
林
逸
抄
の
「
草
子
地
」
に
つ
い
て

一
1
－
そ
の
用
語
の
多
様
性
の
解
明

は
じ
め
に

注
の

「
草
子
地
」
の
用
語
に
は
統
一
あ
る
変
遷
の
あ
る
こ
と
は
既
に
述
べ
て
き
た
。

本
稿
を
な
す
に
あ
た
り
必
要
最
小
限
に
略
記
す
る
と
次
の
如
く
で
あ
る
。

草
子
地
と
い
う
語
を
初
め
に
用
い
た
の
は
帯
木
別
注
に
お
け
る
宗
祇
で
あ

り
、
次
は
一
葉
抄
の
藤
正
存
で
あ
る
。
し
か
も
、
こ
の
二
人
は
と
も
に
草
子
地

を
今
日
い
う
地
の
文
一
般
を
指
摘
す
る
の
に
用
い
た
の
で
あ
っ
た
。

い
わ
ゆ
る
作
者
が
介
入
し
て
く
る
地
の
文
の
指
摘
は
、
耕
雲
本
よ
り
花
鳥
余

情
、
一
葉
抄
に
至
る
ま
で
、
作
者
の
詞
、
記
者
の
詞
、
記
者
撃
の
顆
の
語
を
用

い
た
り
、
会
話
文
の
主
語
を
示
す
の
に
登
場
人
物
が
記
さ
れ
る
の
と
同
じ
方
法

で
、
「
記
者
」
　
「
作
者
」
と
書
き
入
れ
る
形
で
行
わ
れ
て
き
た
。

こ
の
ほ
か
に
、
「
作
者
の
詞
」
ほ
ど
明
確
な
も
の
で
は
な
い
が
、
地
の
文
の

中
で
、
今
日
い
う
も
の
と
は
多
小
趣
き
の
違
う
文
は
、
弄
花
抄
、
一
葉
抄
で

は
、
草
子
の
詞
と
し
て
指
摘
し
て
い
る
（
草
子
の
詞
に
つ
い
て
一
部
述
べ
た
こ

注
何

と
が
あ
る
が
、
現
在
考
察
中
で
、
端
的
な
表
現
は
避
け
た
い
。
）
。

従
っ
て
、
一
葉
抄
ま
で
は
、
地
の
文
の
中
に
、
「
作
者
の
詞
」
　
「
草
子
地
」

注
何

の
三
種
類
が
あ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
細
流
抄
は
　
「
作
者
の

注
の

詞
」
　
「
草
子
の
詞
」
を
統
一
し
て
、
「
草
子
地
」
に
し
て
し
ま
っ
た
。
こ
の
と

き
、
草
子
地
は
い
わ
ゆ
る
「
地
の
文
」
を
指
摘
す
る
力
を
失
う
と
同
時
に
今
日

井
　
　
爪
・
康
　
　
之

の
難
解
で
、
誠
に
便
利
な
語
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

其
後
、
草
子
地
は
、
双
、
双
地
、
地
な
ど
の
略
号
（
語
）
　
で
示
さ
れ
る
程
、

愛
用
さ
れ
現
在
に
至
っ
て
い
る
。

本
稿
で
は
、
林
逸
抄
の
成
立
時
に
は
姿
を
消
し
た
は
ず
で
あ
る
草
子
の
詞
が

混
入
し
て
い
る
原
因
を
追
求
し
て
、
前
述
の
「
草
子
地
」
の
用
語
の
変
遷
を
確

認
し
て
お
き
た
い
。

H
林
逸
抄
の
「
草
子
地
」
の
注
記

林
逸
抄
が
「
草
子
地
」
の
注
記
を
つ
け
て
い
る
個
所
を
用
語
別
に
ま
と
め
る

と
次
の
よ
う
に
な
る
。
肩
付
（
「
一
葉
云
ふ
」
　
「
祇
注
に
」
等
の
形
式
を
含

む
）
等
が
あ
っ
て
出
典
の
明
記
し
て
あ
る
も
の
は
こ
の
中
に
入
れ
な
い
。

ー12－

作
者
の
詞

草
子
の
詞

草
子
地

双
ま
た
は
双
地

双
昏

そ
の
他

合
計
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こ
の
よ
う
に
、
草
子
詞
が
8
4
例
も
あ
る
注
釈
書
は
一
葉
抄
の
9
9
例
以
外
に
な

い
。
（
弄
花
は
9
例
の
み
）
細
流
抄
（
1
）
、
休
閑
抄
（
5
）
、
孟
津
抄
（
1
）

に
散
見
す
る
も
の
は
、
い
ず
れ
も
弄
花
抄
の
強
力
な
影
響
の
も
と
に
残
在
し
た

注
用

の
で
あ
っ
た
。

注
㈹

と
こ
ろ
が
、
林
逸
抄
の
8
4
例
、
糊
月
抄
の
師
説
9
例
、
季
吟
の
8
例
は
、
先

に
調
査
し
た
、
細
流
抄
、
休
聞
抄
、
孟
津
抄
と
あ
る
点
で
は
一
致
す
る
が
、
別

の
槻
点
か
ら
考
察
す
る
必
要
が
あ
り
そ
う
で
あ
る
。
即
ち
、
林
逸
抄
、
糊
月
抄

の
草
子
詞
は
共
に
一
葉
抄
の
舘
轡
を
受
け
て
い
る
点
－
先
行
注
釈
霞
の
影
哲
を

受
け
て
い
る
こ
と
－
で
は
細
流
抄
等
と
一
致
す
る
が
、
「
一
葉
抄
」
を
意
図
的

に
引
用
し
た
の
で
は
な
い
か
と
想
橡
さ
れ
る
点
で
細
流
抄
ら
と
は
異
な
る
の
で

あ
る
。と

も
か
く
、
林
逸
抄
、
湖
月
抄
の
草
子
詞
は
林
宗
二
や
北
村
季
吟
が
主
体
的

に
用
い
た
も
の
は
少
い
。
湖
月
抄
に
つ
い
て
は
、
紙
幅
の
関
係
で
続
稿
に
譲
り

こ
の
点
を
中
心
に
、
煩
を
厭
わ
ず
述
べ
て
み
た
い
。

0
林
逸
抄
と
先
行
注
釈
雷
の
関
係

中
世
の
注
釈
書
は
、
諸
注
集
成
型
の
も
の
は
勿
論
単
独
形
式
の
も
の
も
、
他

の
注
釈
書
の
影
響
を
強
く
受
け
て
お
り
、
そ
の
引
用
形
式
や
注
記
相
互
間
の
異

同
を
調
べ
る
こ
と
は
成
立
事
情
や
作
成
の
意
図
、
あ
る
い
は
注
釈
内
容
そ
の
も

の
を
究
明
す
る
有
力
な
手
が
か
り
に
な
る
。
特
に
林
逸
抄
の
よ
う
に
校
雑
な
様

相
を
呈
し
て
い
る
も
の
は
注
釈
揖
相
互
の
関
係
を
解
き
ほ
ぐ
し
て
い
く
こ
と
が

大
切
に
思
わ
れ
る
。

注
目

林
逸
抄
の
諸
注
引
用
形
式
に
つ
い
て
は
稲
賀
先
生
の
御
論
稿
が
あ
り
、
改
め

て
付
け
加
え
得
る
こ
と
は
な
い
。
本
稿
を
進
め
る
う
え
で
必
要
な
こ
と
を
整
理

し
て
お
き
た
い
。

a
．
出
典
を
明
記
す
る
も
の

引
用
注
釈
書
名
を
略
号
の
形
で
示
し
た
り
、
「
…
…
云
」
の
形
式
で
注
記
の

中
に
書
き
込
ん
で
あ
っ
た
り
す
る
も
の
で
あ
る
。

①
す
ぎ
に
し
か
た
の
む
く
ゐ
（
絵
合
一
九
七
・
8
　
漢
数
字
は
　
『
対
校
源
氏

物
語
新
釈
』
の
頁
数
・
ア
ラ
ビ
ア
数
字
は
行
数
を
示
す
。
以
下
同
じ
。
）

陀
月
夜
の
御
事
を
云
り
花
及
す
ま
の
う
き
め
あ
り
し
事
也
弊
草
子
詞
弄

⑧
う
ち
／
＼
の
御
あ
り
さ
ま
（
紅
葉
賀
二
七
七
・
1
3
）
休
云
わ
か
畢
い
と
き

な
き
と
梁
上
か
た
に
は
え
し
う
ぬ
也
一
葉
‡
源
氏
の
御
心
を
云
也
前
後

み
な
章
子
地
な
り

⑦
か
ん
の
き
み
か
く
（
竹
河
四
〇
〇
・
1
）
　
中
将
の
事
を
玉
か
つ
ら
の
ゝ

給
也
机
此
義
如
何
双
昏
也
私

◎
の
例
は
「
私
」
と
丁
寧
に
こ
と
わ
っ
て
あ
る
が
こ
の
方
法
が
全
編
に
貫
か
　
一

れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
こ
れ
は
、
林
逸
抄
に
限
っ
た
こ
と
で
な
く
、
眠
江
　
1
3

入
廷
は
じ
め
、
首
書
源
氏
、
糊
月
抄
、
万
水
〓
埠
も
同
様
で
あ
る
。
　
　
　
一

b
．
出
典
を
示
さ
な
い
も
の

他
の
注
釈
書
を
そ
っ
く
り
引
用
し
な
が
ら
、
出
典
が
示
し
て
な
い
も
の
で
あ

る
。①

い
ひ
つ
た
へ
た
る
と
な
ん
（
桐
壷
三
一
・
1
1
）
　
紫
式
部
か
詞
也
我
凄
い
た

サ
ク
シ
ャ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
サ
ウ
シ
　
サ
ウ

さ
ぬ
と
の
心
也
す
へ
て
こ
の
物
語
に
作
者
の
詞
人
t
の
心
詞
双
昏
詞
草

シ
子
の
地
あ
り
よ
く
7
1
分
別
す
へ
し

①
源
氏
の
御
事
と
も
（
明
石
八
三
・
1
）
　
双
昏
の
詞
也
上
は
双
昏
の
地
也

桐
壷
巻
の
例
は
、
作
者
の
詞
、
章
子
詞
、
草
子
地
と
三
つ
に
分
類
し
た
「
葉

抄
の
貴
誼
な
例
で
他
に
ま
ね
が
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
。
明
石
巻
の
も
草
子
の

詞
と
草
子
地
を
使
い
わ
け
た
も
の
で
、
一
葉
抄
以
外
の
注
で
は
な
い
。
こ
の
二



例
は
、
一
業
抄
を
そ
っ
く
り
引
用
し
な
が
ら
、
出
典
を
明
か
さ
な
か
っ
た
も
の

で
あ
る
。

C
．
出
典
の
一
部
改
変

引
用
注
釈
霞
の
一
部
を
改
変
し
、
出
典
も
示
し
て
い
な
い
も
の
で
あ
る
。

ま
ね
ひ
や
ら
ん
方
な
し
（
榊
三
八
八
・
1
0
）
　
双
侍
也
何
や
か
や
な
れ
は

と
也
＜
林
逸
抄
＞

注
用

双
也
何
や
か
や
な
れ
は
と
也
双
＜
休
聞
抄
∨

林
逸
抄
と
休
閑
抄
の
注
記
は
双
昏
＜
林
V
と
双
＜
休
V
を
除
い
て
全
く
「
致

す
る
。
し
か
も
、
林
逸
抄
は
休
開
抄
を
他
の
と
こ
ろ
で
は
引
用
し
た
こ
と
を
明

示
し
て
い
る
の
で
、
ま
ず
、
休
聞
抄
の
注
で
あ
ろ
う
。

他
の
注
釈
に
つ
け
加
え
た
り
、
削
っ
た
り
し
て
い
る
例
を
示
し
て
み
よ
う
。

①
い
か
て
女
の
つ
く
ろ
ひ
て
　
（
御
幸
一
二
五
・
1
3
）
　
玉
か
つ
ら
の
心
に
そ

れ
は
と
な
く
み
給
也
け
さ
う
し
た
る
か
は
な
と
に
く
ら
へ
て
恩
ふ
わ
り

・
な
し
と
也
双
再
詞
也
＜
林
逸
抄
∨

い
か
て
女
の
つ
く
ろ
ひ
た
て
た
る
　
け
さ
う
し
た
る
か
は
な
と
に
く
ら
へ

て
恩
ふ
わ
り
な
し
と
也
双
昏
詞
＜
一
票
抄
∨

林
逸
抄
の
傍
点
部
（
私
に
付
す
）
以
外
、
一
業
抄
と
全
く
同
じ
で
あ
る
か

ら
、
一
葉
抄
に
一
部
付
け
加
え
て
林
逸
抄
の
注
と
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

◎
み
た
り
か
は
し
き
を
心
お
さ
め
さ
る
は
と
に
　
（
桐
壷
一
六
・
5
）
　
両
義

あ
り
一
に
は
み
た
り
か
は
し
き
は
文
の
書
き
さ
ま
也
う
へ
よ
り
の
御
め

に
御
ら
ん
L
と
か
め
た
る
事
也
さ
れ
は
折
節
か
ら
な
れ
は
御
ら
ん
し
ゆ

る
す
へ
し
と
也
一
に
は
膏
の
事
也
小
萩
か
も
と
そ
な
と
放
り
な
る
事
と

也
何
に
も
草
子
の
こ
と
は
也
い
と
か
う
さ
し
も
御
門
の
御
心
也
休

長
い
注
の
最
後
に
「
休
」
と
こ
と
わ
っ
て
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
一
見
す
る
と

休
閑
抄
の
引
用
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
「
み
た
り
か
は
し
き
を
」

江
川

以
下
「
章
子
の
こ
と
は
也
」
ま
で
は
一
葉
抄
と
全
く
同
じ
で
、
「
い
と
か
う
さ

し
も
」
以
下
は
休
開
抄
に
は

い
と
か
う
さ
し
も
　
御
門
の
御
心
也
組

と
あ
り
、
細
流
抄
を
引
用
し
て
い
る
。
従
っ
て
、
こ
の
注
は
一
葉
抄
と
休
問
抄

（
内
容
は
細
流
抄
の
注
）
　
の
借
用
か
ら
成
り
立
ち
、
し
か
も
休
閑
抄
の
は
別
項

で
、
こ
れ
が
交
り
あ
っ
た
が
た
め
に
、
長
い
注
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

以
上
の
二
例
は
、
注
釈
書
を
引
用
し
た
り
、
参
考
に
し
な
が
ら
、
加
除
し
て

注
釈
を
作
り
あ
げ
た
も
の
で
あ
る
。

d
．
用
語
の
改
変

細
流
抄
が
章
子
の
詞
と
作
者
の
詞
を
草
子
地
に
ま
と
め
て
し
ま
っ
た
よ
う
　
一

に
、
注
釈
そ
の
も
の
は
先
行
注
釈
書
に
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
（
用
語
を
変
え
　
H

て
い
る
も
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

①
そ
の
つ
い
て
に
い
と
（
榊
三
九
八
・
9
）
紫
式
部
か
詞
也
八
林
逸
抄
∨

そ
の
つ
い
て
　
詞
者
の
筆
也
∧
弄
花
抄
・
一
葉
抄
∨

弄
花
抄
、
一
業
抄
で
「
記
者
の
筆
也
」
と
あ
る
の
を
作
者
の
詞
に
改
め
た
も

の
で
あ
る
。

③
お
も
い
や
り
つ
へ
き
　
双
紙
の
詞
＜
林
逸
抄
∨

い
は
す
と
も
　
作
者
の
詞
＜
一
葉
抄
∨

こ
の
本
文
は
、

そ
の
ほ
ど
の
有
様
は
い
は
す
と
も
恩
ひ
や
り
つ
べ
き
事
ぞ
か
し
。
（
槙
柱

二
一
七
・
9
）

で
あ
り
、
省
筆
の
断
り
書
き
で
あ
る
。
省
筆
な
ど
、
作
者
が
露
骨
に
介
入
し
て
く

る
地
の
文
に
は
弄
花
抄
や
一
葉
抄
は
「
双
紙
詞
」
と
い
う
語
は
ほ
と
ん
ど
用
い



て
い
な
い
。
林
宗
二
は
弄
花
抄
、
一
葉
抄
を
手
許
に
置
き
な
が
ら
、
「
作
者
の

詞
」
を
「
双
紙
の
詞
」
に
変
え
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

e
．
伝
本
間
に
お
け
る
異
同

注
釈
書
の
引
用
方
法
で
は
な
い
が
、
伝
本
の
異
同
が
本
稿
に
関
係
す
る
の
で

ふ
れ
て
お
き
た
い
。

私
が
調
査
し
た
内
閣
文
庫
本
の
ま
ま
で
は
誤
解
の
恐
れ
が
あ
り
陽
明
文
庫
本

に
当
っ
て
み
た
。

①
都
を
く
り
物
に
笛
を
（
横
笛
一
八
一
・
3
）

笛
の
外
を
く
り
物
あ
り
と
聞
え
た
り
双
昏
詞
也
花
（
内
閣
文
庫
本
）

細
を
く
り
物
に
笛
を
　
笛
の
外
に
を
く
り
物
あ
り
と
聞
え
た
り
花
双
序
詞

也
　
（
陽
明
文
庫
本
）

内
閣
文
障
本
の
ま
ま
で
は
、
花
鳥
余
情
に
「
双
昏
詞
」
と
け
う
注
記
が
あ
る

よ
う
に
見
え
る
が
、
陽
明
文
庫
本
で
は
花
鳥
余
情
の
注
は
、
「
双
昏
詞
」
の
前

ま
で
で
、
「
双
昏
詞
」
は
林
宗
二
が
つ
け
た
こ
と
に
な
り
、
語
の
使
い
方
に
問

題
は
残
る
に
し
て
も
、
内
閣
文
庫
本
に
「
双
昏
詞
」
が
あ
る
と
い
う
こ
と
に
比

べ
れ
ば
落
着
い
た
形
に
重
る
。

①
さ
う
し
み
は
（
総
角
一
五
七
・
9
）
　
中
君
也
草
子
な
り
（
内
閣
文
庫

本
）
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れ
は
自

▼

　

　

°

　

　

°

　

　

°

　

　

°

　

　

’

　

　

°

　

　

°

　

　

°

　

　

°

　

　

°

　

　

°

　

　

°

　

　

°

然
の
さ
は
り
も
よ
く
）
′
＼
の
事
と
也
（
陽
明
文
庫
本
）

内
閣
文
庫
本
で
「
草
子
」
と
の
み
注
記
す
る
と
こ
ろ
を
陽
明
文
庫
本
は
傍
点

を
付
し
た
部
分
の
長
い
注
を
付
け
て
い
る
。
用
字
の
両
か
ら
見
て
、
内
閣
文
庫

本
は
「
双
」
　
「
双
昏
」
を
用
い
「
草
子
」
と
い
う
用
語
は
使
用
し
な
い
の
で
、

陽
明
文
庫
本
を
と
り
、
内
閣
文
庫
本
は
注
記
が
脱
落
し
た
も
の
と
考
え
た
い
。

右
の
二
例
は
林
逸
抄
そ
の
も
の
に
問
題
が
あ
り
、
さ
ら
に
詳
し
く
調
査
す
る

必
要
が
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
も
林
逸
抄
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
く
、
私
の
調

査
し
た
注
釈
宙
の
す
べ
て
に
言
え
る
こ
と
で
、
特
に
気
づ
い
た
と
こ
ろ
に
つ
い

注
的

て
は
、
一
端
を
述
べ
た
。
今
後
、
注
釈
書
を
調
べ
あ
げ
な
が
ら
、
よ
り
正
確
な

も
の
に
し
て
い
ぐ
べ
き
で
あ
ろ
う
。

林
逸
抄
の
引
用
方
法
は
、
以
上
の
よ
う
に
出
典
を
明
記
す
る
こ
と
も
あ
れ

ば
、
今
日
の
到
窃
ま
が
い
の
も
の
も
あ
り
、
そ
の
こ
と
が
誤
解
を
招
↑
こ
と
む

多
か
ろ
う
。
た
ま
ー
′
～
「
章
子
地
」
の
用
語
に
限
っ
て
調
査
し
て
も
前
述
の
如

く
で
あ
る
。

臼
林
宗
二
の
「
草
子
地
」

林
逸
抄
の
作
成
方
法
（
諸
注
の
引
用
方
法
）
が
以
上
の
如
き
も
の
で
あ
れ

ば
、
さ
き
に
述
べ
た
用
語
の
実
態
に
つ
い
て
も
再
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ

こ
で
、
私
が
調
査
し
た
「
草
子
地
」
に
関
す
る
注
記
、
二
五
〇
例
を
次
の
三
通

り
に
分
類
し
、
ま
と
め
た
の
が
別
表
で
あ
る
。
表
中
の
記
号
は
左
の
意
味
で
あ

る
。◎

＝
出
典
の
明
示
し
て
あ
る
も
の

○
＝
出
典
は
隠
さ
れ
て
い
る
が
、
先
行
注
釈
書
を
引
用
し
た
り
参
考
に
し
て

い
る
と
思
わ
れ
る
も
の
。

△
＝
用
語
や
注
記
に
は
先
行
注
釈
書
と
の
問
に
異
同
が
あ
り
、
直
接
の
影
響

は
確
認
で
き
な
い
が
、
参
照
し
た
可
能
性
の
あ
る
も
の
。

＜
付
記
∨
こ
こ
で
先
行
注
釈
書
と
し
て
扱
っ
た
の
は
、
林
宗
二
が
引
用
し
た
と

し
て
い
る
弄
花
抄
、
「
葉
抄
、
休
閑
抄
に
花
鳥
余
情
で
あ
る
。
こ
の
ほ
か
、

細
流
抄
な
ど
も
間
接
的
に
は
影
響
が
考
え
ら
れ
る
が
、
右
の
四
書
に
限
っ

た
。

15



裏
I
の
最
下
段
の
5
6
例
が
林
宗
二
独
自
の
注
で
あ
る
。
作
者
の
詞
の
類
7
、

草
子
の
詞
1
7
、
草
子
地
3
双
（
双
地
）
1
、
双
番
2
0
、
そ
の
他
8
。
以
上
の
よ

う
な
内
訳
に
な
る
。
作
者
の
詞
の
類
や
そ
の
他
に
属
す
る
も
の
は
、
草
子
地
に

注
仙

統
「
さ
れ
て
い
っ
た
と
は
い
え
、
他
事
に
も
比
校
的
残
存
し
や
す
く
、
双
侍
は

類
の
な
い
も
の
で
、
彼
の
発
案
に
よ
る
独
特
の
語
で
あ
る
。
問
題
は
細
流
抄
以

後
、
姿
を
消
し
た
と
見
ら
れ
る
草
子
の
詞
で
あ
ろ
う
。

㈲
林
逸
抄
の
草
子
の
詞

草
子
の
詞
に
つ
い
て
、
林
宗
二
は
何
も
述
べ
て
い
な
い
し
他
の
用
語
、
例
え

ば
、
双
岳
と
ど
の
よ
う
に
関
係
づ
け
て
使
っ
て
い
る
の
か
も
明
ら
か
で
な
い
。

彼
が
他
の
語
を
用
い
ず
に
、
草
子
の
詞
を
用
い
た
意
図
な
り
経
緯
を
知
る
わ
ず

か
な
手
掛
り
に
な
ろ
う
か
と
思
う
の
は
次
の
二
つ
の
注
で
あ
る
。

○
猶
い
か
に
物
お
も
は
し
（
松
風
二
二
九
・
8
）
　
明
石
上
の
心
也
双
昏
ノ

」

詞
と
見
ゆ

○
L
に
入
る
た
ま
し
ひ
の
（
御
法
三
二
∵
5
）
　
夕
霧
の
心
也
こ
の
御
か

ら
に
と
ま
ら
な
ん
と
は
と
ま
れ
と
を
も
ふ
也
か
な
し
む
人
の
抱
へ
す
る

か
紫
上
の
か
ら
へ
や
い
ら
ん
と
也
双
紙
の
詞
也
清

前
者
は
「
見
ゆ
」
と
い
う
こ
と
ば
を
使
う
か
ら
に
は
、
彼
な
り
の
料
簡
が
あ

っ
た
こ
と
を
患
わ
せ
る
。
後
者
は
「
清
」
な
る
注
釈
書
の
引
用
だ
と
し
て
い
る
。

「
清
」
は
こ
の
ほ
か
に
も
か
な
り
引
用
さ
れ
て
お
り
、
今
は
見
る
こ
と
の
で
き

な
い
注
釈
苔
か
説
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
そ
の
中
に
草
子
の
詞
が
用
い
ら
れ
て

い
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
何
分
、
一
例
の
こ
と
で
あ
り
、
肩
付
の
位
置
次
第
で

は
さ
き
ほ
ど
の
花
鳥
余
情
と
同
様
に
な
る
の
だ
が
。
と
も
か
く
、
林
宗
二
の
料
　
一

筒
が
あ
っ
て
用
い
た
も
の
と
、
弄
花
抄
、
一
葉
抄
以
外
に
草
子
の
詞
を
用
い
た
　
1
6

注
釈
書
が
あ
っ
た
と
仮
定
し
て
進
め
て
行
き
た
い
。
　
　
　
　
　
　
　
　
一

と
こ
ろ
で
、
林
宗
二
の
「
草
子
の
詞
」
1
7
例
は
、
次
の
よ
う
に
、
物
語
の
鍔

戸
部
か
ら
三
部
ま
で
、
全
般
に
わ
た
っ
て
出
て
く
る
。

葵
（
三
八
T
l
）
・
須
磨
（
二
三
・
9
）
・
明
石
（
一
〇
三
・
1
1
）

・
蓬
生
（
一
四
八
・
9
・
（
一
五
九
・
1
3
レ
・
松
風
（
二
二
九
・
3
）

・
常
夏
（
九
五
・
9
）
・
板
柾
（
二
一
八
・
4
）
・
横
笛
　
（
一
八
「
・

3
）
・
鈴
虫
（
一
九
六
・
1
3
）
・
御
法
（
三
一
二
・
1
）
・
匂
宮
（
三
五

二
・
8
）
　
（
三
五
七
・
1
1
）
・
（
三
五
八
・
1
1
）
・
竹
河
（
三
九
一
・

6
）
・
総
角
（
一
五
六
・
5
）
・
浮
舟
（
二
一
二
・
9
）

全
編
に
散
在
す
る
が
、
御
法
巻
よ
り
竹
河
巻
に
か
け
て
は
集
中
し
て
い
る
。

散
在
す
る
も
の
は
直
前
に
弄
花
抄
や
一
葉
抄
の
注
記
が
あ
る
の
で
そ
の
影
響
で

は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
御
法
巻
よ
り
竹
河
巻
に
か
け
て
は
何
か
別
の
注
釈
書



が
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

散
在
す
る
例
と
し
て
、
明
石
巻
を
、
集
中
し
て
い
る
例
と
し
て
、
御
法
巻
よ

り
竹
河
巻
を
と
り
出
し
て
実
態
を
示
そ
う
。

a
．
散
在
型
の
例
　
（
明
石
巻
）

（
林
逸
抄
）

①
す
へ
て
ま
ね
ふ
へ
く
も
（
七
八
・

1
）
　
紫
式
部
か
撃
也

⑧
数
し
ら
ぬ
　
（
七
九
・
6
）
　
紫
式

部
か
詞
也
書
と
め
ん
も
う
る
さ
し

と
也

③
お
こ
に
　
（
七
九
・
7
）
　
入
道
の

云
事
う
そ
か
ま
し
き
と
也
双
也

◎
源
氏
の
御
事
と
も
（
八
三
・
1
）

双
侍
の
詞
也
上
は
双
昏
の
地
也

⑤
け
に
物
お
も
ひ
し
ら
ん
　
（
八
七
・

1
3
）
　
あ
た
ら
夜
の
な
と
云
へ
る

末
を
う
け
て
け
に
と
か
け
り
双
岳

の
詞
也

（
他
の
注
釈
書
）

①
す
へ
て
ま
ね
ふ
へ
く
も
（
七
八
・

1
）
　
紫
式
部
か
撃
也
　
（
休
聞
）

⑧
数
し
ら
ぬ
事
と
も
き
こ
え
つ
く
し

た
れ
と
（
七
九
・
6
）
　
紫
式
部

か
詞
也
（
弄
花
・
一
票
）

②
か
す
し
ら
ぬ
こ
と
と
も
（
七
八
・

6
）
　
紫
式
部
か
詞
也
書
き
と
1

め
ん
も
う
る
さ
し
と
也
（
休
閑
）

◎
お
こ
に
（
七
九
・
7
）
　
入
道
の

云
事
に
て
お
こ
か
ま
し
善
と
也
双

注
的

也
④
源
氏
の
細
事
と
も
な
り
け
ん
か
し

（
八
三
・
1
）
　
双
昏
の
詞
也
上

は
章
子
の
地
也
（
一
葉
）

⑤
け
に
物
恩
ひ
し
ら
ん
人
に
こ
そ
見

せ
ま
渦
し
け
れ
（
八
七
・
1
3
）

あ
た
ら
夜
の
な
と
云
る
末
を
う
け

て
け
に
と
か
け
り
草
子
の
詞
也

◎
ま
こ
と
や
我
な
か
ら
　
（
九
〇
・

1
）
　
誠
や
は
双
帝
の
詞
也
我
な

か
ら
と
い
ふ
よ
り
和
文
の
詞
也
京

に
て
そ
な
た
か
な
た
と
あ
り
て
紫

上
に
恨
れ
申
た
る
を
忠
出
て
口
悟

後
悔
に
恩
召
よ
し
御
ふ
み
に
曽
給

也
⑦
い
か
な
る
へ
き
（
九
一
・
1
3
）

双
昏
也
た
か
ひ
の
心
を
し
ら
ぬ
よ

し
也
旅
の
御
恩
切
な
る
も
猶
行
末

か
た
し
と
く
つ
ろ
け
て
書
り

⑧
六
月
は
か
り
よ
り
（
九
三
・
7
）

明
石
上
の
懐
妊
の
事
也

咄
誓
詑
隷
塁
（
九
三
・
7
）

草
　
子

の
罰
也

⑨
さ
れ
と
何
か
は
と
　
（
九
七
・
1
3
）

記
者
の
詞
也
寄
の
し
る
し
も
ら
す

と
也

（
一
葉
）

⑤
け
に
恩
ひ
し
ら
ん
人
に
（
八
七

1
3
）
　
双
也
　
（
休
閑
）注

的

◎
ま
こ
と
や
我
な
か
ら
　
（
九
〇
・

1
）
　
ま
こ
と
や
と
は
双
紙
詞
也

我
な
か
ら
と
い
ふ
よ
り
御
文
の
詞

注
㈹

也
（
「
葉
）

⑦
い
か
な
る
へ
き
御
さ
ま
と
も
に
か

あ
ら
ん
（
九
「
・
1
3
）
　
双
也

注
㈹

（
休
間
）

⑧
い
と
こ
と
は
り
な
る
や
（
九
三
・

注
的

7
）
　
草
子
の
詞
也
（
一
葉
）

17

◎
ま
こ
と
や
（
一
〇
三
・
1
1
）
　
双

◎
さ
れ
と
何
か
は
と
て
　
（
九
七
・

1
3
）
　
御
共
の
人
人
の
涙
を
と
ゝ

め
て
い
さ
み
た
る
心
也
又
く
ち
く

ち
と
は
覇
の
事
也
さ
れ
と
何
か
は

と
て
記
者
の
詞
也
し
る
し
も
ら
す

注
的

と
也
（
一
葉
）

⑳
ま
こ
と
や
か
の
あ
か
し
に
は
（
一



帝
の
詞
也

⑪
御
心
は
へ
は
　
（
漂
標
一
二
三
・

4
）
　
ね
た
み
玉
ふ
御
心
に
は
あ

ら
す
双
再
也

〇
三
・
1
1
）
　
閃
例
の
式
部
か
筆
法

也
さ
や
う
に
あ
る
か
と
の
心
也

（
万
水
〓
哲

㊤
御
心
は
へ
に
は
あ
ら
す
（
漂
標
一

二
三
・
4
）
　
双
　
（
休
閑
）

林
逸
抄
・
明
石
巻
の
「
草
子
地
」
に
類
す
る
注
記
を
先
行
注
釈
書
と
対
照
し

な
が
ら
抜
き
出
し
て
み
る
と
、
右
の
よ
う
に
、
⑳
を
除
い
て
す
べ
て
に
隠
れ
た

出
典
が
あ
る
。
尚
、
明
石
巻
の
最
後
の
指
摘
個
所
を
当
面
問
題
に
す
る
の
で
、

漂
標
巻
の
最
初
の
も
の
も
参
考
と
し
て
書
き
出
し
た
。

①
は
休
閑
抄
以
外
に
注
記
が
な
い
う
え
、
本
文
の
引
用
、
注
釈
と
も
全
く
一

致
す
る
か
ら
、
休
聞
抄
を
引
き
例
に
よ
っ
て
肩
付
を
落
す
か
、
つ
け
な
か
っ
た

も
の
で
あ
ろ
う
。
⑧
も
①
と
全
く
同
じ
ケ
ー
ス
。
但
し
休
聞
抄
は
弄
花
抄
の
強

い
影
響
を
う
け
て
お
り
弄
花
抄
の
「
紫
式
部
か
詞
」
の
機
能
を
解
説
し
て
自
ら

の
注
に
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
◎
は
休
閑
抄
と
林
逸
抄
だ
け
が
注
釈
を
つ
け

て
い
る
個
所
で
あ
る
が
、
「
う
そ
が
ま
し
き
」
と
「
を
こ
が
ま
し
き
」
の
違
い

に
す
ぎ
な
い
。
③
は
す
で
に
述
べ
た
。
一
葉
抄
か
ら
の
直
接
の
引
用
で
あ
ろ

ー
つ
○

⑤
は
管
見
に
入
っ
た
注
釈
書
で
は
、
休
問
、
細
流
、
紹
巴
抄
が
こ
の
個
所
に

注
を
つ
け
る
が
、
〓
某
抄
に
殆
ん
ど
一
致
す
る
。
一
葉
抄
よ
り
の
引
用
で
あ
ろ

う
。
⑥
も
前
半
は
一
葉
に
一
致
し
後
半
は
林
宗
二
が
独
自
の
注
を
つ
け
た
も
の

で
あ
ろ
う
。
因
み
に
、
こ
の
個
所
に
拗
月
抄
が
「
師
説
＝
」
と
し
て
引
く
注
は

一
葉
抄
に
全
く
一
致
す
る
。
⑦
は
一
葉
、
細
流
、
休
閑
、
紹
巴
抄
が
注
記
を
付

け
て
い
る
個
所
で
あ
る
。
休
閑
、
紹
巴
は
「
双
」
だ
け
記
し
内
容
に
は
ふ
れ
な

い
。
一
葉
、
細
流
、
林
逸
抄
は
互
い
に
共
通
点
が
あ
る
も
の
の
、
語
句
、
内
容

、
観
点
、
い
ず
れ
も
一
葉
抄
が
よ
り
近
く
ほ
ぼ
同
じ
注
と
い
え
よ
う
。
内
容
を

一
部
か
え
、
用
語
を
か
え
て
、
独
自
性
を
主
張
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
先
例

（
総
角
一
五
七
・
9
）
　
の
よ
う
に
、
「
双
昏
詞
」
の
「
詞
」
が
脱
落
し
た
も
の

で
、
一
葉
抄
か
ら
の
引
用
か
と
疑
っ
て
み
た
が
、
用
語
を
つ
け
る
順
序
が
逆

で
、
機
械
的
な
作
業
の
結
果
と
は
思
え
な
い
。

⑧
は
二
行
書
き
で
挿
入
さ
れ
、
割
注
の
如
く
見
え
る
が
、
こ
の
部
分
は
独
立

し
た
注
記
で
あ
る
。
一
葉
抄
に
全
く
同
じ
。
◎
は
◎
と
は
逆
に
一
葉
抄
の
注
の

一
部
を
抄
出
し
て
自
ら
の
注
に
し
た
も
の
で
あ
る
。

⑳
は
こ
こ
で
問
題
に
す
る
唯
一
の
注
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
は
出
典
ら
し
き
も

の
が
あ
っ
て
、
林
宗
二
独
自
の
も
の
は
無
か
っ
た
。
一
方
、
彼
自
身
、
独
自
性

を
出
す
こ
と
に
腐
心
し
た
形
跡
は
あ
る
。
こ
の
⑳
は
万
水
壷
が
注
す
る
の
み
　
一

で
、
林
宗
二
に
と
っ
て
は
独
自
の
も
の
で
あ
り
、
自
ら
悼
む
と
こ
ろ
が
あ
る
の
　
1
8

か
も
し
れ
な
い
。
本
文
を
示
し
て
み
よ
う
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

院
の
細
た
め
に
御
ハ
講
行
は
る
べ
き
事
ま
づ
急
が
せ
給
ふ
。
（
略
）
入
道

の
宮
に
も
、
御
心
す
こ
し
し
づ
め
て
、
御
た
い
め
ん
の
程
に
も
、
あ
は
れ

な
る
事
ど
も
あ
ら
む
か
し
。
ま
こ
と
や
、
か
の
明
石
に
は
帰
る
故
に
つ
け

て
、
御
文
つ
か
は
す
。
引
虻
隠
し
て
こ
ま
や
か
に
書
き
給
ふ
め
り
。
（
明

石
一
〇
三
・
6
）

桐
壷
院
の
御
ハ
紐
の
場
、
源
氏
が
久
し
ぶ
り
に
、
春
宮
、
藤
壷
に
対
面
す
る

と
こ
ろ
が
言
外
に
「
草
子
地
」
の
立
場
か
ら
推
測
さ
れ
、
ま
た
、
明
石
上
に
源

氏
が
心
を
配
っ
て
い
る
こ
と
が
せ
わ
し
く
語
り
出
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
、
こ
れ
も

「
草
子
地
」
的
表
現
で
あ
る
。

同
じ
明
石
巻
の
⑤
の
「
双
紙
の
詞
」
と
注
記
し
た
例
に
照
し
て
も
、
異
論
は

な
く
、
こ
の
林
宗
二
の
「
双
昏
詞
」
の
指
摘
は
、
後
の
万
水
一
雷
の
注
記
と
と



も
に
特
筆
す
べ
き
読
み
で
あ
ろ
う
。

こ
こ
に
、
草
子
詞
と
い
う
語
を
用
い
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
二
つ
の
場
人
］

を
想
像
し
う
る
。
一
つ
は
、
記
者
の
詞
、
章
子
の
詞
と
一
葉
抄
に
路
用
さ
れ
た

用
語
が
続
い
た
の
で
、
彼
自
身
の
用
語
、
双
昏
を
不
注
意
か
ら
用
い
そ
こ
ね

た
、
も
う
一
つ
は
、
弄
花
抄
、
一
葉
抄
以
外
に
同
系
統
の
注
釈
書
が
あ
り
、
そ

れ
を
引
用
な
い
し
、
参
照
し
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
場
合
前
者
切
可
能
性
が
強

い
と
思
う
が
、
尚
決
め
手
を
欠
く
。
他
の
散
在
す
る
例
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ

る
。次

に
明
石
巻
と
は
逆
に
、
出
典
や
想
像
し
う
る
根
拠
も
な
く
、
草
子
の
詞
が

集
中
的
に
用
い
ら
れ
て
い
る
匂
宮
巻
を
中
心
に
考
察
し
て
み
た
い
。

b
．
集
中
型
の
例
（
匂
宮
巻
を
中
心
に
）

（
林
逸
抄
）
　
　
　
　
　
　
夕
霧
巻
　
　
　
　
（
他
の
注
釈
書
）

①
世
の
中
に
さ
い
は
い
（
三
一
七
・
6
）
　
御
心
は
へ
な
り
か
く
と
い
ふ
ま
て

み
な
紫
上
事
を
は
む
る
詞
也
さ
う
し
也

（
双
昏
）

①
い
ひ
や
る
か
た
に
　
（
二
九
六
・

7
）
　
紫
式
部
か
語
也
巻
々
如

此
嘆

①
い
ひ
や
る
方
な
く
と
そ
　
（
二
九
六

・
7
）
　
紫
式
部
か
語
也
巻
々
如
此

（
弄
花
）

御
法
巻

◎
御
色
は
い
と
し
ろ
く
（
三
一
二
・
1
）
　
葉
上
也
ひ
か
る
や
う
に
て
と
い
ふ

よ
り
さ
ら
な
る
ま
て
さ
う
し
の
詞
也

（
双
昏
　
陽
明
文
相
木
。
以
下
か
っ
こ
書
き
は
同
じ
）

⑨
L
に
入
る
た
ま
し
ひ
の
　
（
三
一
二
・
5
）
　
夕
霧
の
心
也
こ
の
御
か
ら
に
と

ま
ら
な
ん
と
は
と
ま
れ
と
を
も
ふ
也
か
な
し
む
人
の
絶
入
す
る
か
紫
上
の

か
ら
へ
や
い
ら
ん
と
也
双
昏
の
詞
啓

（
夕
霧
の
死
人
程
に
忠

ふ
玉
し
ゐ
の
紫
上
の
な
き
か
ら
に
と
～
ま
れ
と
忠
ひ
給
ふ
は
あ
ま
り
な
る

わ
り
な
き
心
と
云
也
）

幻
巻

⑤
見
給
ひ
す
く
さ
す
や
（
三
二
五
・

1
4
）
　
双
昏

⑥
女
も
物
あ
は
れ
に
（
三
三
四
・

7
）
　
双
昏
也

⑦
ま
こ
と
や
　
（
三
四
五
・
4
）
　
双

昏
詞
也

⑧
そ
の
日
そ
山
給
（
三
四
五
・
8
）

遺
師
の
御
対
面
の
た
め
に
内
よ
り

外
さ
ま
へ
出
給
し
也
内
t
に
の
み

こ
も
り
ゐ
給
し
か
は
そ
の
日
そ
と

か
け
り
塀
双
昏
の
詞
也

⑤
見
給
ひ
す
く
さ
す
や
（
三
二
五
・

1
4
）
　
双
　
（
休
閑
）

◎
物
裏
に
お
は
ゆ
へ
し
（
三
三
四
・

7
）
　
双
　
（
休
閑
）

⑦
ま
こ
と
や
遺
師
の
　
（
三
四
五
・

4
）
　
双
昏
詞
　
（
一
葉
）

⑧
其
日
そ
出
給
へ
る
（
三
四
五
・
一

8
）
　
遺
師
に
御
対
面
の
た
め
に
　
1
9

外
さ
ま
へ
出
給
し
也
内
に
の
み
こ
　
一

も
お
は
し
ま
せ
は
其
日
そ
と
寄
り

双
昏
の
詞
也
（
一
葉
）

匂
宮
巻

⑨
院
を
こ
ひ
（
三
五
二
・
8
）
　
六
条
院
の
事
也
さ
う
し
の
詞
也

⑳
御
心
さ
ま
も
物
ふ
か
く
（
三
五
六
・
1
1
）
　
源
氏
の
御
事
重
石
双
昏
也
御
心

も
ち
な
た
ら
か
な
る
な
り

⑪
わ
れ
人
に
ま
さ
ら
ん
（
三
五
七
・
n
）
　
た
き
し
め
な
と
す
る
人
の
事
也
こ

～
も
と
み
な
さ
う
し
の
詞
也

（
双
昏
の
詞
）

⑳
我
も
か
う
（
三
五
八
・
1
1
）
　
む
さ
し
野
の
霜
か
れ
に
見
し
我
も
か
う
秋
し



も
を
と
る
に
は
ひ
な
り
け
り
花
こ
～
も
と
双
昏
之
詞
面
白
し

⑬
い
ひ
っ
～
け
て
　
（
三
五
九
・
6
）

マ
マ

匂
官
か
は
る
と
世
上
の
物
の
云
と

紫
式
部
か
い
ひ
の
か
れ
た
る
詞
也

⑩
わ
か
か
く
人
に
め
て
　
（
三
六
一
・

9
）
　
吾
生
得
の
身
の
香
を
の
つ

か
ら
人
人
の
め
て
奉
る
に
よ
り
て

い
ひ
か
け
給
人
の
な
ひ
か
ぬ
は
な

き
程
に
を
の
つ
か
ら
か
よ
ひ
給
所

お
ほ
し
と
也
草
子
地
也

⑬
い
ひ
っ
1
け
て
　
（
三
五
九
・
6
）

マ
マ

匂
官
か
は
る
と
世
上
の
物
の
云
と

紫
式
部
か
い
ひ
の
か
れ
た
る
詞
也

（
休
閑
）

岨
わ
か
か
く
人
に
め
て
ら
れ
ん
と

（
三
六
一
・
9
）
か
ほ
る
の
事
也

心
よ
り
め
て
ら
れ
ん
と
に
は
あ
ら

す
自
然
の
風
情
也
草
子
の
地
也

（
一
葉
）

①
は
弄
花
抄
の
引
用
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
て
、
御
法
、
幻
、
匂
宮
の
三
巻

を
検
討
し
て
い
き
た
い
。
①
、
◎
は
紫
上
が
静
か
に
死
に
ゆ
く
場
面
で
、
章
子

地
的
表
現
が
続
い
て
い
る
。
林
逸
抄
に
重
な
る
先
行
注
釈
霞
の
注
記
は
な
い
。

し
か
し
、
す
ぐ
前
に
は
、
弄
花
抄
、
休
閑
抄
の
注
が
あ
り
、
林
逸
抄
以
後
の
も

の
で
は
紹
巴
抄
、
孟
淫
抄
も
注
を
付
け
て
い
る
。
◎
は
「
清
」
の
肩
付
が
あ
る
。

該
当
す
る
本
文
は
草
子
地
的
表
現
の
連
続
す
る
と
こ
ろ
で
短
く
区
切
れ
ば
三

つ
な
い
し
四
つ
の
指
摘
も
可
能
で
あ
ろ
う
。
又
、
ひ
と
つ
の
注
記
で
も
済
ま
す

こ
と
が
で
き
る
。
と
こ
ろ
で
、
②
の
方
は
、
明
石
巻
の
最
後
の
例
と
同
じ
よ
う

に
、
弄
花
抄
の
影
響
を
受
け
て
、
「
双
詞
の
詞
」
の
語
を
用
い
、
③
は
「
活
」

な
る
注
釈
番
よ
り
引
用
し
た
も
の
と
仮
定
し
て
お
き
た
い
。
（
こ
の
仮
定
は
、

弄
花
抄
、
一
業
抄
以
外
に
「
草
子
詞
」
を
用
い
た
注
釈
晋
が
あ
り
、
税
か
に
行

わ
れ
て
い
た
こ
と
を
想
定
す
る
の
で
あ
る
。
）

④
は
先
行
注
釈
宙
に
は
無
く
、
管
見
に
入
っ
た
限
り
で
は
、
万
水
〓
路
が
注

記
す
る
だ
け
で
あ
る
。
林
宗
二
独
自
の
も
の
で
あ
ろ
う
。

幻
巻
に
移
る
。

⑤
は
引
用
本
文
、
注
記
と
も
に
休
聞
抄
に
一
致
す
る
。
⑥
は
本
文
の
引
用
に

一
部
異
同
は
あ
る
が
、
休
閏
抄
に
注
記
が
あ
り
、
⑦
も
本
文
の
引
用
に
違
い
は

あ
る
も
の
の
一
葉
抄
に
同
じ
注
記
が
あ
る
。
⑧
は
一
部
弄
花
抄
か
ら
の
引
用
で

あ
る
と
し
て
い
る
が
、
全
休
で
は
一
票
抄
に
全
く
同
じ
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
幻
巻
は
全
部
隠
れ
た
出
典
を
指
摘
し
得
る
。

と
こ
ろ
が
、
匂
宮
巻
は
⑨
⑳
⑪
と
全
く
出
典
を
想
定
し
難
い
注
が
続
い
て
い

る
。
そ
の
う
え
、
い
ず
れ
も
、
手
許
の
資
料
で
は
、
林
逸
抄
だ
け
が
　
「
草
子

注
的

地
」
に
関
す
る
注
記
を
つ
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
仮
名
書
き
例
も
珍
し
く
、
確

認
の
た
め
陽
明
文
庫
本
を
調
査
し
た
と
こ
ろ
、
◎
は
仮
名
書
き
、
⑪
は
漢
字
が

使
わ
れ
て
お
り
、
⑨
が
偶
然
に
よ
る
も
の
で
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。

◎
か
ら
検
討
し
て
み
よ
う
。
該
当
個
所
を
引
用
す
る
と
、

天
の
下
の
人
、
院
を
恋
ひ
聞
え
ぬ
は
な
く
、
と
に
か
く
に
つ
け
て
も
、
世

は
た
だ
火
を
消
ち
た
る
や
う
に
、
何
事
も
は
え
な
き
欺
き
を
せ
ぬ
折
な
か

り
け
り
。
（
三
五
二
・
8
）

源
氏
の
遺
紋
を
誤
え
、
な
き
あ
と
の
さ
び
し
さ
を
表
現
し
て
い
る
。
こ
の
こ

と
の
具
体
的
記
述
は
こ
れ
よ
り
前
に
か
な
り
詳
し
く
な
さ
れ
て
い
る
。

（
窯
・
巳
宮
）

＠
こ
の
二
所
な
む
、
と
り
メ
＼
に
清
ら
な
る
御
名
取
り
給
ひ
て
、
げ
に
い
と

な
べ
て
な
ら
ぬ
御
有
様
な
ン
め
れ
ど
、
い
と
ま
ば
ゆ
き
際
に
は
お
は
せ
ざ

る
べ
し
。
た
だ
世
の
常
の
人
ざ
ま
に
、
め
で
た
く
あ
て
に
な
ま
め
か
し
く

お
は
す
る
を
も
と
と
し
て
、
さ
る
御
中
ら
ひ
に
、
人
の
忠
ひ
悶
え
た
る
も

て
な
し
有
様
も
古
へ
の
御
管
き
け
は
ひ
よ
り
も
、
や
や
立
ち
ま
さ
り
給
へ

る
覚
え
が
ら
な
む
。
（
匂
宮
三
四
九
・
4
）

⑥
二
の
宮
も
同
じ
お
と
ど
の
寝
殿
を
時
々
御
休
み
所
に
し
給
ひ
て
、
（
匂
宮

20



三
五
〇
・
3
）

⑥
女
一
宮
、
六
俵
の
院
の
南
の
町
の
東
の
対
を
、
そ
の
世
の
し
つ
ら
ひ
を
改

め
ず
お
は
し
ま
し
て
朝
夕
に
恋
ひ
偲
び
聞
え
給
ふ
。
（
匂
宮
三
五
〇
・

2
）

③
さ
ま
ぐ
に
つ
ど
ひ
給
へ
り
し
御
方
々
、
泣
く
泣
く
遂
に
お
は
す
べ
き
す

み
か
ど
も
に
、
お
の
お
の
移
ろ
ひ
給
ひ
し
（
匂
宮
三
五
一
・
2
）

⑥
右
の
お
と
ど
（
略
）
　
丑
責
の
町
に
か
の
一
條
の
宮
を
渡
し
奉
ら
せ
給
ひ
て

な
む
、
三
条
殿
と
夜
ご
と
に
十
五
日
づ
つ
、
う
る
は
し
う
通
ひ
住
み
給
ひ

け
る
。
（
匂
宮
三
五
一
・
7
）

①
明
石
の
御
方
は
、
あ
ま
た
の
宮
た
ち
の
御
後
見
を
し
っ
つ
、
あ
つ
か
ひ
聞

え
給
へ
り
。
（
匂
官
三
五
二
・
3
）

㊥
は
、
源
氏
を
軍
見
る
と
と
も
に
、
蕾
、
匂
宮
二
人
の
あ
と
つ
ぎ
の
物
足
り

な
さ
を
嘆
き
、
⑥
で
は
、
二
の
宮
（
匂
宮
の
兄
）
　
の
六
条
院
を
慕
っ
て
い
る
こ

と
を
述
べ
、
⑥
⑧
は
女
一
宮
や
明
石
上
、
花
散
里
、
女
三
宮
が
紫
上
、
源
氏
を

恋
ひ
慕
い
つ
つ
、
散
り
散
り
に
な
っ
て
い
く
さ
び
し
さ
を
描
い
て
い
る
。
㊥
は

源
氏
の
死
後
、
夕
霧
の
六
条
院
当
主
と
し
て
の
振
舞
い
を
琶
き
た
て
、
①
は
明

石
上
の
変
ら
ぬ
、
つ
つ
ま
し
や
か
な
行
為
で
、
源
氏
の
遺
徳
を
軍
え
、
最
後
に

⑧
で
、
六
条
院
の
御
殿
を
昔
の
ま
ま
残
す
こ
と
に
よ
っ
て
ま
と
め
て
い
る
。

以
上
の
源
氏
の
道
徳
を
軍
え
る
と
と
も
に
、
死
後
の
寂
し
さ
を
か
い
つ
ま
ん

で
、
繰
り
返
し
た
の
が
「
天
の
下
の
、
院
を
恋
ひ
悶
え
ぬ
は
な
く
、
と
か
く
に

つ
け
て
世
は
火
を
消
ち
た
る
や
う
に
、
は
え
な
き
扱
き
を
せ
ぬ
所
は
な
か
り
け

り
U
で
あ
ろ
う
。

作
中
世
界
の
当
然
の
帰
結
を
ま
と
め
て
繰
り
返
す注

的

の
が
「
双
昏
の
詞
」
の
特
徴
の
ひ
と
つ
で
あ
っ
た
。
林
逸
抄
の
「
双
昏
の
詞
」

も
弄
花
抄
、
一
葉
抄
の
範
疇
に
あ
る
と
言
え
よ
う
か
。

◎
は
私
の
調
査
し
た
も
の
で
は
他
に
注
記
が
な
い
。
独
自
の
も
の
で
あ
ろ

・
つ
0⑪

も
独
自
の
も
の
で
あ
る
が
、
⑲
と
異
り
、
「
双
昏
」
で
は
な
く
「
さ
う
し

の
詞
」
を
使
っ
て
い
る
。
両
注
の
問
に
は
隔
た
り
が
あ
り
、
隣
接
す
る
も
の
で

は
な
い
の
で
、
意
図
的
に
用
語
を
使
わ
な
い
か
ぎ
り
混
乱
は
あ
り
得
る
。

内
容
の
面
か
ら
検
討
す
る
た
め
に
本
文
を
引
用
す
る
と
。
（
連
続
す
る
文
で

あ
る
が
便
宜
上
、
l
⑭
蝕
に
わ
け
る
。
）

㊤
香
の
か
う
ば
し
さ
ぞ
、
こ

7

．

．

　

　

　

－

　

　

．

－

：

－

ィ

．

－

．

　

I

の
世
の
匂
ひ
な
ら
ず
怪
し
き
ま
で
、
打
振
舞
ひ

ウ

】

、

給
へ
る
あ
た
り
遠
く
隔
た
る
ほ
ど
の
追
風
も
、
誠
に
百
歩
の
は
か
も
か
を

り
ぬ
べ
き
心
地
し
け
る
。
（
匂
宮
三
五
七
・
8
）

⑧
誰
も
、
さ
ば
か
り
に
な
り
ぬ
る
御
有
様
の
い
と
や
つ
れ
ば
み
、
た
だ
あ
り

な
る
や
は
あ
る
べ
き
、
さ
ま
ぐ
、
に
わ
れ
人
に
ま
さ
ら
む
と
っ
く
ろ
ひ
用

、
T
」
”
l
l
‥
l
一
l
l
‖
1
．
－
月
l
目
し
ィ
ー
l
：
‥
一
，
F
．

、

J

リ

ー

．

L

．

　

　

J

h

　

ヽ

ユ

　

　

ヽ

ノ

　

、

′

　

一

．

ヽ

　

一

r

　

　

　

、

ユ

　

　

′

一

′

h

＿

ヽ

　

　

，

．

．

意
す
べ
か
め
る
を
、
斯
く
か
た
は
な
る
ま
で
、
う
ち
忍
び
立
ち
昂
ら
む
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も
、
物
の
隅
も
し
る
き
ほ
の
め
き
の
隠
れ
あ
る
ま
じ
き
に
、
う
る
さ
が
り

て
、
を
さ
く
ー
取
り
つ
け
給
は
ね
ど
、
あ
ま
た
の
御
唐
机
に
う
づ
も
れ
た

る
香
の
香
ど
も
も
、
こ
の
君
の
は
い
ふ
よ
し
も
な
き
匂
ひ
を
加
へ
、
お
前

、
J
つ

の
花
の
木
も
l
咄
利
瑚
引
瑚
利
け
拾
ふ
梅
の
香
は
、
春
雨
の
雫
に
も
濡
れ
身

に
し
む
る
人
多
く
、
秋
の
野
に
主
な
き
藤
袴
も
、
も
と
の
か
を
り
は
隠
れ

、
人
ソ

て
、
な
つ
か
し
き
矧
風
殊
に
折
し
な
が
ら
な
む
ま
さ
り
け
る
。
（
匂
宮
三

五
七
・
1
0
）

匂
宮
と
班
が
比
較
し
て
連
々
と
述
べ
ら
れ
、
誼
の
体
臭
に
及
ん
で
い
る
と
こ

ろ
で
あ
る
。
㊨
で
は
、
体
臭
の
強
さ
が
端
的
に
述
べ
ら
れ
、
⑧
は
よ
り
詳
し
く

は
し
て
あ
る
も
の
の
、
そ
の
観
点
は
④
の
域
を
出
な
い
。

⑤
、
⑧
の
文
に
傍
線
を
付
し
て
対
応
を
示
し
た
部
分
を
検
討
し
て
み
た
い
。

㊨
の
「
怪
し
き
ま
で
」
を
◎
で
「
か
た
は
な
る
ま
で
」
と
香
の
強
を
言
葉
を



変
え
て
表
現
し
、
㊥
の
「
打
振
舞
ひ
給
へ
る
」
の
内
容
を
⑧
で
「
う
ち
忍
び
立

ち
寄
ら
む
」
　
「
袖
か
け
給
ふ
」
と
具
体
化
し
て
い
る
。
「
追
風
」
を
百
歩
の
外

ま
で
と
空
間
的
拡
が
り
に
利
用
し
た
④
の
文
を
⑳
で
は
藤
袴
に
重
ね
て
、
質
的

表
現
に
変
え
る
と
同
時
に
、
よ
り
文
学
的
に
脚
色
し
た
。
し
か
も
、
「
追
風
」

．
と
い
う
語
を
繰
り
返
し
て
、
．
④
⑧
の
文
の
つ
な
が
り
を
意
識
的
に
強
調
し
た
も

の
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
、
⑧
の
文
は
作
中
世
界
の
展
出
力
は
全
く
無
く
、
㊤
の
世
界
を

よ
り
具
体
的
、
絵
画
的
に
繰
り
か
え
し
た
に
す
ぎ
な
い
4
そ
の
う
え
、
「
香
」

1
「
袖
」
1
「
春
の
梅
」
1
「
秋
の
藤
袴
」
と
平
凡
な
題
詠
的
発
想
の
中
に
、

当
時
人
口
に
椚
失
し
た
三
つ
の
歌
を
折
り
込
ん
で
い
る
。
作
中
世
界
の
繰
り
返

．
し
、
平
凡
な
題
詠
的
発
想
、
引
き
歌
、
い
ず
れ
も
、
多
数
の
人
の
共
通
理
解
の

う
え
に
成
立
つ
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
物
語
（
ス
ト
ー
リ
ー
）
　
の
創
造
や
展

開
に
直
接
荷
担
す
る
も
の
で
は
な
く
、
今
日
の
読
者
か
ら
見
れ
ば
不
必
要
な
も

の
が
書
き
と
ど
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
多
く
の
人
が
文
学
の
場
に
関
わ
っ
た

痕
跡
で
あ
り
、
こ
の
痕
跡
こ
そ
、
弄
花
抄
、
一
葉
抄
が
、
「
作
者
の
詞
」
と
区

江
田

別
し
て
、
「
双
昏
の
詞
」
と
し
た
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

⑬
の
該
当
本
文
を
引
用
し
て
み
よ
う
。

斯
く
恐
し
き
ま
で
人
の
各
む
る
香
に
し
み
給
へ
る
を
、
兵
邦
禍
の
宮
な
む
、

他
事
よ
り
も
挑
ま
し
く
お
ぼ
し
て
、
そ
れ
は
わ
ざ
と
よ
ろ
づ
の
す
ぐ
れ

た
る
う
つ
L
を
し
め
給
ひ
、
朝
夕
の
こ
と
わ
ざ
に
合
せ
い
と
な
み
、
お
前

の
前
栽
に
も
、
春
は
梅
の
花
園
を
眺
め
給
ひ
、
秋
は
世
の
人
の
め
づ
る
女

郎
花
、
小
牡
鹿
の
妻
に
す
す
め
る
萩
の
露
に
も
、
を
さ
7
1
御
心
移
し
給

1、
1

は
ず
、
老
い
を
忘
る
る
菊
に
哀
へ
ゆ
く
藤
袴
、
物
げ
な
き
地
相
な
ど
は
、

い
と
す
さ
ま
じ
き
霜
枯
の
頃
は
ひ
ま
で
お
ぼ
し
捨
て
ず
な
ど
、
わ
ざ
と
め

き
て
、
香
に
め
づ
る
恩
ひ
を
な
む
、
立
て
て
好
ま
し
う
お
は
し
け
る
。

（
匂
宮
三
五
八
・
5
※
は
私
に
付
す
。
）

こ
の
部
分
は
、
蕾
や
匂
宮
の
性
格
、
行
動
を
積
極
的
に
創
り
出
し
て
お
り
、

単
な
る
「
掠
り
か
え
し
」
や
感
想
の
類
で
は
な
い
。
い
わ
ゆ
る
地
の
文
の
機
能

を
十
分
に
果
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

注
記
の
対
象
と
な
っ
た
「
地
柏
」
前
後
は
、
春
の
花
、
秋
の
花
の
香
り
豊
か

な
も
の
を
摂
り
出
し
て
具
象
的
表
現
が
行
わ
れ
て
い
る
の
で
、
「
双
昏
之
詞
面

目
し
」
は
そ
の
こ
と
ば
の
美
し
さ
を
指
摘
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
用
語
と
し
て

の
「
双
昏
之
詞
」
と
は
考
え
に
く
い
。
「
双
昏
の
詞
」
が
用
語
と
し
て
確
立
す

る
の
は
一
葉
抄
に
於
い
て
で
あ
り
、
弄
花
抄
で
は
、
二
例
、
一
般
的
な
物
語
の

こ
と
ば
の
意
味
で
政
わ
れ
て
い
た
。
こ
こ
は
そ
の
例
と
見
た
い
。

⑬
は
休
閑
抄
よ
り
の
引
用
で
あ
ろ
う
。

⑩
の
個
所
は
、
一
葉
抄
が
「
草
子
地
」
と
注
記
す
る
ほ
か
は
湖
月
抄
が
傍
注

に
「
章
子
地
に
い
ふ
也
」
と
す
る
以
外
、
手
許
の
資
料
で
は
、
「
草
子
地
」
に

関
す
る
注
記
は
な
い
。

試
み
に
、
花
鳥
余
情
、
弄
花
抄
、
休
閑
抄
を
調
べ
て
み
る
と
注
の
内
容
は
弄

花
抄
一
葉
抄
よ
り
も
花
鳥
余
情
、
休
聞
抄
の
方
が
よ
り
林
逸
抄
に
近
い
よ
う
で

あ
る
。○

わ
れ
か
ら
人
に
め
て
ら
れ
ん
と
な
り
給
へ
る
あ
り
さ
ま
な
れ
は
　
（
三
六
一

・
9
）
　
か
ほ
る
中
将
の
生
得
の
身
香
を
の
つ
か
ら
み
る
人
こ
と
に
せ

め
て
さ
る
は
な
き
を
い
ふ
な
り
＜
花
鳥
余
情
∨

（
マ
マ
）

○
わ
れ
も
か
く
人
に
（
三
六
一
・
9
）
　
誼
は
生
得
の
身
香
を
の
つ
か
ら
人

の
め
て
奉
る
也
＜
休
閑
抄
∨

○
わ
か
か
く
人
に
め
て
（
三
六
一
・
9
）
　
吾
生
得
の
身
の
香
を
の
つ
か
ら

人
の
め
て
奉
る
に
よ
り
て
い
ひ
か
け
給
ふ
人
の
な
ひ
か
ぬ
は
な
き
程
に

を
の
つ
か
ら
か
よ
ひ
給
ふ
所
お
ほ
し
と
章
子
地
な
り
∧
林
逸
抄
V
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●
わ
か
か
く
人
に
め
て
ら
れ
ん
と
（
三
六
二
9
）
　
か
ほ
る
の
事
也
心
よ
り

め
て
ら
ん
と
に
は
あ
ら
す
自
然
の
風
流
な
り
草
子
の
地
也
＜
一
葉
抄
∨

●
わ
か
か
く
人
に
（
三
六
一
・
9
）
　
か
ほ
る
の
事
也
但
心
よ
り
に
ハ
あ
ら

す
自
然
の
風
流
也
＜
弄
花
抄
∨

○
印
を
つ
け
た
花
鳥
余
情
、
休
閑
抄
、
林
逸
抄
の
内
容
は
非
常
に
よ
く
似
て

い
る
。
相
違
点
は
花
鳥
、
休
間
が
「
人
の
め
て
奉
る
」
と
す
る
と
こ
ろ
を
林
逸

抄
が
、
「
い
ひ
か
け
給
ふ
人
の
な
ひ
か
ぬ
は
な
き
」
と
補
足
し
た
ぐ
ら
い
で
あ

る
。
「
生
得
の
香
」
　
「
を
の
つ
か
ら
め
て
奉
る
」
と
い
う
こ
と
ば
使
い
の
共
通

性
か
ら
み
て
も
、
花
鳥
余
情
か
ら
休
閑
抄
に
、
休
閑
抄
よ
り
林
逸
抄
へ
と
継
承

過
程
を
た
ど
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
に
、
一
葉
抄
を
参
考
に
し
て
、
「
草
子

地
」
を
付
け
加
え
林
逸
抄
の
注
は
で
き
あ
が
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
推
測
し
な
が
ら
、
一
葉
抄
を
数
多
く
引
用
し
、
自
ら
の
注
の
ど

と
く
用
い
て
き
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
草
子
地
と
い
う
語
だ
け
を
こ
こ
で
使
う

こ
と
に
疑
念
が
無
い
わ
け
で
は
な
い
。
一
業
抄
と
弄
花
抄
の
注
は
ほ
ぼ
一
致
し

て
お
り
、
弄
花
抄
も
無
視
し
た
こ
と
に
な
る
。

と
も
あ
れ
、
こ
こ
の
「
草
子
地
」
は
心
内
語
に
つ
づ
く
地
の
文
を
指
摘
す
る

た
め
に
用
い
ら
れ
た
も
の
で
一
葉
抄
以
外
の
も
の
で
は
な
い
。
因
み
に
一
葉
抄

の
草
子
地
と
他
の
注
釈
書
の
も
の
と
つ
き
合
せ
て
み
る
と
、
こ
の
ほ
か
に
は
、

細
流
抄
に
一
例
重
な
る
だ
け
で
あ
る
。
こ
の
一
例
も
、
観
点
は
全
く
ち
が
う
が

注
餌

偶
然
一
致
し
た
に
す
ぎ
な
い
。
従
っ
て
、
こ
こ
に
草
子
地
の
注
を
つ
け
る
林
逸

注
の

抄
、
湖
月
抄
は
と
も
に
一
業
抄
を
参
考
に
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

匂
宮
の
草
子
詞
と
草
子
地
に
つ
い
て
ま
と
め
て
お
き
た
い
。

⑨
、
⑳
、
⑪
は
出
典
が
見
あ
た
ら
な
い
。
形
式
的
に
も
他
の
注
釈
青
と
の
比

較
に
お
い
て
も
、
林
宗
二
独
二
の
注
と
認
め
ざ
る
を
得
な
い
。
し
か
し
、
⑨
、

⑳
は
当
時
殆
ん
ど
用
い
ら
れ
な
か
っ
た
「
双
昏
詞
」
を
使
っ
て
い
る
こ
と
、
⑭

の
「
草
子
地
」
は
一
業
抄
の
も
の
で
あ
る
こ
と
、
⑬
の
よ
う
に
、
一
連
の
注
の

途
中
に
出
典
が
あ
る
こ
と
、
⑪
は
先
行
注
釈
書
の
合
成
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ

る
こ
と
。
な
か
で
も
、
⑳
は
林
宗
二
独
特
の
用
語
「
双
昏
」
が
使
わ
れ
て
お

り
、
若
し
、
⑨
、
⑪
も
彼
自
身
の
注
で
あ
れ
ば
、
一
「
双
昏
」
を
用
い
た
は
ず
で

あ
る
。
以
上
の
状
況
か
ら
、
◎
、
⑰
に
「
さ
う
し
の
詞
」
を
用
い
た
の
は
出
典

が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

そ
の
隠
れ
た
出
典
は
、
⑬
の
「
双
侍
の
詞
」
の
用
い
方
か
ら
、
弄
花
抄
の
流

れ
を
汲
む
も
の
で
、
蒜
水
抄
に
整
理
さ
れ
る
前
の
も
の
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
言

え
ば
、
こ
の
類
の
、
肖
柏
や
そ
の
グ
ル
ー
プ
の
注
釈
体
糸
の
中
に
、
御
弦
巻
に

「
双
侍
の
詞
」
の
注
記
を
つ
け
た
も
の
と
し
て
引
用
さ
れ
て
い
た
「
清
」
な
る

注
釈
貴
も
位
置
づ
け
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。

▼
　
お
わ
日
ソ
に

宗
祇
や
肖
柏
な
ど
連
歌
師
の
注
釈
か
は
弄
花
抄
以
外
ほ
と
ん
ど
顧
み
ら
れ
な

か
っ
た
。
一
葉
抄
は
林
逸
抄
が
引
く
だ
け
で
あ
る
。
し
か
し
、
続
稿
で
述
べ
る

よ
う
に
、
湖
月
抄
の
「
師
説
」
が
指
摘
す
る
「
草
子
の
詞
」
は
ほ
と
ん
ど
一
葉

抄
に
一
致
す
一
る
し
、
季
吟
の
注
釈
と
思
わ
れ
る
傍
注
の
「
草
子
の
詞
」
も
一
葉

抄
に
指
摘
の
あ
る
も
の
ば
か
り
で
あ
る
。
連
歌
師
に
よ
る
注
釈
書
は
三
条
酉
家

の
も
の
の
よ
う
に
表
街
道
は
歩
ま
な
か
っ
た
が
裏
に
根
づ
よ
く
流
れ
て
行
っ
た

よ
う
で
あ
る
。

注
1
　
拙
稿
「
章
子
地
の
用
語
に
つ
い
て
」
　
（
「
国
語
国
文
」
昭
和
四
十
九

年
十
一
月
）

注
2
　
拙
稿
「
連
歌
師
の
源
氏
注
釈
の
一
側
面
　
－
　
章
子
地
を
中
心
に
し

て
1
」
　
（
『
連
歌
と
中
世
文
芸
』
所
収
　
昭
和
五
十
二
年
二
月
）

注
2
　
拙
稿
「
『
草
子
地
』
の
原
初
形
態
の
解
明
　
－
一
業
抄
を
手
が
か
り

23



に
し
て
」
　
（
「
国
語
国
文
」
昭
和
四
十
三
年
八
月
）

注
4
　
拙
稿
「
草
子
地
の
変
遷
1
一
葉
抄
か
ら
細
流
抄
へ
　
－
　
」
　
（
「
中

世
文
芸
」
4
6
　
昭
和
四
十
五
年
三
月
）

注
5
　
注
1
の
拙
稿
で
少
し
述
べ
た
。

注
6
　
注
1
の
拙
稿
に
私
の
不
注
意
よ
り
首
書
源
氏
の
師
説
と
湖
月
抄
の
師

説
を
と
り
違
え
て
表
示
し
て
し
ま
っ
た
。
こ
こ
に
お
詑
び
す
る
と
共
に

訂
正
さ
せ
て
い
た
だ
く
。

注
7
　
「
林
逸
抄
所
引
の
源
氏
物
語
尋
流
抄
を
め
ぐ
っ
て
」
　
（
「
古
代
中
世

国
文
学
」
I
　
昭
和
四
十
九
年
二
月
）

注
8
　
内
閣
文
庫
本
に
よ
る

注
9
一
業
抄
の
該
当
個
所
を
示
す
と
、
「
み
た
り
か
は
し
卓
を
心
お
さ
め

さ
る
は
と
1
．
－
　
両
義
あ
り
一
に
は
み
た
り
か
は
し
き
は
文
の
さ
ま
也

う
へ
よ
り
の
細
め
に
御
ら
ん
L
と
か
め
た
る
事
也
さ
れ
と
お
り
ふ
し
か

ら
は
御
覧
し
ゆ
る
す
へ
し
と
也
一
に
は
苛
の
こ
と
也
小
萩
か
本
そ
な
と

あ
ま
り
な
る
に
や
と
也
何
に
も
草
子
の
こ
と
は
也
　
（
広
大
本
に
よ
る
以

、
下
同
じ
。
）

注
1
0
　
往
1
に
同
じ
。

注
1
1
　
注
1
に
同
じ
。

注
1
2
　
こ
の
他
の
注
釈
宙
で
は
、
細
流
抄
、
「
草
子
地
」
・
紹
巴
抄
、

「
双
」
・
万
水
〓
路
は
「
と
う
ち
み
た
れ
給
へ
る
御
さ
ま
～
入
遺
の
心

は
へ
も
あ
ら
は
れ
ぬ
へ
か
め
り
」
と
本
文
を
長
く
引
用
し
た
あ
と
、

「
弄
、
紫
式
部
か
詞
細
草
子
地
に
云
也
閑
例
の
式
部
か
筆
法
也
へ
か
め

り
ま
て
草
子
の
ひ
は
ん
な
る
へ
し
」
と
諸
注
を
列
挙
し
、
永
閑
の
注
を

付
し
て
い
る
。

注
1
3
　
こ
の
他
に
は
和
流
抄
が
「
物
忠
ひ
し
ら
ん
　
ー
　
草
子
地
也
明
石
上
よ

り
も
い
ま
い
ち
と
物
の
心
し
り
た
る
人
に
と
也
」
と
注
記
し
、
湖
月
抄

が
こ
れ
を
引
用
し
て
い
る
。
紹
巴
抄
は
「
双
地
」
と
の
み
記
す
。

注
1
4
　
渦
月
抄
に
は
、
「
（
細
）
文
の
詞
也
（
師
一
説
）
ニ
ま
こ
と
や
と
は
双

子
の
詞
也
、
我
な
が
ら
と
い
う
よ
り
御
文
の
詞
也
」
と
あ
る
。

注
1
5
　
細
流
抄
に
「
い
か
な
る
へ
き
ー
此
行
末
い
か
な
る
へ
き
と
草
子
地

也
」
と
記
し
、
招
巴
抄
は
「
双
地
」
と
の
み
注
す
る
。

注
1
6
　
眠
江
入
廷
に
は
、
「
い
と
こ
と
は
り
な
り
や
　
ー
草
子
地
」
と
あ

る
。

注
1
7
　
こ
の
他
、
休
閑
抄
、
「
さ
れ
と
何
か
は
と
て
1
双
に
看
て
用
な
き

と
て
書
き
も
ら
す
也
」
紹
巴
抄
、
「
さ
れ
と
何
か
は
　
－
　
う
れ
し
き
も

と
有
よ
り
双
也
」
湖
月
抄
、
「
さ
れ
ど
何
か
は
と
て
な
ん
　
ー
　
さ
ま
で

何
か
は
雷
べ
き
と
て
も
ら
し
た
る
記
者
の
詞
也
」
、
以
上
三
つ
の
注
釈

書
が
注
を
つ
け
て
い
る
。

注
1
8
一
葉
抄
に
「
宣
旨
を
む
か
へ
つ
1
か
た
ら
ひ
給
さ
ふ
ら
ふ
人
々
（
朝
顔

二
七
六
・
3
）
　
－
　
か
た
ら
ひ
給
ふ
と
き
り
て
さ
ふ
ら
ふ
人
々
と
は
斉

院
に
さ
ふ
ら
ふ
人
々
也
さ
し
も
あ
ら
ぬ
き
は
の
事
と
は
源
氏
は
何
共
お

は
し
か
け
ぬ
事
也
こ
1
も
と
は
み
な
さ
う
し
の
地
な
り
」
の
例
が
あ
る
。

注
1
9
　
注
2
に
同
じ
。

注
2
0
　
注
2
に
同
じ
。

注
2
1
　
注
2
に
同
じ
。

注
2
2
　
注
1
に
同
じ
。

注
2
3
　
湖
月
抄
の
師
説
、
季
吟
の
説
と
一
葉
抄
の
関
係
に
つ
い
て
は
別
に
考

察
す
る
予
定
で
あ
る
。

（
昭
和
五
十
三
年
四
月
五
日
改
稿
）

－
　
京
都
府
立
園
部
高
等
学
校
教
諭
1
－
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