
に
つ
い
て
、
「
意
地
の
悪
い
、

老
獪
な
、
そ
し
て
辛
辣
で
皮
肉
な
性
格
を
感
ず
る
」
な
ど
と
い
う
感
想
が
生
ま
れ
て

く
る
わ
け
で
あ
る
。
よ
し
ん
ば
そ
う
だ
と
し
て
も
、
そ
う
考
え
る
と
、
善
人
の
篤
成

が
、
悪
人
の
有
房
の
計
略
に
ひ
っ
か
か
り
、
み
じ
め
な
思
い
を
し
た
、
と
い
う
内
容

に
な
り
、「
哀
れ
な
篤
成
と
い
う
人
間
」
を
兼
好
は
描
い
た
こ
と
に
な
る
。
そ
の
よ
う

な
内
容
が
上
巻
の
ま
と
め
で
あ
る
最
後
の
段
に
位
置
し
て
、
は
た
し
て
よ
い
も
の
だ

ろ
う
か
、
と
い
う
疑
問
が
浮
か
ん
で
く
る
。 

 

山
田
俊
雄
の
「
塩
」
も
「
鹽
」
も
俗
字
で
は
な
い
、
と
い
う
論
が
認
め
ら
れ
れ
ば
、

通
説
は
存
在
し
な
い
。
小
松
以
外
の
説
で
は
、
桑
原
博
史

（
12
）

の
み
が
、
山
田
の
説
を
受

け
と
め
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
も
「
塩
と
鹽
の
そ
れ
ぞ
れ
の
場
合
を
あ
げ
て
解
説

す
る
こ
と
を
正
解
と
す
る
も
の
で
は
あ
る
ま
い
か
」と
い
う
程
度
に
留
ま
っ
て
い
る
。 

 

小
松
が
言
う
、
有
房
の
発
言
の
表
記
は
「
し
ほ
」
と
「
へ
ん
」
と
い
う
、
平
仮
名

で
あ
る
べ
き
で
、
そ
れ
に
漢
字
の
表
記
を
あ
て
て
し
ま
っ
て
は
、
兼
好
の
意
図
す
る

と
こ
ろ
が
な
く
な
り
、
面
白
く
も
な
ん
と
も
な
い
内
容
に
な
っ
て
し
ま
う
と
い
う
、

説
を
認
め
た
い
。
大
体
が
本
来
は
会
話
な
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
場
に
い
る
人
々
に

は
「
シ
オ
」「
ヘ
ン
」
と
し
か
聞
こ
え
な
い
は
ず
で
あ
る
。 

 

さ
ら
に
、
篤
成
の
発
言
の
「
文
字
も
効
能
も
」
と
「
本
草
」
が
非
常
に
重
要
な
役

割
を
示
し
て
い
る
こ
と
に
小
松
は
注
目
し
て
い
る
が
、
ま
さ
に
そ
の
と
お
り
で
あ
り
、

こ
れ
を
無
視
し
て
、
本
段
の
趣
旨
は
理
解
で
き
よ
う
が
な
い
。 

 

こ
れ
ら
に
自
己
の
論
を
加
え
る
な
ら
ば
、
ま
ず
は
じ
め
に
、
第
一
の
会
話
（
篤
成
）

の
会
話
が
相
当
長
い
こ
と
、
そ
し
て
、
内
容
が
、
非
常
に
自
信
満
々
偉
そ
う
で
あ
る

こ
と
に
注
目
す
る
こ
と
だ
ろ
う
。
な
ら
ば
、
兼
好
は
「
悪
し
き
人
」
の
代
表
と
し
て

篤
成
を
登
場
さ
せ
、
行
動
さ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。 

 

次
に
、「
し
も
」
と
い
う
強
調
の
助
詞
に
も
注
目
し
た
い
。
こ
れ
は
「
ち
ょ
う
ど
折

り
よ
く
」
と
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
与
え
て
い
る
。
こ
の
裏
に
は
、
偉
そ
う
な
（
権
威

主
義
的
な
）
篤
成
に
対
し
て
、
何
も
言
え
な
い
、
そ
の
場
の
（
苦
々
し
く
感
じ
て
い

る
）
人
々
の
存
在
が
あ
ろ
う
。
法
皇
の
前
で
い
い
格
好
を
し
て
い
る
篤
成
に
何
も
言

え
な
い
わ
け
で
あ
る
。
こ
れ
で
は
彼
の
法
皇
へ
の
株
が
あ
が
っ
て
し
ま
う
と
い
う
状

況
だ
っ
た
の
で
あ
る
。 

 

次
に
、
そ
れ
を
受
け
た
有
房
の
会
話
が
短
い
こ
と
に
も
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
。

そ
し
て
そ
の
会
話
を
「
と
て
」
で
一
旦
ま
と
め
た
兼
好
の
意
図
に
も
注
目
し
た
い
。

有
房
が
、
皆
の
注
目
を
引
く
た
め
に
（
あ
る
い
は
結
果
的
に
そ
う
な
っ
た
）
ま
ず
は

短
く
発
言
し
、
さ
ら
に
一
呼
吸
を
お
い
た
こ
と
を
表
し
た
か
っ
た
と
か
ん
が
え
た
い
。 

 

続
く
第
三
の
会
話
（
有
房
）
が
こ
の
段
の
キ
ー
と
な
る
も
の
だ
が
、「
し
ほ
」
と
「
へ

ん
」
の
重
要
性
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
小
松
が
既
に
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
「
ま
づ
」

と
あ
る
こ
と
に
よ
り
畳
み
掛
け
て
質
問
す
る
用
意
が
あ
る
、
と
い
う
こ
と
を
示
し
て

い
る
こ
と
も
重
要
。 

 

第
四
の
会
話
（
篤
成
）
は
極
端
に
短
い
。
こ
れ
は
第
一
の
会
話
の
長
さ
と
の
対
照
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に
注
目
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
こ
れ
だ
け
で
困
り
き
っ
た
篤
成
の
状
況
が
表
現
さ

れ
て
い
る
。
ま
た
「
侍
り
」
で
は
な
く
「
候
」
が
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
も
目
を
む

け
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。 

 

第
五
の
会
話
（
有
房
）
は
三
つ
の
文
が
畳
み
掛
け
る
、
こ
の
リ
ズ
ム
に
注
目
す
べ

き
で
あ
る
。
三
文
と
も
に
、
篤
成
に
対
し
て
、
厳
し
い
内
容
だ
が
、
こ
れ
も
第
一
の

会
話
と
の
対
照
の
妙
に
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
ま
た
「
さ
ば
か
り
に
て
候
へ
」
に

「
候
」
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
も
目
を
向
け
た
い
。「
候
」
は
丁
寧
語
で
は
な
く

謙
譲
語
で
、「
そ
の
ま
ま
黙
っ
て
控
え
て
お
れ
」
と
い
っ
た
内
容
と
と
ら
え
た
い
。 

 

「
ゆ
か
し
き
と
こ
ろ
な
し
」
は
、
も
う
能
書
き
は
い
ら
な
い
、
と
、
こ
れ
も
第
一

の
会
話
を
意
識
し
て
い
る
と
考
え
た
い
。 

 

「
ど
よ
み
に
成
り
て
」
の
「
ど
よ
み
」
は
果
た
し
て
「
大
笑
い
」
で
い
い
も
の
だ

ろ
う
か
。
そ
の
「
ど
よ
み
」
の
内
容
に
つ
い
て
も
、
そ
の
場
に
い
る
人
た
ち
が
「
し

ほ
」
の
「
へ
ん
」
に
つ
い
て
理
解
し
た
と
い
う
よ
り
は
、
畳
み
掛
け
る
有
房
の
力
強

さ
と
、
と
く
に
「
ゆ
か
し
き
と
こ
ろ
な
し
」
の
部
分
に
小
気
味
よ
さ
を
感
じ
た
と
見

て
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。 

 

本
段
の
存
在
価
値
は
、
前
段
（
第
一
三
五
段
）
と
の
セ
ッ
ト
で
考
え
る
べ
き
だ
と

い
う
、
小
松
の
見
解
は
適
切
で
あ
る
。
兼
好
は
第
一
三
五
段
と
第
一
三
六
段
の
セ
ッ

ト
で
上
巻
の
ま
と
め
と
し
た
、そ
の
意
図
は
、
人
間
は
本
来
何
も
知
ら
な
い
も
の
で
、

知
っ
た
ふ
う
に
振
舞
う
と
ろ
く
な
こ
と
は
な
い
、
と
い
う
意
味
と
と
ら
え
た
い
。
こ

れ
は
下
巻
最
後
の
、
父
と
の
「
仏
問
答
」
と
も
関
連
す
る
。
本
段
は
、
些
細
な
出
来

事
を
た
ま
た
ま
上
巻
末
に
置
い
た
の
で
は
な
く
、
ま
さ
に
兼
好
の
主
張
し
た
い
も
の

と
し
て
こ
の
位
置
に
置
か
れ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。 

注 （
1
）
『
徒
然
草
抜
書
』（
小
松
英
雄
・
講
談
社
学
術
文
庫
）
に
よ
る
。 

（
2
）

 

（
3
）
『
徒
然
草
』（
日
本
古
典
文
学
全
集
・
小
学
館
）
の
本
文
に
よ
る
。 

（
4
）
上
記
（
注
３
）
の
頭
注
に
よ
る
。 

（
5
）
『
徒
然
草
全
注
釈
・
上
巻
』（
角
川
書
店
）
に
よ
る
。 

（
6
）
『
徒
然
草
講
座
・
第
二
巻
』（
有
精
堂
）
に
よ
る
。 

（
7
）
『
徒
然
草
の
鑑
賞
と
批
評
』（
桑
原
博
史
・
明
示
書
院
） 

（
8
）
前
記
（
注
１
）
に
よ
る
。 

（
9
）
前
記
（
注
１
）
に
よ
る
。
「
塩
」
を
俗
字
、「
鹽
」
を
正
字
と
す
る
解
釈
の
こ
と
。 

（
10
）
慶
長
18
年
（
１
６
１
３
年
）、
烏
丸
光
広
に
よ
っ
て
校
訂
さ
れ
た
古
活
字
本
の
こ
と
。 

（
11
）
永
享
3
年
（
１
４
３
１
年
）
、
正
徹
の
書
写
し
た
本
の
こ
と
。 

（
12
）
前
記
（
注
７
）
に
よ
る
。 

         

『
徒
然
草
』
研
究
―
序
段
に
つ
い
て
―
（
『
跡
見
学
園
女
子
大
学
紀
要
』・
第
46
号
）
所

収
）。『
徒
然
草
』
研
究
―
１
３
７
段
に
つ
い
て
―
（
『
跡
見
学
園
女
子
大
学
文
学
部
紀
要
・

第
48
号
』
所
収
）。 
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