
『
藤
婁
冊
子
』
　
「
花
園
」
の
構
想

－
　
江
村
北
海
『
虫
の
諌
』
と
の
比
較
を
通
し
て
　
－

は
じ
め
に

『
藤
蟹
冊
子
』
の
完
本
は
、
一
八
〇
六
（
文
化
三
）
年
秋
に
巻
一
か
ら
巻
三

ま
で
が
、
翌
一
八
〇
七
（
文
化
四
）
年
春
に
巻
四
か
ら
巻
六
ま
で
が
刊
行
さ
れ

た
六
冊
本
で
あ
る
。
秋
成
の
古
稀
を
記
念
し
て
の
刊
行
で
あ
っ
た
。
構
成
は
、

巻
一
・
巻
二
が
歌
集
、
巻
三
か
ら
巻
六
ま
で
が
文
集
と
な
っ
て
い
る
。
そ
こ
に

付
さ
れ
た
昇
道
の
附
言
に
は
、
秋
成
自
身
は
そ
の
刊
行
に
賛
成
し
て
は
い
な
か
っ

た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
中
村
幸
彦
氏
が
、
実
際
に
は
秋
成
は
「
自

ら
筆
を
採
っ
て
、
旧
稿
を
改
め
る
に
務
め
た
り
、
新
し
い
も
の
を
書
き
加
え
た

（1）

り
し
て
い
る
。
」
と
指
摘
さ
れ
る
ご
と
く
、
彼
自
身
も
『
藤
蟹
冊
子
』
の
刊
行

（2）

に
は
積
極
的
に
働
き
か
け
て
い
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
こ
の
集

は
、
秋
成
に
と
っ
て
文
業
の
集
大
成
で
あ
っ
た
と
見
て
よ
か
ろ
う
。
そ
の
よ
う

な
意
味
に
お
い
て
、
『
藤
蟹
冊
子
』
は
そ
れ
自
体
の
価
値
も
今
ま
で
以
上
に
検

討
さ
れ
る
必
要
が
あ
り
、
ま
た
秋
成
の
晩
年
の
創
作
意
識
を
知
る
上
で
も
多
く

正

　

本

　

綴

　

子

の
示
唆
を
与
え
て
く
れ
る
で
あ
ろ
う
作
品
と
し
て
注
目
さ
れ
る
。

本
稿
で
は
、
巻
四
に
収
め
ら
れ
た
「
花
園
」
　
に
焦
点
を
あ
て
る
。
こ
れ
は
秋

成
の
友
人
上
田
耕
夫
の
牡
丹
園
を
賞
美
す
る
文
章
で
あ
る
。
前
半
で
は
蜂
と
蝶
一

と
の
論
争
を
通
し
て
人
生
観
が
語
ら
れ
、
後
半
で
は
喋
に
つ
い
て
の
様
々
な
考
　
1
5

証
が
綴
ら
れ
て
い
る
。
中
村
博
保
氏
は
「
花
園
」
の
、
例
え
ば
最
初
の
虫
達
の
ー

論
争
か
ら
秋
成
の
友
人
村
瀬
拷
事
の
「
愛
花
人
詞
」
　
の
引
用
へ
と
続
く
部
分
の

（3】

脈
絡
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
お
ら
れ
る
。

こ
れ
ら
の
文
章
、
そ
れ
ぞ
れ
互
い
の
間
に
関
連
は
な
い
。
し
か
し
、
だ

か
ら
こ
そ
イ
メ
ー
ジ
が
イ
メ
ー
ジ
に
つ
な
が
り
、
そ
の
転
換
の
す
き
間
か

ら
予
期
せ
ぬ
興
趣
が
ひ
ろ
が
る
と
い
っ
た
開
か
れ
た
お
も
し
ろ
さ
を
も
っ

て
い
る
。

こ
こ
に
表
れ
て
い
る
よ
う
に
、
中
村
氏
は
「
花
園
」
　
の
そ
れ
ぞ
れ
の
文
章
間

の
脈
絡
を
否
定
し
、
そ
の
脈
絡
の
な
さ
自
体
に
意
義
が
あ
る
と
論
じ
ら
れ
る
。

か
つ
て
風
間
誠
史
氏
が
『
藤
萎
冊
子
』
を
「
雑
居
す
る
テ
キ
ス
ト
」
と
呼
び
、



こ
の
集
全
体
の
意
義
を
そ
れ
ぞ
れ
の
文
章
の
相
互
関
連
の
な
さ
自
体
に
見
出
だ

（

，

）

そ
う
と
す
る
説
を
唱
え
ら
れ
た
。
中
村
氏
の
説
も
、
ご
自
身
が
引
か
れ
る
よ
う

に
、
風
間
氏
の
説
に
通
じ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
考
え
に
基
づ
く
中
村

氏
は
、
「
花
園
」
は
「
喋
に
関
す
る
ト
ピ
ッ
ク
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ソ
」
あ
る
い
は

「
蝶
の
小
詞
華
集
」
　
で
あ
り
、
「
雑
居
す
る
テ
キ
ス
ト
な
の
だ
か
ら
、
こ
の
文

（5）

章
（
作
品
／
中
村
氏
注
）
　
に
中
心
は
な
い
。
」
と
敢
え
て
断
じ
ら
れ
る
の
で
あ

る
が
、
私
に
は
そ
う
は
思
わ
れ
な
い
。
確
か
に
一
見
し
た
と
こ
ろ
、
「
花
園
」

は
雑
多
な
文
章
の
羅
列
に
見
え
る
。
ま
た
そ
れ
ぞ
れ
の
文
章
の
性
格
の
相
違
が

「
お
も
し
ろ
さ
」
　
の
一
つ
で
も
あ
る
。
し
か
し
、
結
論
を
先
立
て
て
言
え
ば
、

そ
れ
ら
は
、
決
し
て
無
秩
序
に
、
ま
た
無
統
一
に
並
べ
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は

な
い
。
そ
こ
に
は
綿
密
な
構
成
意
識
と
、
一
貫
し
た
主
張
の
も
と
に
文
章
が
綴

ら
れ
た
形
跡
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
以
上
の
点
か
ら
本
稿
で
は
、
「
花

園
」
が
統
一
し
た
主
題
を
有
し
た
文
章
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
い
と
恩

も
ノ
0

前
述
し
た
よ
う
に
、
「
花
園
」
は
大
き
く
二
つ
の
内
容
に
分
け
ら
れ
る
。
前

半
は
語
り
手
の
空
想
で
あ
る
。
内
容
は
蜂
と
蝶
と
の
議
論
で
、
ま
ず
花
々
に
戯

れ
る
蝶
を
蜂
が
非
難
す
る
。
蜂
の
言
い
分
は
、
蚊
が
昔
は
毛
虫
で
醜
か
っ
た
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
今
の
姿
の
優
美
で
あ
る
こ
と
に
杏
り
高
ぶ
っ
て
い
て
憎
ら
し

い
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
蝶
は
、
こ
れ
が
自
分
の
天
性
な
の
だ

か
ら
そ
れ
に
従
っ
て
い
る
だ
け
な
の
だ
と
反
論
し
て
行
っ
て
し
ま
う
。
こ
の
物

語
的
な
空
想
の
後
、
和
歌
が
一
首
置
か
れ
、
続
い
て
後
半
で
喋
に
ま
つ
わ
る
詩

や
考
証
を
集
め
た
も
の
が
綴
ら
れ
る
。

鳥
獣
や
虫
な
ど
に
仮
託
し
て
思
想
を
述
べ
る
形
式
は
、
老
荘
思
想
の
流
行
に

端
を
発
す
る
『
田
舎
荘
子
』
な
ど
に
代
表
さ
れ
る
談
義
本
の
隆
盛
に
伴
っ
て
広

く
行
な
わ
れ
た
。
中
で
も
「
花
園
」
を
読
む
際
に
見
過
ご
せ
な
い
の
は
、
江
村

北
海
の
『
虫
の
諌
』
（
一
七
六
二
八
宝
暦
一
二
）
年
刊
）
　
で
あ
る
。
周
知
の
ご

と
く
、
北
海
は
一
八
世
紀
後
半
の
京
都
の
詩
壇
を
代
表
す
る
漢
詩
人
で
あ
る
。

『
虫
の
諌
』
は
北
海
に
は
珍
し
い
和
文
の
作
品
で
、
内
容
は
、
語
り
手
で
あ
る

「
吾
」
が
、
様
々
な
虫
が
一
堂
に
会
す
る
中
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
虫
に
対
す
る
批

判
を
述
べ
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
そ
の
刊
行
に
至
る
経
緯
は
不
明
な
が
ら
、

（5）

高
橋
昌
彦
氏
の
詳
細
な
調
査
に
基
づ
く
論
考
が
備
わ
る
。
『
虫
の
諌
』
は
、
自

（7）

序
冒
頭
に
「
以
人
諌
虫
平
。
以
虫
諌
人
也
。
」
と
あ
る
ご
と
く
、
形
式
的
に
は

人
間
に
よ
る
虫
批
判
で
あ
る
が
、
そ
の
実
、
虫
に
仮
託
し
た
人
間
批
判
の
書
と

見
て
よ
い
よ
う
で
あ
る
。
北
海
は
宮
津
藩
の
京
都
留
守
居
役
を
勤
め
て
い
た
こ

と
が
あ
る
。
文
人
と
し
て
活
躍
す
る
の
は
、
そ
の
職
を
辞
し
て
後
の
こ
と
で
あ

る
。
高
橋
氏
は
「
こ
の
本
を
世
に
出
す
こ
と
は
、
藩
に
致
仕
を
認
め
さ
せ
る
意

（
I
）

味
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
」
と
推
察
さ
れ
る
。
つ
ま
り
在
職
中
に

不
正
の
横
行
す
る
現
状
を
目
の
あ
た
り
に
し
、
そ
の
憤
り
を
吐
き
出
し
た
書
で

あ
ろ
う
と
い
う
の
で
あ
る
。
実
際
『
虫
の
諌
』
の
語
り
口
は
き
わ
め
て
厳
し
く
、

高
橋
氏
が
「
『
虫
諌
』
を
読
ん
だ
周
辺
の
人
々
は
、
北
海
の
立
場
も
意
図
す
る
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（9）

と
こ
ろ
も
わ
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
」
と
述
べ
ら
れ
る
と
こ
ろ
が
事
実
で
あ
る
と

す
れ
ば
、
そ
の
影
響
は
大
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。

さ
て
そ
の
『
虫
の
諌
』
に
お
い
て
真
先
に
矛
先
の
向
け
ら
れ
る
の
が
蝶
で
あ

り
、
そ
れ
に
続
く
の
が
蜂
で
あ
る
。
そ
の
部
分
に
「
花
園
」
と
酷
似
す
る
点
が

い
く
つ
か
見
出
だ
せ
る
。
「
花
園
」
が
こ
の
『
虫
の
諌
』
を
下
敷
き
と
し
て
書

か
れ
た
可
能
性
は
な
い
か
ど
う
か
、
ま
ず
こ
の
点
の
検
討
か
ら
始
め
た
い
。

『
虫
の
諌
』
と
「
花
園
」
と
で
類
似
す
る
表
現
を
、
四
点
に
ま
と
め
て
次
に

（10）

示
し
た
。

回
虫
・
人
・
植
物
が
憧
れ
て
蝶
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と

『
虫
の
諌
』

の

と

か

　

　

こ

ち

▲

ノ

ヽ

春
の
日
影
長
閑
に
。
東
吹
風
や
は
ら
か
に
花
紅
に
車
線
な
る
頃
L
も
。

の

ぎ

　

　

　

　

t

カ

、

さ

　

　

　

　

こ

て

l

ノ

　

た

ほ

▲

れ

薯
を
め
ぐ
り
範
を
過
る
。
胡
蝶
の
戯
計
楽
し
げ
な
る
は
な
し
。
（
中
略
》

ぜ
ん
せ
い

其
全
盛
の
あ
り
さ
ま
。
誰
か
汝
に
及
ぶ
べ
き
。
さ
れ
は
汝
が
規
ひ
の
末

が
末
ま
で
も
。
汝
か
身
上
を
う
ら
や
み
し
た
は
ざ
る
は
な
し
。
（
諸
虫

多
く
蝶
に
／
化
す
る
故
に
云
。
）
た
ゞ
汝
か
頬
ひ
の
み
に
も
あ
ら
ず
。

も

ろ

こ

し

さ

h

ノ

せ

い

　

む

人
と
い
ヘ
ビ
も
又
し
か
り
。
唐
の
荘
生
は
夢
中
に
汝
が
形
と
な
り
。
我

さ
こ
・
く

邦
の
佐
国
は
死
－
後
に
汝
か
姿
と
化
す
。
た
ゞ
人
の
み
に
も
あ
ら
ず
。

ち
ん
は
く

陳
麦
の
無
－
倍
な
る
も
。
又
よ
く
化
し
て
汝
と
な
る
。
（
小
麦
の
喋
に
化
／

す
る
を
い
ふ
な
り
）

「
花
園
」

新
－
撰
－
字
－
鏡
と
い
ふ
文
に
、
喋
を
か
は
ひ
ら
ご
と
よ
み
た
る
を
、
和

名
抄
に
は
、
蛾
を
ひ
ゞ
る
と
見
え
L
が
、
あ
づ
ま
に
て
は
手
ひ
ら
子
と

呼
と
も
聞
し
、
蛾
は
蚊
の
小
き
を
云
と
な
れ
ば
、
ひ
と
つ
物
に
て
ぞ
あ

る
、
堤
の
中
納
言
の
物
が
た
り
の
、
虫
め
づ
る
姫
君
の
巻
に
、
か
は
虫

の
お
そ
ろ
し
き
を
手
に
す
ゑ
さ
せ
給
ひ
て
、
蝶
と
て
人
の
め
づ
る
も
、

是
が
な
る
な
り
、
よ
ろ
づ
の
も
の
、
其
を
は
り
を
ま
で
見
は
て
ゝ
こ
そ

と
見
え
た
り
き
、
さ
は
良
「
毛
と
い
ふ
か
は
む
し
の
な
れ
る
も
て
、
か

は
ひ
ら
ご
と
は
よ
ぷ
か
、
し
か
す
が
に
こ
れ
の
み
に
は
あ
ら
で
、
園
－

武
の
薬
、
三
つ
が
ふ
た
つ
は
蝶
と
な
る
、
故
に
字
は
葉
に
し
た
が
ふ
と

（〓）

云
り
、
又
烏
－
足
と
い
ふ
も
の
1
、
枚
は
靖
1
蛸
と
な
り
、
薬
は
蝶
と
な

れ
り
と
や
、
又
百
合
の
花
か
な
ら
ず
な
れ
り
と
云
、
猶
さ
ま
く
に
く
一

げ
な
る
虫
の
な
り
か
ふ
る
を
、
昔
の
井
中
住
に
見
た
り
き
、
又
虫
や
木
　
1
7

草
の
菓
の
み
な
ら
ず
、
人
も
な
る
也
、
荘
－
周
大
江
の
翁
も
こ
れ
に
な
－

り
に
た
る
な
り
け
り
、

㈲
蝶
は
昔
の
卑
し
い
身
の
上
を
忘
れ
て
今
は
否
り
高
ぶ
っ
て
い
る
と
い
う
こ

と
『
虫
の
諌
』

や
う
／
＼

さ
れ
は
汝
が
心
を
察
す
る
に
。
揚
々
と
し
て
定
ま
ら
ず
。
汝
が
形
を
み

へ
ん
／
＼

る
に
。
寂
々
と
し
て
静
か
な
ら
ず
。
凡
世
中
に
わ
れ
ほ
ど
よ
き
身
の
上

は
な
し
と
思
へ
る
さ
ま
ぞ
か
し
。
さ
れ
ど
も
吾
を
以
て
汝
を
み
れ
ば
。

い
と
い
や
し
み
悪
む
べ
き
も
の
と
こ
そ
覚
ゆ
れ
。
汝
が
今
の
ゆ
た
か
に

さ
い
は
い

菜
し
げ
な
る
は
。
生
れ
し
ま
ゝ
の
幸
な
ら
ず
。
汝
か
な
り
た
ち
は
。
も



な

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

t

つ

と
い
や
し
き
菜
む
し
毛
む
し
に
て
。
そ
の
か
み
貧
し
か
り
し
時
は
。
一

重
の
衣
の
。
身
を
覆
ふ
だ
に
な
く
。
其
形
の
む
く
つ
け
き
を
。
世
の
人

に
い
み
嫌
は
れ
。
汝
も
さ
す
が
は
づ
か
し
と
思
ふ
に
や
。
木
々
の
枯
枝

あ

つ

　

　

　

　

　

　

　

　

ナ

を
取
集
め
。
身
の
程
隠
す
巣
を
作
り
て
。
木
陰
ふ
か
く
下
り
か
く
る
ゝ

し

っ

　

お

も
有
。
〈
中
略
》
又
わ
け
て
憎
む
べ
き
は
。
煩
の
男
位
の
女
の
。
夏
－
日

の
あ
つ
き
を
も
い
は
で
。
種
ま
き
土
か
い
。
心
を
く
る
し
め
。
や
し
な

お

ほ

ね

カ

、

‘

ら

な

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

く

い

い
立
る
土
大
根
蕪
菜
の
薬
ご
と
に
。
汝
が
友
を
語
ら
ひ
。
残
り
な
く
喰

破
る
。
《
中
略
》
さ
れ
は
汝
が
な
り
た
ち
の
。
い
や
し
く
悪
む
べ
き
は
。

か
1
る
こ
と
な
り
し
ぞ
か
し
。
い
か
に
い
は
む
や
。
一
－
且
は
か
ら
ざ

る
福
を
待
。
今
の
あ
り
さ
ま
と
成
ぬ
九
は
。
た
ち
ま
ち
本
の
身
を
忘
れ
。

む
か
し
お
の
が
ど
ち
と
語
り
む
つ
ぴ
し
。
板
切
。
す
く
も
む
し
の
頸
ひ

ゆ
さ
l

は
。
世
に
あ
る
も
の
と
も
思
は
ず
。
た
ま
く
往
来
の
路
に
達
て
も
。

し
ら
ぬ
顔
に
も
て
な
し
。
只
富
貴
の
ま
じ
は
り
を
の
み
顧
ひ
ね
る
。

「
花
園
」

汝
は
か
は
虫
の
お
そ
ろ
し
き
よ
り
な
り
た
る
を
わ
す
れ
鬼
に
、
今
の
か

た
ち
の
な
よ
ぴ
か
な
る
に
ほ
こ
り
て
、
人
の
目
お
こ
せ
た
ら
ん
こ
と
を

つ
と
む
る
よ
、
あ
な
つ
ら
に
く
と
云
、

H
玄
宗
皇
帝
の
故
事

『
虫
の
諌
』

－

　

け

ん

そ

・

ノ

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

▲

ん

た

い

　

　

　

　

　

　

　

こ

▲

唐
の
玄
宗
の
時
に
あ
た
り
て
。
六
－
宮
の
粉
黛
百
に
あ
ま
り
千
に
超
。

何
れ
を
そ
れ
と
わ
く
べ
く
も
あ
ら
わ
は
。
あ
ま
た
の
官
女
を
。
一
つ
所

に
あ
つ
め
。
其
中
に
汝
を
は
な
し
。
汝
か
麹
を
や
す
む
る
。
花
の
か
ざ

し
を
し
る
べ
に
。
夜
の
お
と
ゞ
へ
召
れ
ぬ
と
か
や
。

「
花
園
」

閃
」
元
－
遺
－
事
に
、
明
－
皇
宮
－
中
春
－
宴
、
令
三
妃
－
揺
挿
二
艶
花
「
帝
－

親
捉
ジ
粉
蝶
」
放
レ
之
，
、
隋
二
媒
ノ
所
∇
止
幸
は
之
、
楊
－
妃
等
レ
寵
不
レ
復
二

此
戯
一
、

回
蜂
を
批
判
す
る
際
の
表
現

『
虫
の
諌
』

み
つ

蜂
の
こ
と
き
も
才
あ
り
て
徳
な
き
生
れ
と
や
い
は
む
。
ロ
に
あ
ま
き
蜜

つ
る
さ

あ
り
て
。
腹
に
す
る
ど
き
籾
を
か
く
す
こ
そ
う
た
て
け
れ
。

「
花
園
」

何
が
し
と
か
聞
え
し
わ
ぢ
け
人
を
、
口
に
蜜
し
て
、
心
に
は
り
有
と
た

と
へ
し
は
、
誰
が
上
ぞ
や
、

同
で
は
、
表
現
や
順
序
は
異
な
る
も
の
の
、
植
物
、
虫
、
人
が
蝶
に
変
わ
っ

た
と
い
う
内
容
を
記
し
て
い
る
点
で
共
通
す
る
。
特
に
荘
周
、
大
江
佐
国
が
引

き
合
い
に
出
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
は
ま
っ
た
く
一
致
し
て
い
る
。
佃
の
蝶
が
昔

の
卑
し
い
身
の
上
を
忘
れ
て
、
今
は
馨
り
高
ぶ
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
述
べ

る
箇
所
で
は
、
「
花
園
」
　
の
方
が
随
分
と
簡
素
で
あ
る
が
、
喋
が
昔
を
忘
れ
て

い
る
こ
と
、
そ
の
上
で
今
の
姿
に
慢
心
し
て
い
る
こ
と
の
二
つ
の
要
点
は
共
通

し
て
押
さ
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
H
の
玄
宗
皇
帝
の
故
事
は
、
「
花
園
」

で
は
出
典
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
内
容
は
ま
さ
に
『
虫
の
諌
』
に
引
か
れ
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た
も
の
と
一
致
す
る
。
最
後
が
蜂
に
対
す
る
批
判
に
移
っ
た
場
面
に
見
ら
れ
る

刷
の
表
現
で
あ
る
。
両
者
よ
く
似
た
表
現
で
は
あ
る
が
、
入
口
に
蜜
）
の
後
、

つ
る
さ

『
虫
の
諌
』
で
は
「
腹
に
す
る
ど
き
効
」
と
な
っ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
「
花

園
」
　
で
は
「
心
に
は
り
」
と
な
っ
て
お
り
、
若
干
異
な
っ
て
い
る
。
中
村
博
保

氏
は
、
「
唐
の
宰
相
李
林
甫
の
こ
と
。
新
唐
書
・
李
林
甫
伝
に
「
世
謂
二
林
甫
ロ

（12）

有
レ
蜜
、
腹
右
下
則
」
。
蜜
も
剣
も
蜂
か
ら
の
連
想
。
」
と
さ
れ
て
い
る
。
『
虫

の
謙
』
の
方
が
こ
れ
を
ふ
ま
え
た
も
の
で
あ
る
の
は
明
ら
か
で
あ
る
し
、
秋
成

も
お
そ
ら
く
こ
の
典
拠
に
思
い
及
ん
で
い
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
「
心
に
は
り
」

と
い
う
表
現
の
「
花
園
」
　
の
場
合
は
む
し
ろ
、
木
下
長
繍
子
作
と
さ
れ
る
『
虫

（13）

歌
合
』
の
次
の
表
現
か
ら
の
影
響
を
も
指
摘
す
る
べ
き
か
も
し
れ
な
い
。

ひ
だ
り
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
う
ろ
ぎ

中
／
・
＼
に
あ
れ
て
も
よ
し
や
く
さ
の
い
ほ
い
つ
こ
う
ろ
ぎ
と
き
み
は
た
の

め
ず

一
番

み
ぎ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
ち

こ
ゝ
ろ
に
は
は
り
も
ち
な
か
ら
あ
ふ
と
き
は
く
ち
に
み
つ
あ
る
き
み
そ
わ

び
し
きは

ん
L
や
と
し
て
、
や
ぶ
の
本
の
ひ
き
が
い
る
、
申
て
い
は
く
、
左

の
歌
、
い
つ
こ
う
ろ
ぎ
と
君
は
た
の
め
す
、
な
ど
、
わ
が
な
を
い
ひ

な
し
て
、
人
を
う
ら
み
し
こ
そ
、
さ
く
い
あ
り
て
き
こ
へ
侍
れ
、
右

の
う
た
、
く
ち
に
み
つ
あ
る
き
み
と
い
へ
る
　
す
こ
し
い
や
し
き
や

う
に
き
ゝ
な
し
侍
れ
は
、
ひ
だ
り
の
う
た
を
か
ち
と
や
中
は
ん
べ
ら

ん
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
傍
線
筆
者
）

と
は
い
え
、
『
虫
の
諌
』
か
ら
の
影
響
が
皆
無
で
あ
っ
た
と
は
言
え
な
い
の

で
、
こ
こ
は
『
虫
の
諌
』
と
『
虫
歌
合
』
と
の
両
者
が
参
照
さ
れ
た
も
の
と
考

え
て
お
き
た
い
。

以
上
の
よ
う
に
「
花
園
」
　
に
は
、
『
虫
の
諌
』
か
ら
示
唆
を
受
け
た
と
お
ぼ

し
き
表
現
が
多
く
見
出
だ
さ
れ
る
。
蝶
批
判
、
蜂
批
判
と
い
う
内
容
か
ら
し
て

も
、
「
花
園
」
が
『
虫
の
諌
』
を
下
敷
き
と
し
て
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
と
認

め
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
「
花
園
」
　
に
は
、
『
藤
蟄
冊
子
』
に
収
め
ら
れ
る
以
前
の
草
稿
が

（14）

存
す
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。
最
も
早
い
と
見
ら
れ
て
い
る
の
は
、
大
阪

府
立
中
之
島
図
書
館
歳
『
余
斎
文
集
』
に
無
顕
で
収
録
さ
れ
て
い
る
文
章
で
あ

る
。
多
少
の
表
現
の
相
違
が
認
め
ら
れ
る
の
み
で
、
文
意
は
「
花
園
」
と
変
わ

ら
な
い
。
こ
の
文
章
の
末
尾
に
、
「
余
斎
拭
盲
限
書
之
／
時
歳
六
十
六
」
　
と
記

さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
一
七
九
九
（
寛
政
一
二
年
に
は
「
花
園
」
　
の
原
形

は
成
立
し
て
い
た
こ
と
が
解
る
。
た
だ
し
こ
ち
ら
は
「
花
園
」
　
で
言
え
ば
蜂
と

蝶
と
の
論
争
の
後
に
置
か
れ
た
和
歌
ま
で
で
終
わ
っ
て
お
り
、
以
降
の
稿
で
拷

芋
の
詩
以
下
の
部
分
が
書
き
加
え
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
文
章
の
原
形

が
蜂
と
蚊
と
に
よ
る
そ
れ
ぞ
れ
の
批
判
が
語
ら
れ
た
も
の
で
ま
と
め
ら
れ
て
い

た
の
な
ら
ば
、
同
じ
く
煤
と
蜂
と
を
批
判
す
る
『
虫
の
諌
』
か
ら
の
影
響
の
可

能
性
は
ま
す
ま
す
高
く
な
る
で
あ
ろ
う
。
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二

「
花
園
」
　
の
成
立
に
『
虫
の
諌
』
が
深
く
関
与
し
て
い
た
と
し
て
も
、
秋
成

が
『
虫
の
諌
』
と
全
く
同
趣
旨
の
文
章
を
書
こ
う
と
し
て
い
た
と
は
考
え
に
く

い
。
何
ら
か
の
独
創
性
を
狙
っ
て
い
た
と
見
る
方
が
自
然
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
ま

で
「
花
園
」
と
『
虫
の
諌
』
と
の
関
わ
り
を
論
じ
て
き
た
の
は
、
以
下
『
虫
の

諌
』
と
の
比
較
に
よ
っ
て
「
花
園
」
を
見
て
い
く
た
め
で
あ
る
。
『
虫
の
諌
』

と
比
較
す
る
こ
と
は
、
「
花
園
」
　
の
構
成
意
識
や
主
張
の
特
質
を
よ
り
明
瞭
に

浮
き
彫
り
に
す
る
こ
と
に
つ
な
が
る
と
考
え
ら
れ
る
。

先
に
も
若
干
触
れ
た
が
、
こ
こ
で
改
め
て
全
体
構
造
の
相
違
を
確
認
し
て
お

く
。
『
虫
の
諌
』
は
人
間
で
あ
る
「
吾
」
　
が
虫
達
を
評
す
る
と
い
う
形
を
と
っ

て
い
る
た
め
、
そ
の
批
判
は
「
吾
」
か
ら
虫
達
に
一
方
的
に
下
さ
れ
る
こ
と
に

な
る
。
こ
れ
に
対
し
て
「
花
園
」
　
で
は
、
ま
ず
蜂
が
蚊
を
批
判
し
、
蚊
が
そ
の

蜂
に
向
か
っ
て
反
論
す
る
と
い
う
対
話
形
式
が
と
ら
れ
て
い
る
。
語
り
手
は
そ

れ
ら
を
想
像
し
て
い
る
と
い
う
立
場
に
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
を
図
示
す
れ
ば
次
の

ご
と
く
に
な
ろ
え
ノ
。

国
　
全
体
構
造
の
相
違

『
虫
の
諌
』

↑
l
想
い
語
り
手

「
吾
」
　
（
人
間
）

南
鍔
の
虫
た
ち
）

『
虫
の
諌
』
に
お
い
て
「
吾
」
は
、
言
わ
ば
絶
対
的
な
位
置
に
い
る
。
虫
達

に
反
論
の
術
は
な
い
。
あ
る
い
は
作
者
北
海
の
憤
慨
の
激
し
さ
の
あ
ら
わ
れ
か

も
し
れ
な
い
。
一
方
「
花
園
」
　
で
は
、
蜂
と
喋
と
を
対
等
な
立
場
に
置
い
て
討

論
さ
せ
て
い
る
。
蝶
に
反
論
の
余
地
が
与
え
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
の

基
本
構
造
の
相
違
は
、
結
果
的
に
『
虫
の
諌
』
と
「
花
園
」
と
の
主
張
を
大
き

く
隔
て
る
こ
と
に
も
つ
な
が
っ
て
い
る
。

そ
れ
で
は
具
体
的
に
論
の
内
容
を
検
討
し
て
い
く
。
『
虫
の
諌
』
　
の
論
旨
を

追
っ
て
み
よ
う
。

田
胡
蝶
の
戯
れ
る
姿
は
優
雅
で
楽
し
そ
う
だ
。
虫
も
人
も
植
物
も
、
皆
蝶
に

憧
れ
て
蝶
に
な
る
。
し
か
し
蝶
の
心
に
は
替
り
が
あ
る
。
（
先
の
「
花
園
」

と
の
類
似
点
聞
及
び
回
「
さ
れ
は
汝
が
心
を
察
す
る
に
。
」
～
「
凡
世
中

に
わ
れ
ほ
ど
よ
き
身
の
上
は
な
し
と
思
へ
る
さ
ま
ぞ
か
し
。
」
参
照
）

回
「
吾
」
か
ら
見
れ
ば
、
蝶
は
蔑
む
べ
き
存
在
で
あ
る
。
も
と
は
姿
の
醜
い

虫
で
あ
っ
た
う
え
に
、
野
菜
を
喰
い
民
を
苦
し
め
る
罪
深
い
も
の
だ
か
ら

で
あ
る
。
（
同
㈲
「
さ
れ
ど
も
吾
を
以
て
汝
を
み
れ
ば
。
」
～
「
さ
れ
ば
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汝
が
な
り
た
ち
の
。
い
や
し
く
悪
む
べ
き
は
。
か
1
る
こ
と
な
り
し
ぞ
か

し
。
」
参
照
）

団
そ
れ
な
の
に
喋
は
、
美
し
い
成
虫
に
な
っ
て
か
ら
は
、
そ
の
こ
と
を
忘
れ

た
よ
う
に
振
る
舞
う
。
昔
の
つ
き
あ
い
を
忘
れ
、
富
貴
な
も
の
と
の
み
交

わ
ろ
う
と
す
る
。
（
同
㈲
「
一
－
且
は
か
ら
ざ
る
福
を
得
。
」
～
「
只
富
貴

の
ま
じ
は
り
を
の
み
隣
ひ
ぬ
る
。
」
参
照
）

囚
人
も
そ
の
姿
の
美
し
さ
を
愛
で
る
。
蚊
も
心
根
で
な
く
姿
の
美
し
い
ほ
う

に
ば
か
り
寄
り
添
お
う
と
す
る
。
そ
し
て
今
の
栄
華
が
い
つ
ま
で
も
続
く

も
の
と
思
っ
て
い
る
。

つ
は
さ

世
上
の
人
と
い
ヘ
ビ
。
汝
か
勉
の
白
粉
に
。
つ
く
ろ
い
か
ざ
れ
る
色

へ
ん
へ
さ

に
め
て
。
又
は
便
辟
の
身
の
ふ
る
ま
い
に
ま
ど
は
さ
れ
。
昔
の
あ
し

か
り
L
は
思
は
で
。
詩
に
作
り
歌
に
よ
み
。
往
昔
む
く
つ
け
く
う
る
さ

，
す
も
の

し
と
思
ひ
し
。
官
女
閏
人
も
。
か
ざ
し
の
花
に
汝
を
し
た
ひ
。
定
の

▲
T
T
ぎ

団
扇
に
汝
を
ま
つ
。
《
同
相
以
下
中
略
》
園
の
木
立
の
中
に
も
。
松
－

柘
の
み
さ
は
あ
り
て
。
心
か
た
き
は
。
へ
ん
く
つ
も
の
と
い
み
き
ら

か
い
と
h
ノ

ひ
。
か
り
そ
め
に
も
立
寄
ら
ず
。
只
桜
海
業
牡
－
丹
山
－
吹
の
こ
と
き
。

▲
h
′
ぎ

花
の
富
貴
な
る
が
許
へ
し
た
し
み
へ
つ
ら
ふ
。
（
中
略
》
汝
か
心
に

は
定
て
思
ふ
べ
し
。
わ
れ
こ
そ
又
な
き
ょ
き
ょ
る
べ
求
め
待
た
れ
。

か
た傍

へ
に
は
何
と
も
い
へ
。
わ
れ
は
ひ
た
す
ら
牡
丹
の
花
王
を
君
と
仰

ぎ
。
こ
か
ね
花
さ
く
山
吹
の
心
に
従
ひ
親
し
ま
は
。
我
身
の
栄
花
も

共
に
つ
き
す
ま
じ
と
。

国
し
か
し
栄
華
は
長
く
続
く
も
の
で
は
な
い
。
高
慢
な
振
る
舞
い
の
報
い
を

受
け
て
、
惨
め
な
末
路
を
た
ど
る
こ
と
に
な
る
の
だ
。

汝
し
ら
ず
や
。
替
る
も
の
久
し
か
ら
ず
。
又
し
ら
ず
や
。
黄
－
金
結
”

交
ヲ
黄
－
金
尽
て
交
う
と
し
。
春
の
花
の
富
貴
い
く
程
ぞ
や
。
夏
の
青

葉
と
み
る
が
内
に
。
秋
風
吹
立
。
霹
霜
に
色
づ
く
ほ
ど
も
な
く
。
と

く

ち

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

か

け

み
に
落
莫
と
朽
は
て
1
。
お
の
が
板
を
覆
ふ
計
の
蔭
も
な
く
な
り
ぬ

こ

と

わ

さ

　

　

た

の

れ
ば
。
諺
に
云
。
頼
む
木
の
下
に
雨
も
る
と
は
汝
が
身
の
上
な
る
べ

さ

ひ

　

　

　

　

　

　

　

　

ひ

の

＿

－

し
。
か
の
春
の
頃
。
花
も
な
く
。
淋
し
く
見
へ
し
松
桁
は
。
此
時
に

み

と

り

　

　

　

　

　

　

　

　

た

の

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

つ

わ

あ
た
り
て
。
縁
物
ふ
か
く
。
木
陰
も
折
も
し
げ
に
見
ゆ
れ
共
。
汝
常

h
l
さ

く
お
ろ
そ
か
に
も
て
な
し
匿
つ
れ
ば
。
今
更
紺
に
立
寄
る
。
と
叶
一

は
ず
。
か
な
た
こ
な
た
さ
ま
よ
ふ
に
ぞ
。
始
て
己
が
身
の
程
を
思
ひ
　
2
1

し
り
。
二
た
び
板
切
す
く
も
む
し
の
。
古
き
友
を
郡
ね
。
も
と
の
穴
－

へ
人
ら
ん
と
す
れ
ば
。
な
ま
な
か
の
超
出
来
て
。
己
か
身
も
心
に
任

の
へ

さ
ず
。
野
辺
の
草
葉
は
枯
は
て
ゝ
。
ロ
を
う
る
は
す
霞
も
な
け
れ
ば
。

広
き
天
地
に
。
わ
づ
か
な
る
身
の
樫
ど
こ
ろ
な
く
。
終
に
あ
ら
ぬ
方

に
た
ふ
れ
死
ぬ
。

喋
の
、
昔
の
罪
か
ら
現
在
の
う
わ
つ
い
た
振
る
舞
い
ま
で
を
あ
げ
つ
ら
い
、

そ
の
報
い
と
し
て
の
惨
憺
た
る
最
期
に
ま
で
言
及
し
て
い
る
。
こ
れ
を
自
序
の

通
り
虫
を
以
て
人
を
諌
め
る
も
の
と
し
て
読
む
な
ら
は
、
こ
こ
で
糾
弾
さ
れ
て

い
る
の
は
、
民
を
苦
し
め
る
こ
と
で
私
腹
を
肥
や
し
、
成
り
上
が
っ
て
か
ら
は

権
勢
に
媚
び
請
う
こ
と
ば
か
り
を
考
え
て
い
る
輩
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
は
喋
の



「
軽
薄
」
さ
が
徹
底
的
に
排
撃
さ
れ
て
い
る
。

な
お
、
続
く
蜂
へ
の
批
判
で
は
、
蜂
は
才
は
あ
る
が
徳
が
な
い
と
い
う
点
が

あ
げ
つ
ら
わ
れ
る
。
『
虫
の
諌
』
　
の
構
造
上
、
蝶
へ
の
批
判
の
内
容
と
蜂
へ
の

そ
れ
と
は
特
に
関
係
は
な
い
。

そ
れ
で
は
一
方
の
「
花
園
」
を
見
て
み
よ
う
。
こ
ち
ら
で
は
ま
ず
蜂
が
蝶
に

対
し
て
言
う
。

い
に
L
へ
の
世
に
は
、
南
山
の
蕨
東
門
の
粟
、
お
つ
る
梅
、
そ
の
実
い
く

ら
な
ど
云
て
、
浅
は
か
に
花
の
色
香
を
の
み
な
つ
か
し
め
る
例
は
な
か
り

き
、
世
う
つ
り
、
人
の
心
あ
だ
！
＼
し
け
れ
ば
、
眼
を
青
く
し
、
舟
を
さ

が
L
が
る
こ
そ
、
う
た
て
め
1
し
き
心
ざ
ま
な
れ
、
お
の
が
と
も
は
し
か

ら
ず
、
昔
の
陶
－
隠
－
居
が
ま
め
心
を
ま
な
び
、
甜
心
き
を
吸
も
く
ら
ひ
も
し

つ
ゝ
、
腹
み
た
ん
こ
と
を
つ
と
む
る
也
、
汝
は
か
は
虫
の
お
そ
ろ
し
き
よ

り
な
り
た
る
を
わ
す
れ
見
に
、
今
の
か
た
ち
の
な
よ
び
か
な
る
に
ほ
こ
り

て
、
人
の
目
お
こ
せ
た
ら
ん
こ
と
を
つ
と
む
る
よ
、
あ
な
つ
ら
に
く
と
云
、

『
虫
の
諌
』
の
徴
に
入
り
細
を
穿
つ
か
の
よ
う
な
批
判
に
比
べ
る
と
、
こ
ち

ら
は
表
面
的
な
も
の
に
は
か
り
気
を
と
ら
れ
る
あ
り
方
へ
の
批
判
と
い
う
一
点

に
絞
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
際
陶
淵
明
を
引
き
合
い
に
出
し
て
、
う
わ
べ
に
捉
わ

れ
な
い
「
ま
め
心
」
　
こ
そ
が
重
要
な
の
だ
と
す
る
主
張
を
明
確
に
打
ち
出
し
て

い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
蝶
が
次
の
よ
う
に
反
駁
す
る
。

い
と
も
閏
に
く
し
か
し
、
人
と
て
も
、
こ
の
め
る
道
に
名
を
揚
、
そ
し
り

を
も
ゝ
と
む
と
や
、
ま
し
て
あ
な
づ
ら
し
き
お
の
が
た
ぐ
ひ
の
、
さ
る
わ

き
ま
へ
や
は
あ
る
、
た
ゞ
心
の
す
1
め
る
か
た
に
た
は
ふ
れ
て
、
命
生
ん

に
は
し
か
じ
、
何
が
し
と
か
聞
え
し
ね
ぢ
け
人
を
、
ロ
に
蜜
し
て
、
心
に

は
り
有
と
た
と
へ
し
は
、
誰
が
上
ぞ
や
、
さ
あ
れ
、
誰
々
も
親
の
う
み
て

給
ひ
し
ま
1
な
る
を
い
か
に
せ
ん
、
物
と
が
め
し
て
い
た
く
な
さ
い
な
み

そ
と
て
、
か
な
た
の
枝
に
う
つ
り
ぬ
、

喋
の
主
張
は
、
他
者
か
ら
い
か
に
非
難
を
受
け
よ
う
と
も
天
性
に
従
っ
た
生

き
方
に
優
る
も
の
は
な
い
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
蜂
は
む
し
ろ
、
論
が
先
行
し

て
心
根
と
紅
組
を
き
た
し
た
不
自
然
な
状
態
と
捉
え
ら
れ
て
い
る
。

「
ま
め
心
」
を
称
揚
す
る
蜂
と
、
「
親
の
う
み
て
給
ひ
し
ま
ゝ
」
　
を
志
向
す

る
喋
と
、
こ
の
い
ず
れ
も
が
道
理
に
か
な
っ
て
い
る
と
も
思
わ
れ
る
論
争
に
、

「
花
園
」
　
で
は
結
論
が
下
さ
れ
て
い
る
。
蝶
の
反
論
の
後
、
次
の
よ
う
な
一
文

が
見
え
る
。

木
末
の
小
鳥
ど
も
の
、
こ
の
こ
と
わ
り
を
う
べ
〈
L
と
に
や
、
花
に
実

に
、
お
の
が
こ
の
め
る
か
た
に
、
あ
か
れ
く
に
い
き
ぬ
、

虫
達
の
論
争
に
耳
を
條
け
て
い
た
小
鳥
た
ち
は
、
「
花
」
　
に
し
ろ
「
実
」
　
に

し
ろ
、
と
も
か
く
も
「
お
の
が
こ
の
め
る
か
た
」
（
傍
点
筆
者
）
　
に
飛
び
去
っ

た
と
あ
る
。
鳥
達
は
「
た
ゞ
心
の
す
1
め
る
か
た
に
た
は
ふ
れ
て
」
生
き
よ
う

と
す
る
蝶
の
言
い
分
を
「
う
べ
く
し
」
と
し
て
、
さ
っ
そ
く
実
践
し
た
の
で

あ
る
。
「
花
園
」
　
に
お
い
て
最
終
的
に
軍
配
が
上
げ
ら
れ
た
の
は
、
蝶
の
側
で

（15〉

あ
っ
た
。
『
虫
の
諌
』
で
は
実
社
会
で
の
や
る
か
た
な
い
憤
愚
を
反
映
し
て
か
、

蝶
の
「
軽
薄
」
さ
が
厳
し
い
語
り
口
で
綴
ら
れ
て
い
る
。
「
花
園
」
　
の
蜂
に
よ
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る
、
形
式
に
左
右
さ
れ
な
い
「
ま
め
心
」
の
奨
励
も
こ
の
延
長
線
上
に
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
そ
の
よ
う
に
「
ま
め
心
」
に
拘
泥
す
る
こ
と
は
「
親
の
う
み
て

給
ひ
し
ま
ゝ
」
で
あ
る
こ
と
に
反
す
る
行
い
で
あ
り
、
結
局
自
然
体
で
あ
る
こ

と
に
優
る
も
の
は
な
い
と
結
論
付
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
『
虫
の
諌
』
で
は
「
吾
」
に
よ
っ
て
一
方
通
行
の
蝶
・
蜂

批
判
が
語
ら
れ
て
い
た
の
に
対
し
て
、
「
花
園
」
は
論
争
の
挙
句
に
蝶
の
主
張

を
是
と
す
る
、
喋
肯
定
の
文
章
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
が
『
虫
の
諌
』
と
の
大

き
な
相
違
点
で
あ
り
、
「
花
園
」
の
成
立
意
義
の
存
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
と
言

え
よ
う
。

三

こ
こ
ま
で
、
『
虫
の
諌
』
で
は
完
膚
な
き
ま
で
に
排
撃
さ
れ
た
喋
に
対
し
て
、

む
し
ろ
蚊
を
支
持
す
る
点
が
「
花
園
」
の
面
目
躍
如
た
る
部
分
で
あ
る
こ
と
を

述
べ
て
き
た
。
と
す
る
な
ら
ば
、
な
ぜ
蝶
に
心
を
寄
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ

た
の
か
と
い
う
疑
問
が
生
じ
る
。
そ
の
理
由
は
言
う
ま
で
も
な
く
「
花
園
」
の

成
立
の
事
情
と
深
く
関
わ
っ
て
い
よ
う
。
「
花
園
」
に
は
額
の
下
に
「
翠
土
田

耕
夫
東
山
第
こ
と
い
う
添
え
書
き
が
存
す
る
。
こ
の
こ
と
が
文
章
の
内
容
を

根
本
的
な
と
こ
ろ
で
制
約
し
て
い
る
。

「
花
園
」
に
引
か
れ
た
拷
芋
の
詩
は
、
『
発
心
集
』
に
見
ら
れ
る
、
大
江
佐

国
が
花
を
愛
す
る
あ
ま
り
に
蚊
に
な
る
と
い
う
説
話
を
も
と
に
し
た
も
の
で
あ

（16）
る
。
こ
れ
を
引
用
し
た
後
、
語
り
手
は
次
の
よ
う
に
言
う
。

こ
の
こ
と
ま
こ
と
い
つ
は
り
を
し
る
べ
か
ら
ね
ど
、
誰
突
出
て
む
か
し
を

し
の
ぶ
人
も
な
か
り
L
に
、
君
常
に
花
め
づ
る
さ
が
の
お
は
せ
る
に
は
、

相
隣
み
て
、
こ
の
詞
は
つ
が
る
1
な
る
べ
し
、
さ
ほ
お
も
ひ
を
や
る
ほ
ど
、

我
や
蝶
や
の
ふ
る
こ
と
の
、
香
を
嗅
ぎ
、
露
を
な
め
つ
ゝ
、
花
に
こ
ゝ
ろ

を
あ
そ
ふ
ら
ん
、
我
も
こ
れ
に
い
さ
な
ほ
れ
て
は

夢
に
入
う
つ
ゝ
に
は
ま
た
身
を
か
へ
て
、
春
は
こ
て
ふ
と
花
に
つ
げ
ゝ

ん
、

そ
れ
と
だ
に
親
の
つ
か
へ
を
た
の
め
て
は
、
花
の
日
数
の
を
し
ま
る
ゝ

か
な
、

語
り
手
は
ま
ず
、
拷
事
は
「
花
め
づ
る
さ
が
」
を
有
す
る
者
と
し
て
佐
国
に

共
感
し
て
こ
の
詩
を
も
の
し
た
の
で
あ
ろ
う
と
言
う
。
そ
の
よ
う
に
思
い
を
馳

せ
る
語
り
手
は
「
我
も
こ
れ
に
い
さ
な
は
れ
て
」
和
歌
を
二
首
詠
む
。
つ
ま
り

「
花
め
づ
る
さ
が
」
を
持
つ
者
と
し
て
蚊
－
佐
国
－
拷
革
1
「
我
」
は
、
一
筋

の
糸
で
結
び
合
わ
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
「
花
園
」
の
末
尾
を
見
て
み
よ
う
。

其
佐
－
国
と
い
ふ
人
は
、
御
堂
の
関
白
ど
の
ゝ
お
ふ
せ
こ
と
た
う
び
て
、

万
葉
集
を
よ
み
て
奉
り
L
と
も
聞
侍
る
に
は
、
此
集
よ
み
ふ
け
る
我
も
、

あ
や
し
、
死
て
は
人
の
園
に
や
遊
ぶ
へ
き
と
、
い
と
は
か
な
き
思
ひ
こ
そ

せ
ら
る
れ
、

さ
ま
ぐ
に
色
あ
る
衣
の
袖
は
へ
て
、
恋
す
て
ふ
と
や
花
に
た
は
る
ゝ
、

「
花
め
づ
る
さ
が
」
が
高
じ
て
蝶
に
な
っ
た
佐
国
は
『
万
乗
集
』
を
訓
ん
で

い
た
。
語
り
手
は
同
じ
よ
う
に
「
此
集
よ
み
ふ
け
る
我
も
、
あ
や
し
」
と
憧
れ
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に
も
似
た
危
機
感
を
吐
露
す
る
。
こ
こ
に
も
佐
国
と
「
我
」
と
の
共
鳴
が
見
ら

れ
る
。蝶

に
共
感
す
る
の
は
人
間
ば
か
り
で
は
な
い
。
「
花
園
」
　
に
は
蝶
に
関
す
る

様
々
な
考
証
が
並
ぶ
。
再
び
そ
の
部
分
を
見
て
み
よ
う
。
こ
れ
は
先
に
掲
げ
た

『
虫
の
諌
』
と
の
共
通
点
を
整
理
し
た
箇
所
の
同
に
あ
た
る
。
ま
ず
蛾
と
毛
虫

と
が
、
蝶
と
同
じ
も
の
で
あ
る
こ
と
、
続
い
て
園
疏
の
薬
、
烏
足
、
百
合
な
ど

の
植
物
や
、
虫
が
煤
に
変
わ
っ
た
と
い
う
記
事
、
そ
し
て
最
後
に
蝶
に
変
わ
っ

た
人
間
の
伝
説
が
綴
ら
れ
る
。
一
見
蝶
に
ま
つ
わ
る
雑
多
な
記
事
の
集
積
に
も

見
え
る
が
、
実
は
そ
う
で
は
な
い
。
こ
こ
は
す
べ
て
喋
に
変
化
し
た
動
植
物
の

記
事
で
統
一
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
同
か
ら
回
を
も
と
に
、
再
び
そ
れ

ぞ
れ
の
論
の
構
成
順
序
を
見
て
み
よ
う
。
『
虫
の
諌
』
は
次
の
よ
う
な
順
序
で

論
が
進
ん
で
い
く
。

回
虫
・
人
・
植
物
が
憧
れ
て
蝶
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と

㈲
蝶
は
昔
の
卑
し
い
身
の
上
を
忘
れ
て
今
は
馨
り
高
ぶ
っ
て
い
る
と
い
う
こ

と
H
玄
宗
皇
帝
の
故
事

「
花
園
」
　
で
は
こ
の
順
序
は
、
次
の
よ
う
に
入
れ
替
わ
る
。

㈲
蚊
は
昔
の
卑
し
い
身
の
上
を
忘
れ
て
今
は
箸
り
高
ぶ
っ
て
い
る
と
い
う
こ

と
l
C
同
玄
宗
皇
帝
の
故
事

同
虫
・
人
・
植
物
が
憧
れ
て
蝶
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と

こ
の
よ
う
な
操
作
を
行
な
う
こ
と
で
、
そ
の
文
章
の
言
わ
ん
と
す
る
と
こ
ろ

は
大
き
く
変
化
す
る
。
『
虫
の
諌
』
で
は
、
ま
ず
同
蝶
が
多
く
の
動
植
物
の
憧

憬
を
集
め
て
い
る
こ
と
を
言
っ
た
上
で
、
間
実
は
む
し
ろ
卑
し
む
べ
き
存
在
で

あ
る
こ
と
を
声
高
に
主
張
し
て
い
く
。
H
玄
宗
皇
帝
の
故
事
も
、
い
か
に
喋
が

「
軽
薄
」
か
、
ま
た
そ
れ
を
も
て
は
や
す
人
間
が
「
軽
薄
」
か
を
主
張
す
る
た

め
に
置
か
れ
て
い
る
。
一
方
「
花
園
」
　
で
は
、
最
初
に
蜂
に
㈲
奴
の
う
わ
つ
い

た
様
子
を
批
判
さ
せ
て
お
い
て
、
最
後
に
は
同
そ
れ
で
も
や
は
り
喋
に
は
皆
が

憧
れ
る
の
だ
と
結
ぶ
。
問
に
置
か
れ
た
H
の
故
事
は
、
む
し
ろ
玄
宗
皇
帝
が
蚊

を
愛
し
た
例
と
し
て
機
能
し
て
い
る
。
古
今
東
西
あ
ら
ゆ
る
動
植
物
は
皆
蝶
に

憧
れ
る
も
の
で
、
そ
れ
は
「
花
め
づ
る
さ
が
」
そ
の
ま
ま
に
自
由
に
花
に
戯
れ
一

る
か
ら
に
は
か
な
ら
な
い
の
だ
と
い
う
、
「
花
園
」
　
に
は
そ
の
よ
う
な
論
理
が
　
2
4

働

い

て

い

る

の

で

あ

る

。

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

－

こ
の
よ
う
に
「
花
園
」
と
い
う
文
章
は
、
「
花
め
づ
る
さ
が
」
　
で
統
合
さ
れ

た
一
編
で
あ
る
と
言
え
る
。
す
な
わ
ち
「
花
園
」
　
の
意
図
は
、
「
花
め
づ
る
さ

が
」
を
持
つ
最
た
る
者
で
あ
る
喋
へ
の
あ
ら
ゆ
る
動
植
物
の
共
感
や
憧
憬
を
語

る
こ
と
で
、
間
接
的
に
花
を
礼
賛
す
る
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
。
そ
れ
は
ま
さ
し
く
、

同
じ
く
「
花
め
づ
る
さ
が
」
　
の
持
ち
主
で
あ
る
は
ず
の
友
人
の
牡
丹
園
を
賞
美

す
る
文
章
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
も
の
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
「
花
園
」
は
決
し

て
無
作
為
に
選
ば
れ
た
記
事
の
羅
列
で
は
な
い
。
む
し
ろ
目
的
に
応
じ
て
綿
密

に
構
築
さ
れ
た
、
き
わ
め
て
洗
練
度
の
高
い
一
編
と
し
て
評
価
さ
れ
る
べ
き
で

あ
る
。



お
あ
り
に

以
上
、
「
花
園
」
　
の
下
敷
き
と
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
江
村
北
海
の
『
虫
の
諌
』

と
の
比
較
を
通
し
て
、
こ
の
一
編
の
眼
目
を
探
り
、
そ
の
意
味
を
考
察
し
た
。

『
虫
の
諌
』
と
は
異
な
る
「
花
園
」
の
最
た
る
特
色
は
、
『
虫
の
諌
』
で
は
完

膚
な
き
ま
で
に
排
撃
さ
れ
た
蝶
に
、
最
終
的
に
は
憧
れ
を
寄
せ
て
ゆ
く
と
こ
ろ

に
あ
っ
た
。
古
人
も
友
人
村
瀬
拷
事
も
そ
し
て
も
ち
ろ
ん
語
り
手
も
、
ま
た
人

間
だ
け
で
は
な
い
あ
ら
ゆ
る
動
植
物
が
皆
蝶
に
憧
れ
、
同
化
し
よ
う
と
す
る
。

そ
れ
は
「
花
め
づ
る
さ
が
」
を
持
つ
が
ゆ
え
の
共
感
で
あ
っ
た
。
と
す
る
な
ら

は
「
花
園
」
は
友
人
上
田
耕
夫
の
牡
丹
園
を
賞
美
す
る
と
い
う
目
的
に
沿
う
べ

く
、
明
確
な
構
成
意
識
の
も
と
で
綴
ら
れ
た
文
章
で
あ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き

る
。
だ
か
ら
こ
そ
文
章
に
は
「
花
園
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
が
冠
さ
れ
る
。
こ
こ

に
謳
わ
れ
た
（
花
園
）
は
、
「
花
め
づ
る
さ
が
」
を
持
つ
者
が
心
を
寄
せ
る
対

象
と
し
て
称
賛
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

た
だ
し
い
っ
た
ん
「
花
園
」
　
の
内
部
か
ら
足
を
踏
み
出
し
、
秋
成
の
他
の
著

述
の
中
に
こ
の
一
編
を
置
い
て
見
た
時
、
そ
こ
に
は
看
過
で
き
な
い
問
題
が
存

す
る
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
最
後
に
そ
の
点
に
触
れ
て
お
く
。

「
花
園
」
　
に
描
か
れ
た
蜂
と
蝶
と
の
論
争
で
は
、
蝶
に
軍
配
が
上
げ
ら
れ
る

こ
と
は
先
に
確
認
し
た
。
こ
の
喋
の
主
張
が
秋
成
の
持
説
で
あ
っ
た
こ
と
は
、

（17）

中
村
博
保
氏
の
指
摘
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
次
の
『
金
砂
』
四
二
八
〇
四

八
文
化
元
）
年
奥
書
）
　
の
一
節
な
ど
に
も
、
そ
れ
は
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。

さ
か
し
お
ろ
か
は
。
人
お
の
／
～
親
の
た
ま
物
を
い
か
に
せ
ん
。
我
い
つ

は
ら
す
は
。
世
の
人
頼
む
へ
し
。
し
か
し
て
後
に
こ
そ
。
よ
き
名
は
久
し

か
る
へ
け
れ
。

蝶
の
自
然
体
を
志
向
す
る
説
は
、
秋
成
の
晩
年
に
そ
の
例
を
見
出
だ
す
こ
と

が
で
き
、
彼
の
思
想
の
帰
着
点
を
特
色
付
け
る
も
の
の
一
つ
で
あ
る
。
こ
の
説

を
支
持
す
る
「
花
園
」
と
い
う
作
品
が
、
彼
の
文
芸
の
集
大
成
で
あ
る
『
藤
筆

冊
子
』
に
収
め
ら
れ
た
こ
と
に
は
、
ご
く
自
然
な
な
り
ゆ
き
を
想
定
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

し
か
し
な
が
ら
問
題
は
そ
れ
だ
け
で
は
片
付
か
な
い
。
再
び
先
に
挙
げ
た
蜂

に
よ
る
蝶
批
判
の
部
分
を
見
て
み
よ
う
。
既
に
確
認
し
た
よ
う
に
、
蜂
は
う
わ

べ
に
と
ら
わ
れ
る
こ
と
を
嘆
き
「
ま
め
心
を
」
称
揚
す
る
。
『
詩
経
』
を
ふ
ま

（18）

え
た
こ
の
表
現
と
よ
く
似
た
も
の
は
、
『
ぬ
は
た
ま
の
巻
』
（
一
七
七
九
八
安
永

八
）
年
序
）
　
に
見
え
る
。

或
は
花
の
色
香
を
後
に
し
て
。
お
つ
る
実
を
か
ぞ
へ
。
南
－
山
の
蕨
。
東
－

門
の
粟
の
子
な
ど
。
百
の
田
な
つ
物
に
つ
い
で
ゝ
い
へ
る
。
其
詞
は
み
や

び
か
な
る
も
。
ひ
な
び
た
る
も
。
其
う
た
ふ
こ
ゝ
ろ
の
よ
き
に
か
な
へ
る

を
え
ら
び
出
た
る
が
中
に
は
。
た
ま
く
姪
れ
た
る
こ
1
ろ
ば
へ
が
有
と

て
。
忌
に
く
む
人
も
あ
り
げ
に
聞
ゆ
れ
ど
。
そ
れ
ぞ
人
の
う
ま
れ
得
し
わ

が
ひ
の
ひ
と
つ
な
れ
は
。
し
ひ
て
う
と
む
べ
き
事
に
も
あ
ら
じ
。
さ
て
国

栄
え
。
人
の
心
花
に
の
み
う
つ
り
ゆ
き
て
は
。
事
は
た
く
み
に
。
詞
は
あ

や
に
。
か
れ
に
ま
つ
は
さ
れ
。
是
に
ね
ぢ
け
つ
ゝ
。
あ
ふ
さ
き
る
さ
に
事

25



立
て
。
書
は
憤
り
よ
り
書
も
す
る
も
の
に
い
ふ
よ
。
　
（
傍
線
筆
者
）

表
現
の
み
な
ら
ず
内
容
に
つ
い
て
も
、
「
し
ひ
て
う
と
む
べ
き
事
に
も
あ
ら

じ
。
」
と
あ
っ
て
積
極
的
に
肯
定
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
に
し
ろ
、
詞
よ

り
も
内
実
を
大
切
に
す
る
態
度
を
評
価
し
よ
う
と
し
て
お
り
、
「
花
園
」
　
の
蜂

の
主
張
に
通
じ
る
も
の
が
あ
る
。
ま
た
、
人
々
の
関
心
が
「
花
」
に
移
っ
た
後

の
世
が
否
定
的
に
捉
え
ら
れ
て
も
い
る
。
こ
れ
は
「
花
園
」
か
ら
三
十
年
近
く

遡
っ
た
時
点
の
も
の
で
あ
る
が
、
晩
年
の
記
述
の
例
と
し
て
も
、
『
金
砂
』
　
の

冒
頭
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

万
葉
集
の
苛
は
。
此
道
の
お
や
な
る
か
ら
。
苛
よ
む
人
の
。
先
読
み
つ
へ

き
ふ
み
也
。
さ
れ
と
初
め
て
披
き
兄
は
。
唐
噛
り
の
如
お
は
し
て
。
再
ひ

手
に
取
ま
し
く
l
か
つ
読
と
も
。
l
今
い
か
て
か
く
と
お
は
さ
ん
に
は
。
な

は
さ
り
に
か
い
や
り
て
ん
。
そ
の
か
み
は
。
人
の
心
す
な
は
に
て
。
云
出

る
言
も
あ
か
ら
さ
ま
に
。
心
ま
め
！
1
1
し
く
。
姿
し
ら
ぺ
も
ゆ
た
け
く
て
。

男
は
ま
す
ら
雄
た
ち
。
を
み
な
も
を
と
め
さ
ひ
し
て
。
後
の
世
の
。
こ
ま

や
か
に
。
さ
か
し
き
手
ふ
り
に
は
た
か
へ
り
き
。

こ
の
よ
う
な
、
形
式
よ
り
も
内
容
を
重
視
し
よ
う
と
す
る
文
芸
論
を
秋
成
は
、

生
涯
に
わ
た
り
一
貫
し
て
唱
え
続
け
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
う
し
た
文
芸
論
と

「
花
園
」
な
ど
に
見
ら
れ
る
人
生
観
と
が
ど
の
よ
う
に
関
わ
る
か
に
つ
い
て
は

な
お
検
討
を
要
す
る
が
、
お
そ
ら
く
両
者
は
深
く
影
響
し
合
い
な
が
ら
形
成
さ

れ
て
い
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
「
花
園
」
　
の
抱
え
る
問
顆
と
は
、
こ
の
主
張
が

蜂
に
託
さ
れ
、
最
終
的
に
は
蝶
に
よ
っ
て
退
け
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
に
あ
る
。

蜂
に
託
さ
れ
た
論
も
、
蚊
に
託
さ
れ
た
論
も
共
に
秋
成
の
持
説
で
あ
っ
た
。
同

じ
『
金
砂
』
に
記
述
が
見
出
だ
せ
る
こ
と
か
ら
も
解
る
よ
う
に
、
両
者
は
晩
年

の
秋
成
の
中
で
矛
盾
し
な
い
も
の
と
し
て
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ

ら
ず
「
花
園
」
　
に
お
い
て
は
蜂
の
論
は
退
け
ら
れ
、
蚊
の
優
位
を
保
持
し
た
ま

ま
文
章
は
閉
じ
ら
れ
る
。
友
人
の
庭
園
を
賞
美
し
よ
う
と
す
る
文
章
の
目
的
も

無
関
係
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
こ
の
点
は
興
味
深
い
と
こ
ろ
な
が
ら
、
「
花
園
」

の
み
で
は
解
決
の
つ
か
な
い
問
題
で
あ
り
、
こ
こ
で
は
指
摘
に
と
ど
め
て
お
く
。

な
お
検
討
の
余
地
は
多
く
残
す
が
、
今
は
述
べ
る
だ
け
の
準
備
が
な
い
。
し

か
し
な
が
ら
今
回
の
考
察
が
、
「
雑
居
」
以
外
の
『
藤
婆
冊
子
』
の
評
価
軸
を

探
り
当
て
る
手
が
か
り
に
な
れ
ば
と
考
え
て
い
る
。
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注
（
1
）
『
上
田
秋
成
全
集
』
第
十
巻
（
中
央
公
論
社
）
解
題
。
五
二
六
～
五
二
七
頁
。

（
2
）
　
長
鳥
弘
明
氏
は
「
『
藤
餐
冊
子
』
　
の
和
文
」
　
（
『
文
学
』
一
九
九
五
年
七
月
）
　
に
お

い
て
、
当
時
の
杏
筒
の
検
討
を
通
し
て
、
同
様
の
結
論
に
辿
り
着
い
て
お
ら
れ
る
。

（
3
）
　
「
和
文
の
世
界
」
（
『
国
文
学
』
第
四
〇
巻
第
七
号
八
一
九
九
五
年
六
月
）
）
。
な
お

新
日
本
古
典
文
学
大
系
『
近
世
歌
文
集
　
下
』
（
岩
波
書
店
八
一
九
九
七
年
八
月
）
）

（
以
下
、
新
大
系
）
　
に
も
、
解
説
と
し
て
こ
の
論
文
に
加
筆
し
た
も
の
が
付
さ
れ

て
い
る
。

（
4
）
　
「
（
文
学
と
し
て
…
…
）
の
上
田
秋
成
　
－
　
雑
居
す
る
テ
キ
ス
ト
／
『
藤
蟹
冊
子
』

論
　
－
　
」
　
（
『
日
本
文
学
』
第
四
四
巻
第
四
号
八
一
九
九
五
年
四
月
）
）
。

（
5
）
　
注
3
に
同
じ
。



（
6
）
　
「
江
村
北
海
の
前
半
生
」
（
都
留
文
科
大
学
国
語
国
文
学
会
『
国
文
学
論
考
』
第

二
六
号
八
一
九
九
〇
年
三
月
）
）
。

（
7
）
以
下
『
虫
の
諌
』
の
引
用
は
、
大
阪
府
立
中
之
島
図
書
館
蔵
本
（
大
本
。
三
巻
三

冊
。
刊
記
「
宝
暦
十
二
年
壬
午
季
秋
／
平
安
事
躇
　
扁
〝
仏
等
F
㌫
唐
本
昆
吉
左
衛

門
発
行
」
。
）
　
に
よ
る
。
な
お
、
割
注
は
（
　
）
　
で
示
し
、
一
部
漠
字
や
お
ど
り
字

の
表
記
を
通
行
の
も
の
に
改
め
た
。

（
8
）
注
6
に
同
じ
。

（
9
）
　
注
6
に
同
じ
。

（
1
0
）
以
下
「
花
園
」
を
は
じ
め
と
す
る
秋
成
の
著
述
の
引
用
は
、
『
上
田
秋
成
全
集
』

（
中
央
公
論
社
）
　
に
よ
る
。
な
お
、
ル
ビ
は
概
ね
省
略
し
、
一
部
漢
字
や
お
ど
り

字
の
表
記
を
通
行
の
も
の
に
改
め
た
。

（
1
1
）
　
『
上
田
秋
成
全
集
』
で
は
「
烏
l
足
」
と
翻
字
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
は
、
新
大

系
に
指
摘
が
あ
る
よ
入
ノ
に
　
（
四
三
四
頁
・
注
二
六
）
、
『
列
子
』
「
天
瑞
」
　
の
「
烏

足
枚
為
二
臍
蛤
一
、
其
葉
為
こ
胡
蝶
こ
　
な
ど
に
よ
る
表
現
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
こ

の
点
か
ら
「
白
雪
足
」
と
改
め
た
。
新
大
系
は
「
烏
足
」
と
し
て
い
る
。

（
1
2
）
新
大
系
。
四
三
一
頁
・
注
三
一
。

（
1
3
）
引
用
は
、
『
長
晴
子
全
集
』
第
一
巻
（
古
典
文
庫
）
　
に
よ
る
。

（
1
4
）
　
『
上
田
秋
成
全
集
』
第
十
巻
「
『
藤
襲
冊
子
』
異
文
の
資
料
と
考
証
」
（
中
村
幸

彦
氏
）
　
二
九
五
～
二
九
八
頁
。
な
お
同
氏
に
よ
る
と
、
『
余
斎
文
集
』
の
ほ
か
に

は
天
理
図
苗
館
蔵
の
秋
成
自
筆
の
巻
子
本
一
巻
に
「
花
園
」
と
題
さ
れ
る
一
梅
が

あ
る
と
い
う
。
こ
ち
ら
は
拷
卒
の
「
愛
花
人
詞
」
を
引
用
し
和
歌
二
首
を
付
し
た

と
こ
ろ
で
終
わ
っ
て
お
り
、
中
村
氏
は
「
無
腸
」
　
の
署
名
か
ら
も
寛
政
末
年
か
ら

享
和
初
め
の
輩
坑
と
推
察
し
、
『
余
斉
文
集
』
に
収
録
し
た
も
の
を
改
め
た
も
の

と
見
て
お
ら
れ
る
。

（
ほ
）
注
3
論
文
に
お
い
て
、
中
村
博
保
氏
は
「
花
に
戯
れ
る
の
は
蝶
ば
か
り
と
は
限
ら

な
い
。
と
す
れ
ば
、
こ
の
は
な
し
、
ユ
ー
モ
ア
の
な
か
に
怒
の
な
い
風
刺
が
隠
さ

九
て
い
た
こ
と
に
な
る
」
　
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
。
し
か
し
本
文
を
読
む
限
り
そ
う

し
た
言
外
の
意
図
が
隠
さ
れ
て
い
る
と
は
考
え
に
く
く
、
こ
こ
は
本
文
通
り
小
鳥

た
ち
に
よ
っ
て
判
断
が
下
さ
れ
た
と
解
釈
す
る
。

（
1
6
）
新
大
系
に
指
摘
が
あ
る
（
四
三
一
貫
・
注
四
〇
）
。

（
1
7
）
新
大
系
に
、
「
生
得
の
性
の
不
変
は
作
者
の
持
説
（
胆
大
小
心
録
二
）
。
」
（
四
二
二

頁
・
注
三
二
）
　
と
注
が
あ
る
。

（
1
8
）
新
大
系
に
指
摘
が
あ
る
（
四
三
〇
頁
・
注
一
三
～
一
五
）
。

－
　
ま
さ
も
と
・
す
い
こ
、
本
学
大
学
院
博
士
課
程
後
期
在
学
　
－




