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こ
こ
で
は
、平
安
時
代
の
文
学
を
代
表
す
る
作
品
の
一
つ
で
あ
る
『
伊
勢
物
語
』

か
ら
、
と
り
わ
け
よ
く
知
ら
れ
た
「
筒
井
筒
」
の
段
（
第
二
十
三
段
）
を
取
り
上

げ
て
、
そ
の
本
文
解
釈
上
の
諸
問
題
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
高
等
学
校
に

お
け
る
古
文
教
材
の
定
番
で
あ
る
「
筒
井
筒
」
の
本
文
が
い
か
に
多
く
の
疑
問

点
を
含
ん
で
い
る
か
が
お
わ
か
り
い
た
だ
け
る
こ
と
と
思
う
。

ま
ず
、「
筒
井
筒
」
の
本
文
を
、
今
日
最
も
よ
く
用
い
ら
れ
る
テ
キ
ス
ト
で

あ
る
「
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
」（
福
井
貞
助
校
注
・
訳
、
平
成
六
年
　
小
学
館
。

底
本
は
学
習
院
大
学
蔵
三
条
西
家
旧
蔵
伝
定
家
筆
本
。
以
下
、「
新
編
全
集
」
と
略
す
）
に

よ
っ
て
掲
げ
る
（
傍
線
や
記
号
は
引
用
者
に
よ
る
。
改
行
を
一
部
変
更
し
た
）。

む
か
し
、A
ゐ
な
か
わ
た
ら
ひ
し
け
る
人
の
子
ど
も
、
井
の
も
と
に
い
で

て
遊
び
け
る
を
、
お
と
な
に
な
り
に
け
れ
ば
、
男
も
女
も
は
ぢ
か
は
し
て

あ
り
け
れ
ど
、
男
は
こ
の
女
を
こ
そ
得
め
と
思
ふ
、
女
は
こ
の
男
を
と
思

ひ
つ
つ
、
親
の
あ
は
す
れ
ど
も
聞
か
で
な
む
あ
り
け
る
。
さ
て
、
こ
の
と

は
じ
め
に

長
年
に
わ
た
っ
て
日
本
の
古
典
文
学
研
究
に
従
事
し
て
き
た
が
、
今
振
り
返

れ
ば
、
つ
ね
に
中
心
に
あ
っ
た
の
は
、
古
典
作
品
の
本
文
を
ど
の
よ
う
に
読
み
、

ど
う
理
解
す
べ
き
か
と
い
う
こ
と
の
探
究
で
あ
っ
た
と
思
う
。
そ
れ
は
、
時
代

が
隔
た
る
こ
と
で
言
語
も
社
会
的
・
文
化
的
な
状
況
も
異
な
り
、
書
か
れ
て
い

る
内
容
を
正
確
に
把
握
し
に
く
く
な
っ
た
だ
け
で
は
な
く
、
早
く
に
原
本
が
失

わ
れ
、
転
写
を
繰
り
返
し
て
今
日
に
伝
え
ら
れ
た
古
典
文
学
の
本
文
が
ど
れ
ほ

ど
原
形
を
と
ど
め
て
い
る
の
か
は
な
は
だ
疑
わ
し
い
か
ら
で
あ
る
。
今
あ
る
本

文
を
ど
の
よ
う
に
読
む
べ
き
か
と
い
う
問
題
に
加
え
て
、
本
来
あ
る
べ
き
本
文

は
ど
う
な
の
か
を
考
え
る
こ
と
が
古
典
文
学
の
研
究
に
は
つ
ね
に
つ
い
て
ま
わ

る
。
古
典
文
学
の
研
究
は
、
ま
さ
に
本
文
と
の
格
闘
だ
と
言
っ
て
よ
い
の
で

あ
る
。

誰
も
が
知
っ
て
い
る
よ
う
な
有
名
な
作
品
で
も
、そ
の
状
況
は
変
わ
ら
な
い
。

妹

　

尾

　

好

　

信

︱ 

定
番
教
材
を
ど
う
読
み
解
く
か 

︱

疑
問
だ
ら
け
の
『
伊
勢
物
語
』「
筒
井
筒
」
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君
が
あ
た
り
見
つ
つ
も
居
ら
む
生
駒
山
雲
な
か
く
し
そ
雨
は
ふ
る
と
も

と
い
ひ
て
見
い
だ
す
に
、
か
ら
う
じ
て
大
和
人
、「
来
む
」
と
い
へ
り
。

よ
ろ
こ
び
て
待
つ
に
、
た
び
た
び
過
ぎ
ぬ
れ
ば
、

君
来
む
と
い
ひ
し
夜
ご
と
に
過
ぎ
ぬ
れ
ば
頼
ま
ぬ
も
の
の
恋
ひ
つ
つ

ぞ
経
る

と
い
ひ
け
れ
ど
、
男
、
す
ま
ず
な
り
に
け
り
。

以
下
、
傍
線
を
付
し
た
Ａ
〜
Ｈ
の
八
箇
所
に
つ
い
て
、
順
を
追
っ
て
本
文
上

の
問
題
を
検
討
す
る
。

一　

Ａ
「
ゐ
な
か
わ
た
ら
ひ
し
け
る
人
」と
は
行
商
人
か
？

冒
頭
の
「
ゐ
な
か
わ
た
ら
ひ
し
け
る
人
」
の
実
態
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
。
古

く
、
一
条
兼
良
の
『
伊
勢
物
語
愚
見
抄
』（
以
下
、『
愚
見
抄
』
と
略
す
）
に
は
、「
田

舎
に
て
世
を
わ
た
る
人
の
子
ど
も
な
り
」
と
あ
っ
て
、
田
舎
で
暮
ら
し
生
計
を

立
て
る
人
の
意
に
解
し
て
い
る
。
細
川
幽
斎
の『
伊
勢
物
語
闕
疑
抄
』（
以
下
、『
闕

疑
抄
』
と
略
す
）
で
は
、「
常
に
は
ゐ
中
に
居い

ず
し
て
、
時
〻
田
舎
へ
下
る
を
云
」

と
言
っ
て
い
て
、
都
か
ら
時
々
田
舎
へ
下
る
人
と
解
し
た
。
そ
し
て
、
契
沖
の

『
勢
語
臆
断
』
に
な
る
と
、「
ゐ
な
か
わ
た
ら
ひ
は
田
舎
に
往
来
し
て
産
業
を
な

す
な
り
」
と
、
田
舎
に
往
き
来
し
て
仕
事
を
す
る
人
の
意
と
解
し
、
藤
井
高
尚

の
『
伊
勢
物
語
新
釈
』
で
は
「
ゐ
な
か
に
か
よ
ふ
は
も
の
う
り
か
ひ
す
る
事
と

ぞ
き
こ
ゆ
る
」
と
言
っ
て
い
て
、
室
町
時
代
の
旧
注
以
来
近
世
に
か
け
て
田
舎

な
り
の
男
の
も
と
よ
り
、
か
く
な
む
、

■Ｂ
筒
井
つ
の
■Ｃ井
筒
に
か
け
し
ま
ろ
が
た
け
過
ぎ
に
け
ら
し
な
妹
見
ざ

る
ま
に

女
、
返
し
、

く
ら
べ
こ
し
ふ
り
わ
け
髪
も
肩
す
ぎ
ぬＤ
君
な
ら
ず
し
て
た
れ
か
あ
ぐ

べ
き

な
ど
い
ひ
い
ひ
て
、
つ
ひ
に
本
意
の
ご
と
く
あ
ひ
に
け
り
。

さ
て
年
ご
ろ
ふ
る
ほ
ど
に
、
女
、
親
な
く
、
頼
り
な
く
な
る
ま
ま
に
、

も
ろ
と
も
に
い
ふ
か
ひ
な
く
て
あ
ら
む
や
は
と
て
、
河
内
の
国
、
高
安
の

郡
に
、
い
き
通
ふ
所
い
で
き
に
け
り
。
さ
り
け
れ
ど
、
こ
の
も
と
の
女
、

あ
し
と
思
へ
る
け
し
き
も
な
く
て
、
い
だ
し
や
り
け
れ
ば
、
男
、
こ
と
心

あ
り
て
か
か
る
に
や
あ
ら
む
と
思
ひ
う
た
が
ひ
て
、
前
栽
の
な
か
に
か
く

れ
ゐ
て
、

 
Ｅ

河
内
へ
い
ぬ
る
か
ほ
に
て
見
れ
ば
、
こ
の
女
、
い
と
よ
う
化

粧
じ
て
、
う
ち
な
が
め
て
、

風
吹
け
ば
沖
つ
し
ら
浪
た
つ
た
山
夜
半
に
や
君
が
ひ
と
り
こ
ゆ
ら
む

と
よ
み
け
る
を
聞
き
て
、
か
ぎ
り
な
く
か
な
し
と
思
ひ
て
、
河
内
へ
も
い

か
ず
な
り
に
け
り
。

■Ｆ
ま
れ
ま
れ
か
の
高
安
に
来
て
見
れ
ば
、Ｇ
は
じ
め
こ
そ
心
に
く
も
つ
く
り

け
れ
、
い
ま
は
う
ち
と
け
て
、
手
づ
か
ら
飯
匙
と
り
て
、Ｈ
笥
子
の
う
つ
は

も
の
に
も
り
け
る
を
見
て
、
心
憂
が
り
て
、
い
か
ず
な
り
に
け
り
。

さ
り
け
れ
ば
、
か
の
女
、
大
和
の
方
を
見
や
り
て
、
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と
し
て
は
『
源
氏
物
語
』
の
明
石
の
入
道
の
例
が
思
い
出
さ
れ
る
が
、
も
っ
と

下
級
の
地
方
官
に
も
、
都
に
戻
ら
ず
任
地
に
定
着
し
て
し
ま
う
こ
と
が
少
な
か

ら
ず
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
男
の
親
に
つ
い
て
は
記
さ
れ
な
い
の
で
わ

か
ら
な
い
が
、
男
が
婿
入
り
し
た
女
の
両
親
は
健
康
上
の
問
題
ゆ
え
に
帰
京
を

あ
き
ら
め
て
現
地
に
留
ま
っ
た
が
、
や
が
て
相
次
い
で
亡
く
な
っ
た
と
い
う
事

情
か
も
し
れ
な
い
。

近
年
の
注
釈
は
地
方
官
説
に
傾
い
て
い
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
が
、
行
商

人
説
も
可
能
性
と
し
て
併
記
し
、
否
定
し
去
っ
て
は
い
な
い
も
の
が
多
い
よ
う

だ
。
高
校
の
教
科
書
で
は
行
商
人
説
が
根
強
く
残
っ
て
、
な
か
な
か
改
ま
ら
な

い
こ
と
に
悲
憤
慷
慨
す
る
声
も
あ
っ
た
（
池
田
俊
朗
氏
「「
田
舎
わ
た
ら
ひ
」
考
」『
東

洋
』
第
三
十
七
巻
第
十
五
号
、
平
成
十
三
年
三
月
）。
私
が
編
集
に
関
わ
っ
て
い
る
第

一
学
習
社
の
教
科
書
で
も
、
平
成
二
十
五
年
刊
の
『
新
訂 

国
語
総
合
』
ま
で
は

「
田
舎
わ
た
ら
ひ
」を
「
田
舎
回
り
の
行
商
」
と
注
し
て
い
る
。
平
成
二
十
九
年

刊
の
改
訂
版
で
「
田
舎
で
暮
ら
し
を
立
て
る
こ
と
」
と
変
わ
っ
て
行
商
人
説
が

消
え
、
令
和
四
年
刊
の
『
精
選 

言
語
文
化
』
に
な
っ
て
「
下
級
の
地
方
官
の
こ

と
か
と
い
う
」
と
地
方
官
説
へ
の
言
及
が
追
加
さ
れ
た
。
検
定
を
気
に
し
つ
つ

の
遅
々
た
る
修
正
で
あ
る
。「
ゐ
な
か
わ
た
ら
ひ
し
け
る
人
」
と
は
田
舎
で
生

活
し
て
い
た
人
と
だ
け
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、「
具
体
的
に
行
商
人
や
、

地
方
官
と
解
し
た
り
す
る
必
要
は
な
い
」
と
言
う
大
井
田
晴
彦
氏
『
伊
勢
物
語 

現
代
語
訳
・
索
引
付
』（
令
和
元
年
　
三
弥
井
書
店
）
の
よ
う
な
意
見
も
あ
る
が
、
そ

れ
で
も
詮
索
し
た
く
な
る
の
が
人
情
と
い
う
も
の
で
あ
ろ
う
。

回
り
の
行
商
人
説
が
徐
々
に
定
着
し
て
い
っ
た
。
こ
れ
を
受
け
て
、
高
校
の
古

文
教
科
書
で
も
地
方
回
り
の
行
商
人
と
注
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

一
方
、
近
代
の
注
釈
書
に
は
地
方
官
を
さ
す
と
す
る
異
説
も
あ
っ
て
、「
日

本
古
典
文
学
大
系
」（
昭
和
三
十
二
年
　
岩
波
書
店
。
以
下
、「
大
系
」と
略
す
）で
は「
田

舎
を
廻
っ
て
行
商
す
る
こ
と
。地
方
官
を
さ
す
と
も
い
う
」と
頭
注
に
記
す
。「
日

本
古
典
文
学
全
集
」（
昭
和
四
十
七
年
　
小
学
館
。
以
下
、「
全
集
」
と
略
す
）
で
は
「
田

舎
ま
わ
り
の
商
人
な
ど
の
こ
と
に
な
る
が
、
こ
こ
は
、
地
方
暮
ら
し
の
役
人
の

こ
と
を
い
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
」
と
言
い
、
地
方
官
説
に
傾
い
て
い
る
。
片
桐

洋
一
氏
『
伊
勢
物
語
全
読
解
』（
平
成
二
十
五
年
　
和
泉
書
院
。
以
下
、『
全
読
解
』
と

略
す
）
は
こ
れ
を
受
け
る
形
で
、「
地
方
官
で
も
か
ま
わ
な
い
が
、
任
命
さ
れ

て
赴
任
し
、
任
期
を
終
え
て
京
へ
帰
る
国
司
の
ク
ラ
ス
で
は
な
く
、
そ
の
土
地

で
ず
っ
と
生
活
し
て
い
る
郡
司
以
下
を
イ
メ
ー
ジ
し
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
」
と

説
か
れ
る
。

少
年
・
少
女
期
か
ら
和
歌
を
詠
み
合
う
優
雅
な
振
る
舞
い
か
ら
見
て
商
人
の

よ
う
な
庶
民
と
は
思
え
ず
、
そ
の
地
に
定
住
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
行
商
人
で

は
あ
り
え
な
い
だ
ろ
う
。
た
だ
、
男
女
の
家
は
隣
り
合
っ
て
お
り
、
共
同
井
戸

を
使
用
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
官
舎
の
よ
う
な
集
合
住
宅
に
住
ん
で
い
た
と
お

ぼ
し
い
。
す
る
と
、
在
地
の
豪
族
や
有
力
者
が
任
命
さ
れ
る
と
い
う
郡
司
の
よ

う
な
身
分
で
も
な
く
、
お
そ
ら
く
は
都
か
ら
派
遣
さ
れ
て
い
た
中
・
下
級
の
地

方
官
で
あ
っ
て
、
何
ら
か
の
事
情
で
任
期
を
終
え
て
も
帰
京
せ
ず
、
現
地
に
土

着
し
た
と
い
う
よ
う
な
い
き
さ
つ
が
想
定
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
。
土
着
国
司
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ほ
と
ん
ど
が
「
筒
井
筒
」
と
し
て
い
る
中
で
文
英
堂
版
と
筑
摩
書
房
版
の
み
が

「
筒
井
つ
の
」
の
本
文
を
採
用
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
両
書
で
も
教
材
の
表
題

は
「
筒
井
筒
」
な
の
で
、
表
題
と
歌
詞
と
の
間
に
齟
齬
が
生
じ
て
い
る
。

三　

Ｃ
「
井
筒
に
か
け
し
」
と
は
ど
う
し
た
こ
と
を
言
う
の
か
？

同
じ
和
歌
の
第
二
句
「
井
筒
に
か
け
し
」
も
ま
た
わ
か
ら
な
い
。
こ
の
動
詞

「
か
く
」
は
、
お
よ
そ
次
の
よ
う
な
四
通
り
の
解
釈
が
な
さ
れ
て
い
る

①
測
り
比
べ
る
。

②
賭
け
て
誓
う
。
願
を
掛
け
る
。

③
心
を
懸
け
る
。
目
標
と
す
る
。

④
欠
け
る
。
不
足
す
る
。

『
伊
勢
物
語
』
の
注
釈
書
で
最
も
採
用
さ
れ
て
い
る
の
が
①
説
で
、「
新
編
全

集
」
の
頭
注
に
も
「
背
丈
を
筒
に
か
け
て
く
ら
べ
計
っ
た
」
と
あ
る
。
こ
の
意

は
古
語
辞
典
に
も
掲
げ
ら
れ
て
お
り
、『
旺
文
社 

古
語
辞
典
〔
第
十
版 

増
補
版
〕』

に
は
、「
か
く
【
掛
く
・
懸
く
】」
の
項
に
、

❽
あ
る
物
を
他
に
く
ら
べ
る
。
㋐
測
り
く
ら
べ
る
。「
筒
井
つ
の
井
筒
に

―
・
け
し
ま
ろ
が
た
け
過
ぎ
に
け
ら
し
な
妹
見
ざ
る
ま
に
」〈
伊
勢
・

二
三
〉

と
あ
る
の
だ
が
、
用
例
が
本
段
の
歌
だ
け
な
の
で
解
釈
の
参
考
に
な
ら
な
い
。

石
田
穣
二
氏
の
角
川
ソ
フ
ィ
ア
文
庫
『
新
版 

伊
勢
物
語
』（
昭
和
五
十
四
年
）
で

は
、
補
注
に
、「「
か
け
し
」
は
、
次
の
女
の
返
歌
と
の
関
係
や
歌
意
か
ら
見
て

二　

Ｂ「
筒
井
つ
の
井
筒
」か
、そ
れ
と
も「
筒
井
筒
井
筒
」か
？

本
段
は
「
筒
井
筒
」
の
段
と
呼
ば
れ
る
こ
と
が
一
般
化
し
て
い
る
が
、
そ
の

由
来
と
な
っ
た
男
の
詠
歌
の
初
句
は
、
定
家
本
を
は
じ
め
世
に
通
行
す
る
多
く

の
本
に
「
筒
井
つ
の
」
と
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
定
家
本
を
底
本
と
す
る
注
釈

書
は
そ
ろ
っ
て
「
筒
井
つ
の
」
の
本
文
を
採
用
す
る
が
、「
新
編
全
集
」
の
頭

注
に
、「「
つ
」
は
不
明
。
語
調
を
整
え
る
た
め
に
置
い
た
も
の
か
」
と
言
う
ご

と
く
、
諸
注
「
つ
」
の
解
釈
に
は
苦
慮
し
て
い
る
。「
語
調
を
整
え
る
」
と
は
、

和
歌
の
初
句
と
し
て
五
音
に
整
え
る
こ
と
で
あ
ろ
う
か
ら
、つ
ま
り
意
味
上「
筒

井
の
」
で
よ
い
と
こ
ろ
に
「
つ
」
を
加
え
て
無
理
に
五
音
に
し
て
い
る
の
だ
ろ

う
と
推
測
す
る
の
だ
が
、
な
ぜ
「
つ
」
な
の
か
が
わ
か
ら
な
い
。
文
法
的
に
説

明
で
き
な
い
の
だ
。「
筒
井
筒
井
筒
」と
あ
る
他
本
本
文
に
つ
い
て「
新
編
全
集
」

は
、「
同
趣
の
語
を
重
ね
、
下
の
「
井
筒
」
を
引
き
起
す
序
の
形
で
あ
ろ
う
」

と
言
い
、「「
の
」
は
誤
写
に
よ
る
か
」
と
「
筒
井
筒
」
の
本
文
が
本
来
の
も
の

と
見
て
い
る
よ
う
だ
が
、
初
句
「
筒
井
筒
」
を
序
詞
の
よ
う
に
解
す
る
の
は
い

か
が
か
。
そ
れ
を
言
う
な
ら
機
能
と
し
て
は
む
し
ろ
枕
詞
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に

し
て
も
「
筒
井
筒
井
筒
」
で
は
ほ
と
ん
ど
無
意
味
な
同
語
反
復
で
あ
り
、
ま
る

で
早
口
言
葉
で
あ
る
。
一
字
足
り
な
く
と
も
「
筒
井
の
井
筒
」
の
方
が
ず
っ
と

わ
か
り
や
す
い
。
む
し
ろ
「
つ
」
を
衍
字
と
見
て
、
初
句
は
字
足
ら
ず
の
「
筒

井
の
」
が
本
来
の
形
で
あ
っ
た
と
考
え
る
方
が
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

高
校
の
『
言
語
文
化
』
教
科
書
で
は
、
調
べ
ら
れ
た
範
囲
内
で
は
あ
る
が
、
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の
歌
」
と
あ
る
解
釈
で
あ
る
。
竹
岡
正
夫
氏
『
伊
勢
物
語
全
評
釈
』（
昭
和

六
十
二
年
　
右
文
書
院
。
以
下
、『
全
評
釈
』
と
略
す
）
に
は
、「
こ
の
「
か
く
」
は
「
賭

く
」
で
、
そ
れ
を
目
標
と
し
て
、
そ
れ
に
達
す
れ
ば
き
っ
と
〜
す
る
と
い
う
ふ

う
に
賭
け
て
誓
約
す
る
意
の
も
の
で
あ
る
」
と
あ
っ
て
、
③
説
と
②
説
を
融
合

さ
せ
た
よ
う
な
解
釈
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
「
井
筒
に
か
け
し
」
の
解
釈
は
定
説
を
見
な
い
の
で
あ
っ
て
、

古
文
入
門
期
の
高
校
一
年
生
に
教
室
で
ど
う
教
え
れ
ば
よ
い
の
か
教
師
は
途
方

に
く
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
心
配
し
て
し
ま
う
。
私
見
で
は
、
こ
の
歌
の
構
造

か
ら
見
れ
ば
、
過
去
に
お
い
て
「
井
筒
に
か
け
」
て
い
た
自
分
の
背
丈
が
現
在

は
そ
の
井
筒
の
高
さ
を
「
過
ぎ
」
て
し
ま
っ
て
い
る
だ
ろ
う
と
言
っ
て
お
り
、

動
詞
「
か
く
」
と
「
過
ぐ
」
が
過
去
と
現
在
を
対
比
す
る
対
語
と
し
て
用
い
ら

れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、「
か
く
」
は
背
丈
が
井
筒
の
高
さ
に
足
り
な
い
状

況
を
表
し
て
い
る
と
見
る
の
が
妥
当
に
思
え
る
。
す
な
わ
ち
、
④
説
に
傾
か
ざ

る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。

四　

Ｄ
「
君
な
ら
ず
し
て
た
れ
か
あ
ぐ
べ
き
」
の
解
釈
は
？

先
の
歌
に
対
す
る
女
の
返
歌
の
下
の
句「
君
な
ら
ず
し
て
た
れ
か
あ
ぐ
べ
き
」

に
も
二
様
の
解
釈
が
あ
る
。

①
「
君
で
は
な
く
て
」
説

②
「
君
の
た
め
で
は
な
く
て
」
説

こ
れ
は
す
な
わ
ち
、
髪
上
げ
の
儀
式
に
お
い
て
髪
上
げ
役
を
誰
が
行
な
う
の

「
く
ら
べ
る
」
と
訳
し
た
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
し
、「
懸
く
」
に
そ
う
い
う

意
味
は
本
来
な
く
、
井
筒
を
標
準
と
し
て
身
の
丈
を
計
っ
た
意
と
す
る
の
が
穏

当
で
あ
ろ
う
。」
と
言
う
。
一
方
、
早
く
南
波
浩
氏
は
「
日
本
古
典
全
書
」（
昭

和
三
十
五
年
　
朝
日
新
聞
社
。
以
下
、「
全
書
」
と
略
す
）
に
お
い
て
、「
か
け
し
は
缺

け
て
ゐ
た
。
不
足
し
て
ゐ
た
」
と
言
い
、
阿
部
俊
子
氏
「
講
談
社
学
術
文
庫
」

（
昭
和
五
十
四
年
　
講
談
社
）
に
も
、「
欠
け
し
。
井
筒
の
高
さ
に
満
た
な
か
っ
た

の
意
か
」と
あ
り
、④
説
を
唱
え
る
。
し
か
し
な
が
ら
、片
桐
洋
一
氏
『
全
読
解
』

（
平
成
二
十
五
年
）
は
、「「
量
る
」
は
、
現
代
語
で
も
「
目
方
を
か
け
る
」
と
い

う
言
い
方
が
残
っ
て
い
る
よ
う
に
天
秤
衡
に
懸
け
る
意
で
あ
っ
て
、
身
長
に
つ

い
て
い
う
の
に
は
無
理
が
あ
り
、「
欠
く
」
も
一
部
が
失
わ
れ
て
い
る
場
合
に

言
う
の
で
あ
っ
て
、
身
長
に
言
う
の
に
は
無
理
が
あ
る
。
こ
こ
は
や
は
り
、「
願

を
賭
け
る
」
意
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。（
中
略
）
つ
ま
り
、
井
桁
の
高
さ
を
越
し

た
ら
結
婚
し
よ
う
と
、
井
桁
に
願
を
懸
け
て
い
た
の
で
あ
る
。」
と
言
わ
れ
て
、

「
計
る
」「
欠
け
る
」
両
説
を
斥
け
て
②
の
「
願
を
掛
け
る
」
説
を
支
持
さ
れ
た
。

最
新
の
注
釈
書
で
あ
る
大
井
田
晴
彦
氏
『
伊
勢
物
語
　
現
代
語
訳
・
索
引
付
』（
令

和
元
年
）
に
も
「「
か
け
し
」
は
、（
背
丈
を
）
は
か
り
比
べ
た
、
と
す
る
解
釈

が
多
い
が
、
井
に
向
か
っ
て
誓
っ
た
、
約
束
し
た
、
と
解
す
る
の
が
よ
い
」
と

あ
っ
て
、
近
年
は
②
説
が
有
力
な
感
が
あ
る
が
、
は
た
し
て
ど
う
か
。

③
説
は
、渡
辺
実
氏「
新
潮
日
本
古
典
集
成
」（
昭
和
五
十
一
年
　
新
潮
社
。
以
下
、

「
集
成
」
と
略
す
）
に
、「
目
標
に
す
る
こ
と
。
身
長
が
井
筒
の
高
さ
に
達
す
る
頃

に
は
隣
の
娘
と
結
婚
で
き
よ
う
と
、
自
分
の
成
長
を
待
っ
て
い
た
末
の
、
求
愛
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か
」
の
意
で
、
や
や
複
雑
な
解
釈
で
あ
る
。
和
歌
の
解
釈
と
し
て
は
素
直
に
①

説
で
よ
か
ろ
う
と
思
う
。

五　

Ｅ
「
河
内
へ
い
ぬ
る
か
ほ
に
て
見
れ
ば
」
は
、
ど
ん
な

顔
で
見
た
？

さ
て
、
結
婚
後
、
女
の
親
が
亡
く
な
り
、
生
活
が
不
如
意
に
な
っ
た
男
は
、

河
内
の
国
高
安
の
郡
に
別
に
通
い
所
を
持
つ
よ
う
に
な
る
。
そ
れ
で
も
、
も
と

の
女
は
不
快
そ
う
な
顔
も
せ
ず
送
り
出
す
も
の
だ
か
ら
、
男
は
妻
の
浮
気
を
疑

い
、
出
て
行
っ
た
ふ
り
を
し
て
庭
の
植
え
込
み
の
陰
に
隠
れ
て
妻
の
様
子
を
窺

う
の
だ
っ
た
。
そ
の
あ
た
り
の
本
文
は
、

男
、
こ
と
心
あ
り
て
か
か
る
に
や
あ
ら
む
と
思
ひ
う
た
が
ひ
て
、
前
栽
の

な
か
に
か
く
れ
ゐ
て
、
河
内
へ
い
ぬ
る
か
ほ
に
て
見
れ
ば
、

と
あ
る
。
一
見
何
の
問
題
も
な
い
記
述
の
よ
う
だ
が
、「
河
内
へ
い
ぬ
る
か
ほ

に
て
見
れ
ば
」と
い
う
表
現
に
は
ど
こ
か
引
っ
か
か
る
。「
河
内
へ
い
ぬ
る
か
ほ
」

で
見
る
と
は
、
ど
ん
な
顔
で
見
て
い
た
の
か
。
こ
の
時
男
は
、
間
男
が
や
っ
て

来
る
の
で
は
な
い
か
と
疑
い
に
満
ち
た
顔
で
見
て
い
た
に
違
い
な
い
。「
河
内

へ
い
ぬ
る
か
ほ
」
は
、
男
が
家
を
出
て
行
く
際
に
妻
の
前
で
見
せ
た
顔
で
あ
っ

た
は
ず
で
あ
る
。
そ
う
考
え
る
と
、「
河
内
へ
い
ぬ
る
か
ほ
に
て
」
の
十
文
字

は
、
本
来
「
前
栽
の
な
か
に
か
く
れ
ゐ
て
」
の
前
に
あ
る
べ
き
だ
と
思
え
て
く

る
。
す
な
わ
ち
、

男
、
こ
と
心
あ
り
て
か
か
る
に
や
あ
ら
む
と
思
ひ
う
た
が
ひ
て
、ａ
河
内
へ

か
と
い
う
こ
と
で
見
解
が
二
つ
に
分
か
れ
る
の
で
あ
る
。「
大
系
」
の
頭
注
は

②
説
を
と
り
、「
髪
上
げ
は
夫
で
は
な
く
、髪
上
げ
の
親
が
あ
る
」
と
記
す
。「
髪

上
げ
の
親
」
に
つ
い
て
は
、
森
本
茂
氏
『
伊
勢
物
語
全
釈
』（
昭
和
五
十
六
年   

大

学
堂
書
店
）
が
『
西
宮
記
』『
日
本
紀
略
』『
御
堂
関
白
記
』な
ど
を
引
用
し
て
、「
裳

着
の
と
き
に
理
髪
・
上
髪
・
結
髪
の
こ
と
も
行
わ
れ
、
髪
上
げ
は
女
の
手
で
行

わ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
女
を
髪
上
げ
の
親
と
い
う
」
と
説
か
れ
る
。
つ
ま

り
、
髪
上
げ
は
男
の
す
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
①
説
で
は
な
く
②
説
に
な
る
の

で
あ
る
。「
全
集
」（「
新
編
全
集
」
も
）、「
集
成
」、「
新
日
本
古
典
文
学
大
系
」（
秋

山
虔
氏
校
注
、
平
成
九
年
　
岩
波
書
店
。
以
下
、「
新
大
系
」
と
略
す
）
な
ど
、
通
行
す

る
主
要
な
注
釈
書
が
②
説
を
採
用
し
て
い
る
の
で
そ
ち
ら
が
有
力
な
よ
う
に
見

え
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
竹
岡
正
夫
氏
『
全
評
釈
』
が
「「
こ
の
一
首
を
表
現

通
り
素
直
に
解
釈
す
れ
ば
、
あ
な
た
と
幼
時
か
ら
馴
れ
親
し
ん
で
比
べ
て
来
た

こ
の
振
分
髪
を
、
あ
な
た
で
な
く
て
一
体
誰
が
上
げ
ら
れ
ま
し
ょ
う
か
、
当
然

あ
な
た
以
外
の
人
に
は
誰
も
上
げ
ら
れ
ま
せ
ん
、
と
い
う
ふ
う
に
解
さ
ざ
る
を

得
な
い
」
と
い
う
よ
う
に
、
和
歌
の
表
現
上
か
ら
は
①
説
で
解
釈
す
る
べ
き
で

あ
る
。
な
お
、
片
桐
洋
一
氏
『
全
読
解
』
は
、「
あ
な
た
以
外
の
誰
が
髪
上
げ

を
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ
う
か
。
あ
な
た
以
外
の
誰
が
私
を
結
婚
さ
せ
る

こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ
う
か
」
と
現
代
語
訳
し
、「
あ
な
た
と
結
婚
す
る
た
め

の
髪
上
げ
で
な
く
て
、
誰
が
髪
上
げ
を
さ
せ
る
で
し
ょ
う
か
。
誰
も
私
の
髪
上

げ
を
強
い
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
」
と
注
す
る
。「
私
が
結
婚
相
手
と
決
め
て

い
る
あ
な
た
以
外
の
誰
が
指
示
し
て
私
の
髪
上
げ
を
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
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と
あ
る
方
が
ご
く
自
然
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
転
写
の
際
に
「
鬼
あ
る
所
と
も
知

ら
で
」
の
九
文
字
を
書
き
落
と
し
た
の
で
行
間
に
補
記
し
て
あ
っ
た
も
の
を
、

後
の
転
写
の
際
に
誤
っ
た
位
置
に
本
文
化
し
て
写
し
た
た
め
に
生
じ
た
錯
誤
で

あ
ろ
う
と
思
う
。
第
六
段
も
多
く
の
高
校
古
文
教
科
書
に
採
用
さ
れ
て
い
る
有

名
章
段
で
あ
る
が
、
こ
の
妙
な
行
文
に
何
の
疑
問
も
呈
さ
ず
注
釈
さ
れ
て
い
る

の
は
い
か
が
な
も
の
か
。

六　

Ｆ
「
ま
れ
ま
れ
高
安
に
」、「
来
て
み
た
」
の
か
「
来
て
、

見
た
」
の
か
？

男
が
前
栽
の
陰
に
隠
れ
て
見
て
い
る
と
、
女
は
念
入
り
に
化
粧
を
し
て
縁
に

現
れ
、
物
思
い
す
る
風
情
で
「
風
吹
け
ば
沖
つ
し
ら
浪
た
つ
た
山
夜
半
に
や
君

が
ひ
と
り
こ
ゆ
ら
む
」と
一
人
山
越
え
を
す
る
男
の
身
を
思
い
や
る
歌
を
詠
む
。

そ
れ
を
聞
い
た
男
は
妻
を
限
り
な
く
愛
し
く
思
い
、
河
内
へ
も
行
か
な
く
な
っ

た

―
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
も
ご
く
ま
れ
に
高
安
の
女
の
も
と
に
行
っ
た
の

だ
と
い
う
。
そ
れ
を
本
文
に
は
「
ま
れ
ま
れ
か
の
高
安
に
来
て
見
れ
ば
」
と
書

く
。
こ
の
「
来
て
見
れ
ば
」
を
、「
来
て
み
れ
ば
」
と
解
す
る
か
「
来
て
、
見

れ
ば
」
と
読
む
か
で
、
男
の
取
っ
た
行
動
が
変
わ
っ
て
く
る
。
す
な
わ
ち
、

①
「
見
て
み
れ
ば
」
説

―
た
ま
た
ま
来
て
み
た
と
こ
ろ
の
意
↓
対
面
説

②
「
来
て
、
見
れ
ば
」
説

―
や
っ
て
来
て
、
女
の
様
子
を
窺
っ
て
見
て

い
る
と
の
意
↓
垣
間
見
説

の
二
つ
の
読
み
方
が
あ
り
、
①
の
場
合
は
、
久
し
ぶ
り
に
高
安
に
来
て
み
る
と

い
ぬ
る
か
ほ
に
て
、ｂ
前
栽
の
な
か
に
か
く
れ
ゐ
て
、
見
れ
ば
、

と
あ
っ
た
も
の
が
、転
写
の
過
程
で
転
倒
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
ろ
う
と
思
う
。

類
話
を
載
せ
る
『
古
今
和
歌
集
』
と
『
大
和
物
語
』
の
該
当
箇
所
の
記
述
は
、

次
の
よ
う
に
あ
り
、
傍
線
部
ａ
・
ｂ
が
そ
れ
ぞ
れ
対
応
し
て
い
る
。

○
『
古
今
和
歌
集
』
巻
十
八
・
雑
下
・
九
九
四
左
注

、ａ
河
内
へ
い
く
ま
ね
に
て
、ｂ前
栽
の
中
に
隠
れ
て
見
け
れ
ば
、

○
『
大
和
物
語
』
第
百
四
十
九
段

さ
て
、ａ
い
で
て
い
く
と
見
え
て
、ｂ
前
栽
の
中
に
か
く
れ
て
、
男
や
来
る
と
、

見
れ
ば
、

転
写
の
過
程
で
文
の
一
部
が
切
り
取
ら
れ
て
本
来
の
位
置
で
は
な
い
箇
所
に

紛
れ
込
ん
だ
と
見
ら
れ
る
例
は
他
に
も
あ
る
。
第
六
段
、
い
わ
ゆ
る
「
芥
川
」

の
章
段
の
一
節
で
あ
る
。

ゆ
く
先
お
ほ
く
、
夜
も
ふ
け
に
け
れ
ば
、
鬼
あ
る
所
と
も
し
ら
で
、
神
さ

へ
い
と
い
み
じ
う
鳴
り
、
雨
も
い
た
う
降
り
け
れ
ば
、
あ
ば
ら
な
る
倉
に
、

女
を
ば
奥
に
押
し
入
れ
て
、

傍
線
部
「
鬼
あ
る
所
と
も
し
ら
で
」の
位
置
が
お
か
し
い
。
こ
の
部
分
は「
あ

ば
ら
な
る
倉
に
、女
を
ば
奥
に
押
し
入
れ
て
」
に
か
か
る
こ
と
明
ら
か
な
の
で
、

本
来
そ
の
近
く
に
あ
る
べ
き
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

ゆ
く
先
お
ほ
く
、
夜
も
ふ
け
に
け
れ
ば
、
神
さ
へ
い
と
い
み
じ
う
鳴
り
、

雨
も
い
た
う
降
り
け
れ
ば
、
鬼
あ
る
所
と
も
し
ら
で
、
あ
ば
ら
な
る
倉
に
、

女
を
ば
奥
に
押
し
入
れ
て
、
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る
。
こ
こ
で
は
「
は
じ
め
」
と
「
い
ま
」
を
対
比
し
た
書
き
方
が
さ
れ
て
い
る

の
で
、
あ
た
か
も
高
安
を
訪
れ
た
男
が
女
と
対
座
す
る
と
、
女
は
以
前
と
は
異

な
り
、
す
っ
か
り
う
ち
と
け
て
気
を
許
し
、
男
の
前
で
自
ら
し
ゃ
も
じ
を
持
っ

て
飯
を
よ
そ
う
と
い
う
不
作
法
な
行
動
に
出
た
か
の
よ
う
に
読
め
る
の
だ
が
、

は
た
し
て
「
ま
れ
ま
れ
」
に
し
か
来
な
く
な
っ
た
男
に
対
し
て
そ
ん
な
に
「
う

ち
と
け
」
た
態
度
を
見
せ
る
も
の
だ
ろ
う
か
。
俵
万
智
氏
の
『
恋
す
る
伊
勢
物

語
』（
ち
く
ま
文
庫
　
平
成
七
年
　
筑
摩
書
房
）
で
は
、
こ
の
場
面
に
つ
い
て
、

こ
の
高
安
に
住
む
女
、
男
が
通
い
は
じ
め
た
頃
は
、
な
か
な
か
奥
ゆ
か

し
く
ふ
る
ま
っ
て
い
た
。
け
れ
ど
だ
ん
だ
ん
親
し
さ
が
増
す
に
つ
れ
て
、

気
ど
り
の
な
い
態
度
で
接
し
て
く
る
。
ご
版
を
よ
そ
う
時
な
ど
も
、

「
あ
、
あ
な
た
の
は
私
が
よ
そ
っ
て
あ
げ
る
わ
、
ハ
イ
、
ど
う
ぞ
」

と
、
自
ら
杓し
や
く
し子

を
手
に
取
っ
た
り
す
る
。

と
解
説
す
る
。
高
安
の
女
は
、
久
し
ぶ
り
に
男
が
来
て
く
れ
た
の
で
は
し
ゃ
い

で
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
れ
に
し
て
も
久
し
ぶ
り
ゆ
え
の
緊
張
感
は

あ
っ
た
は
ず
で
、
そ
ん
な
に
馴
れ
馴
れ
し
く
は
で
き
ま
い
と
思
う
。
そ
こ
で
参

考
に
な
る
の
が『
大
和
物
語
』第
百
四
十
九
段
の
記
述
で
あ
る
。
同
段
に
は
、「
わ

れ
に
は
よ
く
て
見
え
し
か
ど
、
い
と
あ
や
し
き
さ
ま
な
る
衣
を
着
て
、
大
櫛
を

面
櫛
に
さ
し
か
け
て
を
り
、手
づ
か
ら
飯
も
り
を
り
け
る
」
と
あ
る
。
こ
れ
は
、

か
つ
て
対
面
し
た
折
の
印
象
と
、
垣
間
見
た
現
在
の
振
る
舞
い
と
を
対
比
し
て

述
べ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。『
伊
勢
物
語
』
で
も
同
様
の
こ
と
を
や
や
稚
拙
な

表
現
で
記
述
し
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。「
は
じ
め
」
と
は
付
き
合
い
は

女
の
態
度
は
こ
う
で
あ
っ
た
と
い
う
文
脈
に
と
ら
え
ら
れ
、
②
の
場
合
は
、
長

ら
く
来
な
か
っ
た
た
め
男
は
気
ま
ず
く
て
女
に
会
え
ず
隠
れ
て
様
子
を
窺
っ
て

い
た
と
い
う
流
れ
と
理
解
で
き
る
。
①
で
は
男
は
高
安
の
女
と
対
面
し
た
こ
と

に
な
り
、
②
で
は
対
面
せ
ず
に
よ
そ
な
が
ら
女
の
様
子
を
見
た
こ
と
に
な
る
の

で
あ
る
が
、
ほ
と
ん
ど
の
注
釈
書
は
①
説
な
の
か
②
説
な
の
か
あ
い
ま
い
で
あ

る
。
し
か
し
、
類
話
で
あ
る
『
大
和
物
語
』
第
百
四
十
九
段
で
は
、
こ
の
箇
所

が
「
久
し
く
い
か
ざ
り
け
れ
ば
、
つ
つ
ま
し
く
て
立
て
り
け
る
。
さ
て
か
い
ま

め
ば
」
と
あ
っ
て
、
は
っ
き
り
と
垣
間
見
し
た
と
書
い
て
い
る
。
お
そ
ら
く
本

段
も
垣
間
見
説
で
読
む
の
が
正
し
か
ろ
う
と
思
う
。
こ
の
箇
所
は
、
先
の
「
前

栽
の
中
に
か
く
れ
ゐ
て
、
河
内
へ
い
ぬ
る
か
ほ
に
て
見
れ
ば
」
と
あ
る
箇
所
と

対
比
的
に
書
か
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、「
見
れ
ば
」
を
漢
字
表
記
し

て
、「
垣
間
見
す
る
と
」
の
意
に
解
す
る
の
が
よ
い
。
東
京
国
立
博
物
館
蔵
『
異

本
伊
勢
物
語
絵
巻
』
を
は
じ
め
と
す
る
絵
巻
、
嵯
峨
本
や
そ
の
流
れ
を
汲
む
奈

良
絵
本
な
ど
に
お
い
て
、
高
安
の
女
が
飯
を
よ
そ
っ
て
い
る
場
面
で
は
、
必
ず

男
は
垣
間
見
し
て
い
る
図
柄
で
描
か
れ
て
い
る
。『
伊
勢
物
語
』
の
絵
画
史
で

は
圧
倒
的
に
垣
間
見
説
な
の
で
あ
る
。

七　

Ｇ
「
は
じ
め
こ
そ
心
に
く
も
つ
く
り
け
れ
、
い
ま
は

う
ち
と
け
て
」
の
解
釈
は
？

と
こ
ろ
が
、
垣
間
見
説
を
と
っ
た
場
合
、
続
く
「
は
じ
め
こ
そ
心
に
く
も
つ

く
り
け
れ
、
い
ま
は
う
ち
と
け
て
」
と
い
う
表
現
と
の
間
に
齟
齬
が
感
じ
ら
れ
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に
餼
子
と
書
万
葉
に
も
家
に
あ
れ
ば
笥け

に
盛
る
飯い

ひ

を
と
も
あ
れ
ば
飯
餼
の
器
て

ふ
意
也
け
り
」
と
あ
っ
て
、
初
め
て
飯
を
盛
る
器
説
が
現
れ
る
。
藤
井
高
尚
の

『
新
釈
』
に
も
「
け
こ
は
笥ケ

コ子
に
て
飯
も
る
器
な
り
」
と
あ
る
。
こ
の
「
笥
子
」

説
は
戦
後
の
主
要
な
注
釈
書
で
あ
る
「
大
系
」、「
全
書
」、「
全
集
」（「
新
編
」

も
同
様
）、「
新
大
系
」
な
ど
が
そ
ろ
っ
て
蹈
襲
し
た
た
め
、
ほ
と
ん
ど
定
説
化

す
る
。
高
校
の
教
科
書
で
も
当
然
「
笥
子
」
説
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
な
が
ら
、「
笥
子
」
そ
の
も
の
が
器
を
さ
す
の
で
、「
笥
子
の
う
つ
は

も
の
」
と
い
う
言
い
方
は
明
ら
か
に
重
複
表
現
で
あ
る
か
ら
適
切
で
は
な
い
。

「
家
子
」
説
の
方
が
正
し
い
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
近
年
の
注
釈
書
で
は
、

竹
岡
正
夫
氏
『
全
評
釈
』
が
、「「
け
こ
」（「
け
ご
」
と
も
）
は
家
族
や
家
来
・
召

使
と
解
す
る
の
が
妥
当
」
と
言
い
、
片
桐
洋
一
氏
『
全
読
解
』
も
「「
け
こ
」

は
「
家
子
」。（
中
略
）
家
の
子
。
妻
子
・
召
使
な
ど
家
に
属
す
る
小
者
。
眷
属
」

と
注
す
る
よ
う
に
、「
家
子
」
説
を
と
る
注
釈
書
も
現
れ
て
き
た
が
、
そ
れ
で

も
い
ま
だ
圧
倒
的
多
数
は
「
笥
子
」
説
を
と
る
。
高
校
の
新
課
程
教
科
書
に
お

い
て
は
、
管
見
の
範
囲
で
は
東
京
書
籍
版
の
み
「
家
子
」
説
を
と
り
、「
笥
子
」

説
に
は
脚
注
で
触
れ
る
の
み
で
あ
る
。
今
後
「
家
子
」
説
が
さ
ら
に
復
権
す
る

こ
と
を
期
待
し
た
い
。

じ
め
た
頃
に
対
面
し
た
時
の
こ
と
で
あ
り
、「
い
ま
」
と
は
垣
間
見
し
て
い
る

現
在
で
あ
る
。
女
が
「
う
ち
と
け
」
て
い
る
の
は
、
男
へ
の
親
し
さ
が
増
し
た

か
ら
で
は
な
く
て
、男
は
も
う
来
な
い
と
思
っ
て
気
を
許
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

も
し
か
す
る
と
、
男
は
初
め
て
高
安
の
女
と
逢
っ
た
時
に
も
垣
間
見
し
た
経
験

が
あ
り
、
そ
の
時
に
見
た
高
安
の
女
の
様
子
と
、
今
久
し
ぶ
り
に
訪
れ
て
ま
た

垣
間
見
し
て
い
る
男
の
目
に
映
っ
た
女
の
あ
り
さ
ま
と
を
引
き
比
べ
て
い
る
表

現
な
の
か
も
し
れ
な
い
。

な
お
、「
心
に
く
も
」
を
「
心
に
く
し
」
の
語
幹
に
「
も
」
が
付
い
た
特
殊

な
用
法
と
説
明
す
る
注
釈
書
が
あ
る
が
、
こ
こ
は
単
純
に
踊
り
字
「
ゝ
」
を
脱

し
た
誤
写
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。高
校
の
教
科
書
で
は
さ
す
が
に
各
社
と
も「
心

に
く
く
も
」
と
訂
正
し
て
い
る
。

八　

Ｈ
「
け
こ
の
う
つ
は
も
の
」
と
は
何
か
？

高
安
の
女
が
自
ら
し
ゃ
も
じ
を
持
っ
て
飯
を
よ
そ
っ
て
い
た
と
い
う
「
け
こ

の
う
つ
は
も
の
」
に
も
二
通
り
の
解
釈
が
あ
る
。
そ
れ
は
、「
け
こ
」
に
「
笥
子
」

の
字
を
あ
て
る
か
、
は
た
ま
た
「
家
子
」
と
解
す
る
か
に
よ
る
。
古
く
は
家
の

子
郎
党
を
さ
す
「
家
子
」
説
が
優
勢
で
あ
っ
た
。『
愚
見
抄
』
に
は
「
け
こ
は

家
子
也
。
家
の
中
に
め
し
つ
か
ふ
物
の
う
つ
は
物
に
、て
づ
か
ら
も
り
け
る
也
」

と
あ
り
、『
闕
疑
抄
』
に
も
「
け
こ
の
う
つ
は
も
の
、
家け

こ子
と
書
り
」
と
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
近
世
に
な
っ
て
賀
茂
真
淵
の
『
伊
勢
物
語
古
意
』
に
、「
け
こ
は

或
説
に
家
の
子
に
て
家
人
奴
婢
の
事
と
い
へ
る
も
理
り
な
き
に
あ
ら
ね
ど
古
本
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不
明
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
箇
所
が
少
な
か
ら
ず
存
在
す
る
こ
と
を
生
徒
に
ち
ゃ

ん
と
伝
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
と
思
う
。
む
し
ろ
そ
の
方
が
生
徒
の
古
典
に
対
す

る
興
味
を
喚
起
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

〔
付
記
〕

本
稿
は
、
令
和
四
年
七
月
九
日
（
土
）
に
開
催
さ
れ
た
二
〇
二
二
年
度
広
島
大
学
国
語

国
文
学
会
研
究
集
会
（
オ
ン
ラ
イ
ン
開
催
）
に
お
い
て
、「
特
別
講
演
」
と
し
て
話
し
た
内

容
に
基
づ
い
て
文
章
化
し
た
も
の
で
あ
る
。

な
お
、
文
中
に
引
用
し
た
『
伊
勢
物
語
』
古
注
釈
書
の
依
拠
テ
キ
ス
ト
は
次
の
通
り
。

・
『
伊
勢
物
語
愚
見
抄
』
…
片
桐
洋
一
著
『
伊
勢
物
語
の
研
究
〔
資
料
篇
〕』（
昭
和
四
十
四

年
　
明
治
書
院
）

・
『
伊
勢
物
語
闕
疑
抄
』
…
「
新
日
本
古
典
文
学
大
系
」『
竹
取
物
語  

伊
勢
物
語
』（
平
成

九
年
　
岩
波
書
店
）

・
『
勢
語
臆
断
』
…
『
契
沖
全
集
』
第
九
巻
（
昭
和
四
十
九
年
　
岩
波
書
店
）

・
『
伊
勢
物
語
新
釈
』
…
架
蔵
の
文
政
元
年
版
本

・
『
伊
勢
物
語
古
意
』
…
架
蔵
の
無
刊
記
版
本

『
古
今
和
歌
集
』・
『
大
和
物
語
』
の
引
用
は
、「
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
」（
小
学
館
）

に
拠
っ
た
。

〔
追
記
〕

本
稿
校
正
中
に
、
仁
平
道
明
氏
「
井
の
も
と
に
出
で
て
あ
そ
び
け
る
を
」（『
解
釈
』
令

和
五
年
三
・
四
月
号
）
に
接
し
た
。
短
い
論
考
だ
が
、「
ゐ
な
か
わ
た
ら
ひ
し
け
る
人
」
の

実
態
を
古
代
の
史
料
に
基
づ
い
て
考
察
し
、「
京
か
ら
地
方
の
荘
園
等
に
集
団
で
下
っ
て
き

て
住
み
着
い
た
人
た
ち
」
で
あ
る
と
い
う
。
聞
く
べ
き
見
解
で
あ
る
。

―
せ
の
お
・
よ
し
の
ぶ
、
広
島
大
学
・
名
誉
教
授
、
二
松
学
舎
大
学
・
特
別
招
聘
教
授
―

お
わ
り
に

以
上
の
ご
と
く
で
、『
伊
勢
物
語
』
第
二
十
三
段
は
、
解
釈
の
定
ま
ら
な
い

表
現
や
、
誤
写
に
よ
っ
て
本
文
が
損
傷
し
た
と
お
ぼ
し
く
て
正
し
く
解
釈
で
き

な
い
箇
所
が
散
見
す
る
、
極
め
て
難
解
な
章
段
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
も
古
文

入
門
期
の
教
科
書
に
採
用
さ
れ
る
の
は
、
幼
な
じ
み
の
男
女
が
思
春
期
を
迎
え

て
恥
じ
ら
い
合
っ
て
一
緒
に
遊
ば
な
く
な
る
が
、
実
は
互
い
に
将
来
の
結
婚
相

手
は
こ
の
人
と
思
い
定
め
て
お
り
、
女
に
結
婚
話
が
生
じ
る
と
男
は
あ
わ
て
て

和
歌
を
贈
っ
て
愛
を
告
白
、
女
も
そ
れ
に
応
え
て
望
み
通
り
に
結
婚
す
る
と
い

う
ロ
マ
ン
チ
ッ
ク
な
展
開
が
思
春
期
に
近
い
高
校
一
年
生
の
共
感
を
呼
び
そ
う

な
こ
と
、
ま
た
、
そ
う
し
て
相
思
相
愛
で
結
婚
し
た
に
も
関
わ
ら
ず
境
遇
の
変

化
で
男
が
他
に
通
い
所
を
作
る
も
、
夫
の
身
を
思
い
や
る
妻
の
和
歌
を
聞
い
て

心
を
入
れ
替
え
る
と
い
う
歌
徳
説
話
性
、
一
方
新
し
い
女
は
妻
と
は
対
照
的
に

不
作
法
な
振
る
舞
い
を
見
せ
て
男
の
心
を
取
り
戻
せ
な
い
と
い
う
典
型
的
な
二

人
妻
説
話
の
持
つ
女
訓
性
が
、
平
安
時
代
の
貴
族
社
会
に
お
け
る
価
値
観
や
優

雅
を
尊
ぶ
風
流
心
を
鮮
明
に
描
き
出
し
て
い
る
の
で
、
教
材
と
し
て
ふ
さ
わ
し

い
と
考
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
は
そ
れ
で
結
構
だ
が
、
異
説
の
存
在
や
本
文
の
不
審
箇
所
に
つ
い
て
は

素
通
り
し
た
り
目
を
つ
ぶ
っ
た
り
す
る
の
で
は
な
く
、古
典
作
品
の
文
章
に
は
、

時
代
が
隔
た
っ
て
い
る
た
め
現
代
人
に
は
な
か
な
か
理
解
す
る
こ
と
が
困
難
な

箇
所
や
、
書
写
を
繰
り
返
し
て
今
日
に
伝
わ
っ
た
た
め
本
文
が
損
傷
し
て
意
味


