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（1）

「
た
ぶ
」
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
軽
々
説
明
さ
れ
て
い
る
が
、
実
例
に
即

し
て
み
る
と
そ
れ
ら
の
説
明
が
当
っ
て
い
な
い
場
合
が
多
い
。
た
と
え
ば
太
之

下
氏
は
・
「
ク
ビ
と
タ
ウ
ビ
は
同
じ
意
味
に
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
」
と
し
て
、

「
土
佐
日
記
」
の
捕
助
動
詞
の
考
察
か
ら
‥

田
舎
の
人
や
古
風
な
人
が
用
い
、
或
は
古
風
な
老
人
に
対
し
て
用
い
る
。
船

君
が
目
下
の
淡
路
の
大
い
初
に
対
し
て
用
い
た
例
も
あ
っ
て
、
敬
意
の
高
く

な
い
、
古
風
な
し
か
つ
め
ら
し
い
言
い
方
と
思
わ
れ
る
。

と
結
論
さ
れ
る
。
し
か
し
、
当
時
す
で
に
古
風
な
語
で
あ
っ
た
「
た
ぶ
」
が
、

大
鏡
や
古
本
説
話
を
始
め
と
し
て
中
世
の
作
品
に
ど
う
し
て
多
用
さ
れ
て
い
る

の
か
。
「
た
う
ぶ
」
の
説
明
と
し
て
な
ら
問
題
は
な
い
。
す
で
に
佐
藤
氏
が
指

摘
さ
れ
て
い
る
こ
と
だ
が
「
た
う
ぶ
」
は

と
こ
ろ
で
、
電
文
資
料
に
お
い
て
、
「
拾
遺
集
」
が
「
た
う
ぶ
」
の
現
わ
れ

る
下
限
で
あ
る
こ
と
は
注
目
に
柿
す
る
。
こ
れ
は
散
文
資
料
に
お
い
て
「
源

氏
物
語
」
が
下
限
に
な
っ
て
い
る
の
に
符
号
す
る
も
の
で
あ
る
。
「
大
鏡
」

の
例
は
、
「
大
鏡
」
の
著
わ
さ
れ
た
当
時
の
言
語
の
様
相
を
示
す
と
い
う
よ

り
は
、
さ
ら
に
古
い
時
期
の
姿
を
示
す
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
。

と
い
わ
れ
る
よ
う
に
大
鏡
に
見
ら
れ
る
の
が
最
後
で
あ
り
、
そ
れ
は
世
継
や
繁

樹
と
い
っ
た
話
者
に
応
じ
て
作
者
が
意
図
的
に
用
い
た
も
の
な
の
で
あ
る
。
他

に
土
佐
日
記
あ
た
り
に
し
か
見
ら
れ
な
い
「
た
い
ま
つ
る
」
が
用
い
ら
れ
て

い
る
の
も
同
様
の
意
図
に
よ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
木
之
下
氏
と
同
様

に
「
た
ぶ
」
と
「
た
う
ぶ
」
を
　
－
　
そ
の
派
生
に
お
い
て
「
た
ま
ふ
」
と
の
関

連
が
考
え
ら
れ
る
た
め
か
　
－
　
同
一
視
す
る
む
き
も
あ
る
こ
と
に
も
問
題
が

あ
る
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
「
た
ぶ
」
を
と
り
あ
げ
そ
の
性
格
用
法
に
検
討
を
加

え
た
い
。
な
お
テ
キ
ス
ト
は
特
に
断
わ
ら
な
い
か
ざ
り
月
番
古
典
文
学
大
系
に

（2）

よ
る
。「

た
ぶ
」
が
話
し
言
葉
と
し
て
の
性
格
の
強
い
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
す
で

に
佐
藤
氏
や
西
端
氏
の
指
摘
が
あ
る
が
、
よ
り
肢
密
に
い
え
ば
、
そ
の
柵
助
動

詞
と
し
て
の
用
法
が
口
頭
語
的
な
の
で
あ
る
。
上
代
に
お
け
る
こ
の
用
法
の
例

が
、
口
頭
性
の
強
い
宣
命
に
多
く
見
ら
れ
、
ま
た
高
橋
氏
文
に
お
い
て
は
天
皇

の
「
富
枝
久
　
」
の
言
葉
に
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
万
葉
集
一
二
八
の
一
例
も

贈
答
歌
中
に
お
け
る
そ
れ
で
あ
る
こ
と
は
、
こ
の
語
の
口
語
性
を
実
証
し
て
い

る
。
中
古
の
作
品
に
お
い
て
は
、
土
佐
日
記
、
竹
取
物
語
、
宇
淫
保
物
語
に
お

い
て
そ
の
用
例
が
見
ら
れ
る
が
、
土
佐
日
記
で
は
「
た
ぶ
」
五
例
中
四
例
が
補

（3）

助
動
詞
で
為
る
。
そ
の
う
ち
疑
存
の
一
例
を
の
ぞ
く
と
、
す
べ
て
会
話
文
に
用
い

ら
れ
て
い
る
。
竹
取
物
語
（
竹
取
物
語
総
索
引
・
武
蔵
野
書
院
）
で
は
、
主
一
例

の
柵
助
動
詞
が
す
べ
て
会
話
文
で
あ
る
。
宇
津
保
物
語
で
は
只
文
の
多
い
一
例

（4）
を
の
ぞ
い
て
三
例
す
べ
て
が
会
話
文
で
の
使
用
で
あ
る
。
た
だ
次
の
讐
物
語
の

一
例
は
現
在
の
段
階
で
は
な
ん
と
も
事
え
な
い
。

①
…
…
つ
い
ふ
る
ま
い
て
、
奉
れ
璃
ぶ
に
、
取
り
て
見
た
ま
ひ
…
…
（
三
五

ペ
）

け
れ
ど
も
右
に
見
て
来
た
こ
と
か
ら
、
「
た
ぶ
」
の
椀
助
動
詞
的
用
法
に
お
い

て
口
朗
語
性
の
強
か
っ
た
と
い
う
こ
と
は
認
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
対

し
て
動
詞
と
し
て
の
用
法
は
、
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
地
の
文
に
多
く
現
わ
れ
る

よ
う
で
あ
る
が
、
会
話
文
に
も
見
ら
れ
る
。
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「
た
ぶ
」
は
落
窪
物
語
に
動
詞
と
し
て
用
い
ら
れ
る
の
を
最
後
に
、
王
朝
の
、

こ
と
に
女
性
の
手
に
な
る
作
品
に
は
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
く
な
る
。
源
氏
物
語

で
は
会
話
文
に
補
助
動
詞
が
一
例
そ
れ
に
地
の
文
の
二
例
で
あ
り
、
さ
ら
に
木

之
下
氏
が
あ
げ
る
、

⑨
「
法
師
ば
ら
、
尼
君
の
下
衆
ど
も
の
料
に
」
と
て
、
布
な
ど
言
ふ
物
を
さ

え
、
召
し
て
賜
ふ
。
（
⑤
一
〇
一
ペ
）

は
、
右
の
よ
う
で
「
た
ぶ
」
と
な
っ
て
い
な
い
が
、
こ
れ
を
加
え
て
も
三
例
で

し
か
な
い
。
し
か
も
う
ち
二
例
は
「
た
ま
ふ
」
の
異
文
が
諸
本
に
見
ら
れ
、
決

し
て
確
実
な
も
の
と
は
い
え
な
い
。
残
る
一
例
は
、

◎
あ
る
べ
き
限
り
、
上
下
の
僧
ど
も
、
そ
の
あ
た
り
の
山
が
つ
ま
で
、
物
賜
び
、

尊
き
、
事
の
か
ぎ
り
を
尽
し
て
、
出
で
給
ふ
。
（
①
三
九
三
ペ
）

で
あ
り
、
大
系
本
の
校
異
に
よ
る
か
ぎ
り
異
文
は
な
い
。
け
れ
ど
も
、
こ
の
◎

に
よ
く
似
た
場
面
で
の
、

④
・
…
・
・
（
源
氏
）
そ
の
わ
た
り
の
山
が
つ
ま
で
、
さ
る
べ
き
物
ど
も
細
別
、

前
経
な
ど
し
て
出
で
給
ふ
。
（
①
一
九
七
ペ
）

の
よ
う
な
一
文
と
比
較
す
る
と
③
に
お
い
て
ど
う
し
て
「
た
ぶ
」
が
用
い
ら
れ

た
の
か
の
理
由
が
つ
か
な
い
。
夜
の
寝
党
で
は

⑤
「
た
ち
の
か
せ
瑠
朗
べ
き
な
め
り
」
と
み
え
給
ふ
に
、
い
ま
ぞ
硯
心
い
で

く
る
心
地
す
る
。
（
二
二
五
ペ
）

寝
覚
め
の
上
の
心
話
部
の
一
例
で
あ
る
。
主
語
が
帝
で
あ
る
た
め
か
、
「
せ
た

ぶ
」
と
な
っ
て
い
る
が
、
「
た
ぶ
」
が
尊
敬
の
助
動
詞
「
す
」
を
伴
う
こ
と
は

そ
の
用
例
上
み
ら
れ
な
い
こ
と
で
あ
り
、
こ
れ
も
確
例
と
は
し
が
た
い
。
栄
華

物
語
で
は
三
例
あ
り
、
そ
の
一
例
は
会
話
文
に
用
い
ら
れ
た
栢
助
動
詞
で
あ
る
。

地
の
文
の
う
ち
、

◎
…
…
内
／
＼
に
も
い
か
で
あ
り
笥
た
ら
む
と
覚
え
た
り
。
（
上
・
二
〇

○
ペ
）

は
、
頭
注
で
「
あ
り
給
ひ
た
ら
む
」
と
同
じ
で
あ
る
と
し
て
お
ら
れ
る
が
、
「
お

は
す
・
お
は
し
ま
す
」
全
盛
の
頃
に
「
あ
り
給
ふ
」
と
い
う
表
現
が
あ
っ
た
と

考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
か
、
や
は
り
こ
こ
は
他
本
の
「
あ
り
へ
た
ら
む
」
を
と
る

の
が
よ
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
の
他
狭
衣
物
語
で
は
会
話
文
に
三
例
見
ら
れ

る
く
ら
い
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
女
性
の
手
に
な
る
こ
れ
ら
の
作
品
に
は
「
た

ぶ
」
は
ほ
と
ん
ど
用
い
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
が
で
き
る

よ
う
に
思
う
。

そ
れ
で
は
そ
の
理
由
は
何
か
。

枕
草
子
に
次
の
よ
う
な
例
が
あ
る
。

⑦
「
け
ふ
、
こ
の
山
作
る
人
に
は
、
日
三
日
瑚
調
べ
し
。
ま
た
、
ま
ゐ
ら
ざ

ら
ん
者
は
、
ま
た
お
な
じ
数
と
ど
め
ん
」
　
（
一
二
九
ペ
）

動
詞
と
し
て
の
用
法
で
あ
る
が
、
大
系
本
の
校
異
で
は
異
同
が
見
ら
れ
な
い
。

こ
こ
の
為
手
は
中
宮
あ
る
い
は
帝
と
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
け
れ
ど
も
、

◎
「
…
…
そ
の
日
ま
で
あ
ら
ば
、
め
で
た
き
禄
期
望
月
と
す
。
私
に
も
、

い
み
じ
き
よ
ろ
こ
ぴ
ぃ
ほ
ん
と
す
」
　
（
二
三
二
ペ
）

の
「
賜
は
す
」
と
同
等
に
は
考
え
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
に
は
中
宮
に
対

す
る
敬
意
が
十
分
に
こ
め
ら
れ
て
い
る
と
い
え
る
が
、
⑦
は
そ
の
よ
う
に
は
考

え
ら
れ
な
い
。
単
に
「
与
え
る
」
の
意
と
解
し
て
も
よ
さ
そ
う
に
思
わ
れ
る
。

こ
ナ
し
た
「
た
ぶ
」
は
女
性
の
作
品
に
は
中
世
以
降
に
も
地
の
文
に
お
い
て
現

わ
れ
る
。
建
礼
門
院
右
京
大
夫
集
で
は
三
例
見
ら
れ
る
が
、
そ
の
為
手
は
平
宗

盛
、
斎
院
女
房
、
源
親
長
で
あ
り
、
そ
こ
に
し
い
て
敬
意
を
含
ま
せ
る
必
要
の

（5）

な
い
人
物
で
あ
る
。
ま
た
弁
内
侍
日
記
（
大
佐
館
む
店
）
に
お
け
る
地
の
文
の
二

例
も
同
様
で
あ
る
。
一
方
、
狭
衣
物
語
に
お
け
る
会
話
文
中
の
三
例
は
別
の
様
相
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を
呈
す
る
。
二
例
は
飛
鳥
井
の
女
君
の
乳
母
の
言
葉
に
、
一
例
は
、

⑨
「
し
か
侍
。
明
幕
恋
ひ
泣
き
て
、
い
と
ほ
れ
′
ぐ
、
し
き
枝
に
ぞ
な
り
て
侍

れ
ど
、
こ
れ
に
何
事
も
訪
ひ
、
仰
言
慧
1
」
　
（
二
四
四
ペ
）

で
、
女
君
の
兄
で
あ
る
山
伏
の
言
葉
に
出
て
く
る
。
こ
こ
の
為
手
は
直
接
の
聞

き
手
、
狭
衣
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
こ
の
「
た
ぶ
」
に
敬
意
が
含
ま
れ
て
い
な

い
と
は
い
え
な
い
。
こ
の
こ
と
は
何
を
意
味
す
る
か
。
そ
れ
は
身
分
的
位
相
、

あ
る
い
は
性
的
位
相
と
い
う
観
点
の
導
入
に
よ
っ
て
解
決
で
き
る
。
乳
母
に
し

ろ
山
伏
に
し
ろ
身
分
的
に
は
き
わ
め
て
低
い
。
そ
う
し
た
階
級
に
あ
っ
て
は
、

動
詞
と
し
て
の
「
た
ぶ
」
は
敬
語
と
し
て
十
分
に
通
用
し
て
い
た
。
し
か
し
な

が
ら
、
宮
廷
に
あ
る
女
性
に
お
い
て
は
、
あ
ま
り
晶
の
よ
く
な
い
、
下
燭
な
言

葉
と
し
て
意
識
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。
し
か
し
、
全
く
用
い
な
か
っ
た

わ
け
で
は
な
く
、
会
話
に
お
い
て
は
⑦
の
「
里
な
る
侍
」
な
ど
の
、
相
手
が
身
分

の
低
い
者
で
あ
る
場
合
に
は
使
用
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

（

・

－

．

）

森
野
宗
明
氏
は
、
王
朝
山
只
族
社
会
の
女
性
に
お
い
て
は
「
食
ふ
」
こ
と
の
描
写
、

あ
る
い
は
正
接
的
な
表
現
が
避
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
実
証
さ
れ
て
い
る
が
、

あ
る
い
は
下
二
段
に
活
用
し
た
「
食
ぶ
」
と
音
の
上
で
通
ず
る
と
こ
ろ
か
ら
、

こ
の
「
た
ぶ
」
も
そ
の
使
用
に
抵
抗
が
あ
っ
て
、
女
性
の
手
に
な
る
作
品
に
は

ほ
と
ん
ど
用
い
ら
れ
な
か
っ
た
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

さ
て
、
捕
助
動
詞
と
し
て
の
用
法
で
あ
る
が
、
原
田
氏
は
次
の
よ
う
に
述
べ

て
お
ら
れ
る
。

「
た
ぶ
」
は
字
津
保
や
源
氏
で
は
補
助
動
詞
的
用
法
は
見
ら
れ
な
い
。
こ
れ

は
「
た
ぶ
」
　
「
た
う
ぶ
」
は
も
と
一
語
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
が
、
「
賜
う
」

の
意
は
「
た
ぶ
」
に
、
捕
助
動
詞
的
用
法
は
「
た
う
ぶ
」
に
整
理
さ
れ
た
と

見
る
こ
と
が
で
き
る
。

し
か
し
、
先
に
も
み
た
よ
う
に
字
津
保
物
語
に
は
例
が
な
い
わ
け
で
は
な
く
、

ま
た
「
た
ぶ
」
と
「
た
う
ぶ
」
が
同
一
化
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
だ
と
す
れ

ば
落
窪
物
語
以
後
の
作
品
に
は
な
ぜ
ほ
と
ん
ど
そ
の
姿
を
見
せ
な
く
な
っ
た
の

か
。
そ
れ
は
補
助
動
詞
と
し
て
の
「
た
ぶ
」
が
、
全
く
口
語
化
し
た
結
果
、
物

語
な
ど
の
文
章
に
は
用
い
ら
れ
な
く
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
も
先
に
述

べ
た
よ
う
に
貴
族
社
会
の
女
性
に
あ
っ
て
は
「
た
ぶ
」
に
対
す
る
抵
抗
も
あ
る
。

そ
う
し
た
観
点
に
立
て
ば
こ
の
こ
と
は
解
決
す
る
。
け
れ
ど
も
彼
女
た
ち
が
日

常
の
生
活
に
お
い
て
全
く
使
用
し
な
か
っ
た
か
と
い
う
と
そ
う
で
は
な
い
。
多

武
峰
物
語
（
群
書
類
従
）
　
の
次
の
例
は
そ
の
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

⑪
わ
れ
ば
か
り
う
き
身
は
な
し
。
お
と
こ
は
お
は
し
か
よ
ひ
た
ぶ
と
。
（
四

三
二
ペ
）

こ
れ
は
あ
い
宮
が
少
将
に
語
る
こ
と
ば
で
あ
る
が
、
男
性
の
手
に
な
る
作
品
に

は
そ
れ
ほ
ど
の
抵
抗
も
な
く
「
た
ぶ
」
が
用
い
ら
れ
、
し
か
も
か
な
り
の
身
分

の
女
性
が
用
い
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
源
氏
物
語
に
お
い
て
も
異
文
は
あ

る
が
一
例
会
話
中
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。

⑫
「
か
く
ば
か
り
の
し
る
し
と
あ
る
な
に
が
し
を
知
ら
ず
し
て
や
、
お
は
や

け
に
は
仕
う
ま
つ
り
均
朗
。
骨
な
は
だ
を
こ
な
り
」
　
（
二
七
九
ペ
）

こ
れ
は
、
そ
の
言
葉
づ
か
い
の
上
で
一
風
変
っ
た
と
こ
ろ
の
あ
る
と
さ
れ
る
博

士
の
言
葉
だ
か
ら
何
と
も
い
え
ぬ
が
、
男
性
に
は
そ
れ
ほ
ど
の
抵
抗
の
あ
る
言

葉
で
は
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
の
よ
い
例
が
栄
華
物
語
に
あ
る
。

⑬
「
七
十
年
余
に
な
り
ぬ
る
身
を
召
せ
。
若
う
盛
り
な
る
人
の
行
末
遠
き
を

ば
返
し
慧
1
」
　
（
下
、
一
二
五
ペ
）

左
大
臣
田
光
の
言
葉
で
あ
る
が
、
こ
う
し
た
例
の
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
み
れ
ば
、

身
分
上
か
な
り
高
位
な
者
も
男
性
に
あ
っ
て
は
か
な
り
自
由
に
用
い
ら
れ
て
い

た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
以
上
の
こ
と
か
ら
私
は
「
た
ぶ
」
は
平
安
時

代
に
お
い
て
死
語
と
な
っ
た
わ
け
で
は
な
ぐ
、
位
相
的
に
み
て
ゆ
け
ば
上
代
か

34



ら
受
け
継
が
れ
、
男
性
の
手
に
な
る
作
品
の
多
く
残
存
す
る
院
政
期
に
お
い
巨

そ
の
本
来
の
姿
を
現
わ
し
た
と
み
る
べ
き
だ
と
思
う
の
で
あ
る
。

⑩
…
…
空
よ
り
参
ら
む
、
羽
咽
べ
l
若
王
子
（
三
九
〇
ペ
）

⑮
…
…
法
師
に
杵
換
へ
租
当
只
の
人
（
四
一
三
ペ
）

の
よ
う
な
比
較
的
自
由
な
用
い
ら
れ
方
を
み
て
も
こ
の
こ
と
は
い
え
る
で
あ
ろ

う
。先

に
補
助
動
詞
と
し
て
の
「
た
ぶ
」
は
口
萬
語
的
で
あ
る
と
い
っ
た
が
、
こ

の
傾
向
は
院
政
期
以
後
も
変
わ
ら
な
い
。
次
は
、
「
た
ぶ
」
の
動
詞
・
栢
助
動

詞
と
し
て
の
用
法
が
、
地
の
文
、
会
話
文
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
現
わ
れ
る
か

を
表
に
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
動
詞
は
会
話
文
に
も
地
の
文
に
も

用
い
ら
れ
る
が
、
相
助
動
詞
は
四
十
六
例
中
わ
ず
か
三
例
が
地
の
文
に
み
ら
れ

る
だ
け
で
あ
る
。
畔
集
抄
（
岩
波
文
肺
）
・
恩
管
抄
の
例
は
、
こ
れ
ら
の
文
体
の

性
格
か
ら
考
え
れ
ば
地
の
文
と
し
て
の
扱
い
は
必
ず
し
も
正
し
く
は
な
い
か
も

し
れ
な
い
。
ま
た
上
代
や
字
津
保
溶
語
の
そ
れ
と
同
様
「
た
ま
ふ
」
と
は
ぼ
同

様
な
敬
意
を
持
っ
て
い
る
こ
と
が
い
え
る
。

⑯
（
道
長
）
飯
・
酒
し
げ
く
増
渕
、
も
ち
て
ま
い
る
く
だ
も
の
を
さ
へ
め
ぐ

み
た
び
、
つ
ね
に
つ
か
う
ま
つ
る
も
の
は
、
衣
裳
を
さ
へ
こ
そ
あ
て
を
こ

な
は
し
め
給
へ
。
（
二
四
一
ペ
）

原
田
氏
は

中
世
の
「
た
ぶ
」
は
、
「
そ
の
わ
た
り
の
山
か
つ
ま
で
も
璃
び
l
」
＜
源
氏
物

語
V
な
ど
の
、
「
賜
ふ
」
の
意
を
も
っ
た
「
た
ぶ
」
か
ら
展
開
し
、
拡
充
さ

れ
た
新
た
な
形
態
と
し
て
の
「
何
を
し
て
た
べ
」
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

と
さ
れ
る
が
、
そ
れ
が
正
し
く
な
い
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
結
局
こ
う
し
た
見

解
は
、
源
氏
物
語
な
ど
の
特
殊
な
位
相
を
も
つ
作
品
の
み
を
資
料
に
し
た
と
こ
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ろ
か
ら
く
る
、
あ
る
い
は
、
「
た
ぶ
」
自
体
を
上
代
や
土
佐
日
記
な
ど
の
わ
ず

か
な
例
か
ら
考
察
し
た
結
果
、
「
た
ぶ
」
が
俗
語
的
で
あ
る
と
か
、
敬
意
が
低

い
と
か
い
っ
た
も
の
と
し
た
固
定
的
な
考
察
結
果
か
ら
く
る
誤
り
で
あ
る
よ
う

に
思
う
。

「
た
ぶ
」
は
院
政
期
以
後
の
資
料
に
は
非
常
に
多
く
現
わ
れ
て
く
る
。
け
れ

ど
も
女
性
の
手
に
な
る
作
品
に
は
や
は
り
用
い
ら
れ
に
く
い
面
が
あ
っ
た
よ
う

に
思
わ
れ
る
。
成
尋
阿
闇
梨
母
集
（
成
尋
阿
閏
梨
母
日
記
・
白
市
社
）
　
で
は
成

尋
の
言
葉
に
二
例
、
讃
岐
典
侍
日
記
（
甘
木
古
典
会
琶
に
は
塘
河
天
皇
の
苫



葉
の
中
に
捕
助
動
詞
が
一
例
見
ら
れ
、
ま
た
大
臣
の
「
与
え
る
」
動
作
に
一
初

用
い
ら
れ
る
。
建
寿
御
前
日
記
・
中
務
内
侍
日
記
に
は
全
く
見
ら
れ
な
い
。
弁

内
侍
日
記
に
あ
っ
て
は
先
に
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
が
、
会
話
文
に
お
い
て
は

敬
意
を
有
す
る
「
た
ぶ
」
が
用
い
ら
れ
る
。
十
六
夜
日
記
（
日
本
古
典
全
音
）

に
お
い
て
も
為
守
の
言
葉
に
捕
助
動
詞
が
一
例
あ
る
の
み
で
あ
り
、
う
た
た
ね

に
は
用
い
ら
れ
な
い
。
た
だ
、
と
は
ず
語
り
に
は
女
性
の
作
品
と
し
て
は
非
常

に
多
用
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
時
代
の
瑠
勢
も
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
森
野

氏
が
こ
の
作
者
に
つ
い
て
、

こ
の
二
つ
　
（
「
く
こ
ん
」
・
・
「
御
＋
形
容
詞
」
　
－
　
筆
者
注
）
を
も
っ
と
も

顕
著
な
事
象
と
し
て
、
新
生
の
俗
語
か
と
思
わ
れ
る
も
の
ま
で
も
含
め
て
、

当
時
ま
だ
目
新
し
か
っ
た
に
ち
が
い
な
い
も
の
を
広
竃
に
採
用
駆
使
し
て
い

る
事
実
か
ら
推
す
と
、
二
条
と
い
う
女
性
は
、
用
語
・
表
現
の
選
択
に
お
い

て
、
き
わ
め
て
大
胆
で
あ
り
、
無
理
を
第
一
に
中
庸
を
心
が
け
、
と
も
か
く

も
伝
統
に
従
い
、
社
会
で
の
そ
の
安
定
性
が
公
認
保
証
さ
れ
て
い
る
よ
う
な

用
語
、
表
現
を
選
択
の
基
底
に
置
く
と
い
っ
た
没
個
性
的
平
凡
派
と
は
か
な

り
ち
が
っ
て
い
た
ら
し
い
。

と
述
べ
て
お
ら
れ
る
よ
う
に
作
者
の
こ
う
し
た
気
性
の
現
わ
れ
を
み
る
こ
と
も

で
き
よ
う
。
し
か
し
補
助
動
詞
と
し
て
の
「
た
ぶ
」
に
は
や
は
り
な
じ
ま
な
か

っ
た
よ
う
で
こ
の
用
法
の
「
た
ぶ
」
は
見
ら
れ
な
い
。

（8）

中
世
に
お
け
る
「
た
ぶ
」
に
つ
い
て
桜
井
氏
は
、

（
略
）
　
『
延
慶
木
平
家
物
語
』
を
精
査
さ
れ
た
山
田
孝
雄
氏
は
「
か
く
て
、

こ
の
時
代
に
て
は
、
本
来
の
下
し
与
ふ
る
義
を
あ
ら
は
す
は
専
ら
『
タ
ブ
』

を
用
ゐ
」
　
「
『
タ
マ
フ
』
は
常
に
尊
敬
の
意
を
加
ふ
る
為
に
他
の
動
詞
に
付

属
せ
し
め
て
用
ゐ
ら
る
1
の
み
と
な
れ
り
」
と
述
べ
ら
れ
た
。
ロ
ド
リ
ゲ
ス

『
日
本
大
文
典
』
に
も
「
与
へ
る
」
と
い
ふ
意
。
吉
皇
昌
葉
に
使
は
れ
、
話

し
言
葉
で
は
稀
で
あ
る
」
と
い
う
説
明
が
あ
り
、
「
賜
ふ
」
よ
り
も
優
勢
で

あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

と
述
べ
ら
れ
る
が
、
た
し
か
に
動
詞
と
し
て
の
用
法
は
「
た
ま
ふ
」
．
の
領
域
を

次
第
に
侵
し
て
来
て
い
る
。
党
一
本
に
あ
っ
て
は
二
例
の
「
賜
は
す
」
が
見
ら

れ
る
だ
け
で
残
り
は
全
て
「
た
ぶ
」
で
あ
る
。
太
平
記
で
も
「
た
ま
ふ
」
　
「
た

ま
は
す
」
の
例
は
ほ
ん
の
数
例
し
か
な
い
。
し
か
し
と
は
ず
語
り
で
は
そ
の
度

合
が
遅
く
半
々
く
ら
い
に
両
者
の
比
は
な
る
。
竹
む
き
が
記
（
笠
間
書
院
刊
）

で
は
前
者
が
三
、
後
二
者
が
四
と
い
う
と
こ
ろ
で
、
や
は
り
女
性
の
世
界
で
は

そ
の
度
合
が
遅
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
用
法
に
お
け
る
特
色
で
は
、

⑰
わ
が
郎
等
茄
の
滝
口
を
め
し
て
、
こ
れ
を
出
刃
。
（
平
家
物
語
上
二
一
九

三
ペ
）

⑲
…
…
ふ
く
よ
か
な
る
衣
一
つ
ぬ
ぎ
て
瑚
叫
て
…
…
。
（
一
八
五
ペ
）

⑲
原
バ
ク
ハ
上
人
為
／
我
善
根
ヲ
修
シ
テ
動
弓
　
（
太
平
記
三
二
三

九
ペ
）

⑳
此
女
房
何
ニ
モ
シ
テ
我
二
御
媒
候
テ
当
用
「
盈
糊
へ
。
（
同
二
・
三
五
三
ペ
）

の
よ
う
な
も
の
が
見
ら
れ
る
。
⑪
は
地
の
文
で
は
尊
敬
語
の
用
い
ら
れ
な
い
仲

綱
に
用
い
ら
れ
た
も
の
で
敬
意
を
持
た
な
い
、
．
⑲
も
同
様
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら

は
為
手
上
受
け
て
の
身
分
関
係
を
示
す
た
め
に
用
い
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ

の
頃
、
す
で
に
敬
意
が
失
な
わ
れ
は
じ
め
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
⑲
・

⑳
の
よ
う
な
、
敬
意
を
捕
足
す
る
形
の
も
の
も
生
じ
て
く
る
こ
と
に
な
っ
た
の

で
あ
ろ
う
。
太
平
記
は
こ
う
し
た
表
現
が
4
例
、
い
ず
れ
も
会
話
文
中
に
現
わ

れ
る
。
さ
ら
に
平
家
物
語
や
太
平
記
で
は
「
下
さ
る
」
の
用
例
も
見
え
る
よ
う

に
な
る
。
ま
た
「
与
へ
給
ふ
」
と
い
っ
た
今
昔
物
語
な
ど
で
多
用
さ
れ
る
分
析

的
な
表
現
も
中
世
の
作
品
に
は
散
見
さ
れ
る
。

次
に
補
助
動
詞
と
し
て
の
用
法
を
見
て
み
た
い
。
院
政
期
あ
た
り
ま
で
は
⑯

の
例
の
よ
う
に
直
接
に
動
詞
の
連
用
形
に
つ
く
こ
と
が
多
か
っ
た
が
、
中
世
に
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入
る
と

㊧
わ
れ
、
こ
の
馬
の
く
ち
引
き
で
H
慧
「
（
三
八
六
ペ
）

の
よ
う
な
「
て
た
べ
」
の
形
を
と
る
も
の
が
多
く
な
る
。
平
家
物
語
に
は
五
例

中
四
例
、
太
平
記
に
十
三
例
の
全
て
が
こ
の
形
と
な
る
。
す
な
わ
ち
補
助
動
詞

と
し
て
の
「
た
ぶ
」
は
「
て
た
べ
」
の
形
に
固
定
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

私
は
先
に
建
礼
門
院
右
京
大
夫
集
の
敬
語
に
つ
い
て
の
拙
文
を
本
誌
に
発
表

さ
せ
て
い
た
だ
い
た
が
、
そ
の
際
も
っ
と
も
取
り
扱
い
に
悩
ん
だ
の
が
こ
の
「

た
ぶ
」
で
あ
っ
た
。
以
来
こ
の
正
体
不
明
な
語
の
解
明
の
た
め
の
調
査
・
検
討

を
始
め
た
の
だ
が
、
一
応
自
分
の
納
得
の
ゆ
く
結
論
が
出
た
よ
う
に
思
う
。

そ
こ
で
こ
の
際
私
の
「
た
ぶ
」
に
つ
い
て
の
考
え
方
を
本
稿
で
改
め
さ
せ
て
い

た
だ
く
こ
と
と
し
た
い
。
し
か
し
ま
だ
ま
だ
不
十
分
な
と
こ
ろ
も
あ
る
で
あ
ろ

う
か
ら
、
こ
の
稿
に
対
し
て
ど
批
判
・
ど
批
正
を
い
た
だ
き
た
い
。

（
6
）
王
朝
貴
族
社
会
の
女
性
と
言
語
（
有
精
堂
）
森
野
宗
明
。

－
　
岩
国
高
校
教
諭
　
－

彙
　
　
報

（
1
）
平
安
時
代
文
学
語
彙
の
研
究
（
風
間
睾
屏
）
　
原
田
芳
起
。

日
本
文
法
新
書
・
平
安
流
文
学
の
こ
と
ば
（
至
文
堂
）
　
未
之
下
正
雄

「
は
べ
り
た
う
ぶ
」
に
つ
い
て
　
研
究
年
報
　
（
奈
良
女
子
大
）
3
5
・
3

森
重
敏
。

尊
敬
語
「
た
う
ぶ
」
の
性
格
　
文
芸
研
究
・
第
四
十
五
集
　
佐
藤
宣
男
。

「
た
ぶ
」
考
　
鞍
賀
大
国
文
・
第
八
号
　
西
端
幸
雄
。

な
お
、
以
下
引
用
す
る
右
の
各
氏
の
御
論
は
す
べ
て
こ
れ
に
よ
る
。

（
2
）
上
段
は
巻
数
を
示
す

（
3
）
　
こ
の
か
所
に
つ
い
て
は
森
重
氏
の
ど
指
摘
が
あ
る
。

（
4
）
宮
閲
巡
＜
飲
∨
み
た
ぶ
。
（
二
・
二
八
二
ペ
）

（
5
）
建
礼
門
院
右
京
大
夫
集
に
お
け
る
敬
語
　
　
国
文
学
致
・
第
六
十
七

号
　
筆
者

雑
誌
「
中
世
史
学
研
究
」
の
創
刊

中
四
国
中
世
文
学
研
究
会
が
今
回
五
〇
年
七
月
「
中
世
文
学
研
究
」
を
創
刊

し
た
。
覇
戸
内
の
都
市
の
若
い
研
究
者
の
集
ま
り
と
い
う
事
で
、
本
前
会
員
、

朝
倉
尚
・
稲
田
利
権
・
山
根
清
隆
の
三
氏
が
同
人
に
加
わ
っ
て
い
る
。
創
刊
号

内
容
は
「
建
保
六
年
文
集
百
首
の
成
立
」
　
（
佐
藤
恒
雄
）
、
「
中
世
和
歌
拾
遺

H
・
六
花
和
歌
集
・
明
題
和
歌
全
集
所
収
の
新
出
歌
を
め
ぐ
っ
て
」
　
（
三
村
晃

功
）
、
「
正
徹
の
述
懐
歌
」
　
（
稲
田
利
徳
）
、
「
就
山
永
崇
・
宗
山
等
曽
・
出

自
と
嗣
法
に
つ
い
て
」
　
（
朝
倉
尚
）
、
「
う
ら
み
考
・
心
敬
に
お
け
る
心
情
語

表
現
（
そ
の
一
）
」
　
（
山
根
清
隆
）
、
「
曽
我
物
語
と
曽
我
説
話
」
　
（
稲
葉
二

柄
）
、
同
人
会
員
の
執
筆
で
八
八
ペ
ー
ジ
。
創
刊
号
頭
価
五
〇
〇
円
。
連
絡
先

は
、
岡
山
市
玉
柏
二
〇
六
六
－
二
、
稲
田
方
、
中
四
国
中
世
文
学
研
究
会
へ
。
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