
『
虫
め
づ
る
姫
君
』
　
考

一
　
は
じ
め
に

㌻
こ

『
堤
中
納
言
物
語
』
中
の
一
作
品
「
は
い
ず
み
」
を
論
じ
た
別
稿
　
に
お
い

て
、
物
語
末
段
、
今
妻
が
掃
塁
を
白
粉
と
あ
や
ま
っ
て
顔
に
塗
る
場
面
を
、
同

持
型
の
他
誌
と
比
較
し
て
次
の
よ
う
に
読
み
取
る
こ
と
が
あ
っ
た
。

も
ち
ろ
ん
今
妻
を
描
く
語
り
の
戯
画
性
は
否
定
す
べ
く
も
な
い
。
け
れ
ど

も
、
そ
れ
が
戯
画
的
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
〝
化
粧
〟
す
る
今
妻
の
、
女
の

京
し
み
は
際
立
っ
て
こ
よ
う
。
そ
れ
は
、
蛤
を
焼
き
海
松
を
酢
の
物
に
し

て
食
べ
よ
う
と
い
っ
た
女
、
ま
た
庇
肉
の
味
わ
い
を
想
っ
た
女
た
ち
に
は

無
縁
の
も
の
だ
。
何
か
し
ら
他
話
と
は
異
な
る
語
り
の
気
分
と
は
、
こ
の

哀
し
み
の
こ
と
で
あ
る
。

当
該
場
面
は
こ
う
語
ら
れ
る
。

こ
の
男
、
い
と
ひ
き
き
り
な
り
け
る
心
に
て
、
「
あ
か
ら
さ
ま
に
」
と
て
、
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今
の
人
の
も
と
に
昼
間
に
入
り
来
る
を
見
て
、
女
、
「
に
は
か
に
。
殿
お

は
す
や
」
　
と
い
へ
ば
、
う
ち
と
け
て
居
た
り
け
る
程
に
、
心
さ
は
ぎ
て
、

「
い
づ
ら
、
い
づ
こ
に
ぞ
」
と
言
ひ
て
脚
の
箱
を
取
。
寄
せ
て
、
白
き
物
一

を
つ
く
る
と
思
ひ
た
れ
は
、
取
り
た
が
へ
て
、
掃
墨
入
り
た
る
畳
紙
を
取
　
1
7

り
出
で
て
、
鏡
も
待
た
ず
、
う
ち
さ
う
ぞ
き
て
、
女
は
、
「
『
そ
こ
に
て
、
－

し
ば
し
。
な
入
り
給
ひ
そ
』
と
言
へ
」
　
と
て
、
是
非
も
知
ら
ず
き
し
作
る

程
に
、
男
、
「
い
と
疾
く
も
疎
み
給
ふ
か
な
」
　
と
て
、
簾
を
か
き
あ
げ
て

入
り
ぬ
れ
ば
、
畳
紙
を
隠
し
て
、
お
ろ
お
ろ
に
な
ら
し
て
、
う
ち
口
お
ほ

ひ
て
、
『
優
ま
く
れ
に
仕
立
て
た
り
』
と
思
ひ
て
、
ま
だ
ら
に
指
形
に
つ

（2）

け
て
、
目
の
き
ろ
き
ろ
と
し
て
、
ま
た
た
き
居
た
り
。

「
て
」
「
は
」
「
程
に
」
　
で
行
動
を
区
切
り
つ
つ
一
息
に
語
ら
れ
る
ド
タ
バ
ク
劇

は
今
妻
の
周
章
ぶ
り
を
よ
く
描
き
出
し
て
い
る
。
と
と
も
に
、
男
の
定
石
破
り

の
昼
間
の
来
訪
、
有
無
を
い
わ
せ
ぬ
簾
内
進
入
に
も
拒
絶
す
る
こ
と
な
く
応
じ

よ
う
と
す
る
女
の
姿
を
も
映
し
出
す
。
結
果
は
あ
や
に
く
な
こ
と
に
「
『
優
ま



く
れ
に
仕
立
て
た
り
』
と
思
ひ
て
、
ま
だ
ら
に
指
形
に
つ
け
て
、
日
の
き
ろ
き

ろ
と
し
て
、
ま
た
た
き
居
た
り
」
。
し
か
も
本
人
は
気
付
か
ず
、
気
付
い
た
折

に
は
「
鏡
を
見
る
ま
ま
に
、
か
か
れ
ば
、
わ
れ
も
お
び
え
て
、
鏡
を
投
げ
捨
て

て
、
『
い
か
に
な
り
た
る
ぞ
や
、
い
か
に
な
り
た
る
ぞ
や
』
と
て
泣
」
き
騒
ぐ
。

愚
か
と
い
え
は
ま
こ
と
に
愚
か
な
今
妻
は
、
戯
画
的
描
写
の
批
評
性
の
う
ち
に
、

男
の
気
ま
ぐ
れ
を
も
迎
え
取
ろ
う
と
す
る
女
の
娼
態
の
愚
か
さ
を
誇
張
拡
大
し

て
見
易
く
示
す
こ
と
に
な
る
。
た
だ
し
、
こ
の
場
合
の
戯
画
的
描
写
の
批
評
性

は
今
妻
の
（
愚
か
さ
）
を
誇
張
拡
大
す
る
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
（
男
の
気
ま
ぐ

れ
を
迎
え
取
ろ
う
と
す
る
女
の
媚
態
の
愚
か
さ
）
は
そ
の
ま
ま
（
男
の
気
ま
ぐ

れ
を
迎
え
取
ろ
う
と
す
る
女
の
媚
態
の
哀
し
さ
）
　
で
も
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、

今
妻
の
（
愚
か
さ
）
を
誇
張
拡
大
す
る
戯
画
的
描
写
は
、
お
も
ろ
う
て
や
が
て

哀
し
き
喜
劇
の
ヒ
ユ
ー
モ
ア
と
し
て
再
構
成
さ
れ
、
そ
の
身
体
に
彫
り
付
け
ら

れ
た
ジ
ェ
ソ
ダ
ー
の
刻
印
の
鮮
明
さ
の
故
に
、
物
語
る
女
と
読
む
女
た
ち
に

八
女
の
哀
し
み
）
　
の
気
分
を
醸
す
こ
と
に
も
な
る
。
「
そ
れ
が
戯
画
的
で
あ
れ

ば
あ
る
ほ
ど
、
〝
化
粧
″
す
る
今
妻
の
、
女
の
哀
し
み
は
際
立
っ
て
こ
よ
う
」
と

（3）

は
お
お
よ
そ
こ
う
し
た
意
味
を
込
め
て
の
も
の
だ
っ
た
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
な
理
解
に
た
っ
て
戯
画
的
描
写
を
見
直
す
時
、
そ
れ

は
単
に
直
線
的
な
笑
い
の
仕
掛
け
と
し
て
あ
る
ば
か
り
で
は
な
く
、
女
の
現
実

を
自
嘲
気
味
に
語
る
、
い
わ
ば
批
評
性
を
も
っ
た
表
現
と
し
て
巧
ま
れ
た
も
の

で
あ
っ
た
こ
と
に
気
付
く
。
も
ち
ろ
ん
戯
画
的
表
現
と
そ
の
批
評
性
の
中
身
は

作
品
毎
に
さ
ま
ざ
ま
だ
ろ
う
が
、
『
は
い
ず
み
』
　
に
こ
の
達
成
を
み
る
こ
と
が

で
き
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
『
堤
中
納
言
物
語
』
　
の
表
現
を
問
う
上
で
の
一
つ

の
視
角
と
な
る
だ
ろ
う
。
『
堤
中
納
言
物
語
』
　
と
戯
画
的
表
現
。
本
稿
で
は

『
虫
め
づ
る
姫
君
』
を
取
り
上
げ
て
そ
の
可
能
性
を
う
か
が
う
こ
と
と
し
た
い
。

二
　
戯
画
的
描
写
の
表
現
機
構

さ
て
、
『
虫
め
づ
る
姫
君
』
の
戯
画
的
表
現
を
た
ど
る
寸
で
え
に
、
戯
画
的
描

写
が
表
現
と
し
て
成
り
立
つ
仕
組
み
を
見
て
お
こ
う
。

戯
画
的
描
写
が
表
現
と
し
て
成
り
立
つ
仕
組
み
、
し
か
し
こ
れ
は
今
さ
ら
話

題
に
す
る
ま
で
も
な
い
こ
と
か
も
し
れ
な
い
。
戯
画
的
描
写
は
（
戯
画
）
的
で

あ
る
以
上
、
言
葉
が
過
剰
に
振
る
舞
い
誇
張
し
た
映
像
性
を
発
現
さ
せ
る
時
そ

の
表
現
が
成
立
す
る
。
け
れ
ど
も
こ
こ
で
、
こ
の
映
像
性
が
、
言
葉
を
振
る
舞

わ
せ
る
語
り
手
の
力
だ
け
で
な
く
、
他
方
、
こ
れ
に
反
応
す
る
享
受
者
の
想
像

力
に
も
支
え
ら
れ
て
い
る
点
、
あ
ら
た
め
て
注
意
を
向
け
て
お
き
た
い
。
つ
ま

り
、
語
り
手
が
享
受
者
に
む
け
て
言
葉
を
過
剰
に
振
る
舞
わ
せ
享
受
者
と
と
も

に
映
像
化
を
は
た
す
時
、
そ
の
表
現
は
成
立
す
る
。
語
り
手
の
享
受
者
へ
の
拇

き
掛
け
と
享
受
者
の
テ
キ
ス
ト
へ
の
働
き
掛
け
と
に
よ
る
表
現
の
成
立
は
戯
画

的
表
現
に
か
ぎ
っ
た
こ
と
で
は
な
い
が
、
戯
画
的
描
写
の
場
合
、
い
っ
そ
う
享

受
者
の
能
動
的
な
想
像
力
の
行
使
が
期
待
さ
れ
、
そ
れ
を
う
な
が
す
も
の
と
な
っ

て
い
る
よ
う
に
思
う
。

も
ち
ろ
ん
、
鼓
画
的
描
写
が
享
受
者
に
想
像
力
の
行
使
を
う
な
が
す
と
い
っ

て
も
、
そ
こ
で
の
想
像
力
の
働
き
か
た
は
場
面
を
叙
述
に
即
し
て
再
現
す
る
と
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い
っ
た
佗
心
の
営
み
と
は
別
物
だ
ろ
う
。
『
は
い
ず
み
』
を
例
と
し
て
見
れ
ば
、

男
の
「
昼
間
」
　
の
来
訪
に
驚
き
な
が
ら
も
「
把
の
箱
を
取
り
寄
せ
て
、
白
き
物

を
つ
く
る
」
　
と
い
っ
た
ご
く
一
也
的
な
行
動
が
ま
ず
語
ら
れ
、
そ
の
上
で
「
取

り
た
が
へ
て
、
掃
貴
入
り
た
る
畳
紙
を
取
り
出
で
て
、
鏡
も
待
た
ず
、
う
ち
さ

う
そ
き
て
」
と
異
常
事
黛
が
説
明
さ
れ
る
が
、
こ
の
時
点
で
、
以
後
の
展
開
や

結
果
は
半
は
予
想
で
き
る
は
ず
。
そ
こ
か
ら
享
受
者
は
自
ら
の
た
て
た
予
想
と

引
き
比
べ
つ
つ
叙
述
を
辿
る
こ
と
に
な
る
。
予
想
が
明
確
な
像
を
結
ば
な
い
場

合
も
、
一
定
の
方
向
性
を
も
っ
た
あ
る
期
待
感
と
と
も
に
叙
述
に
臨
む
だ
ろ
う
。

す
な
わ
ち
、
あ
た
か
も
能
の
観
客
が
舞
に
わ
ず
か
に
先
行
す
る
謡
を
ま
ず
聞
き

取
り
こ
れ
を
所
作
に
辿
り
直
す
よ
う
に
、
享
受
者
は
状
況
説
明
か
ら
想
像
力
を

働
か
せ
、
そ
の
予
想
を
戯
画
的
描
写
に
辿
り
直
す
。
そ
し
て
物
語
の
語
り
は
、

期
待
感
に
形
を
与
え
、
予
想
を
確
認
さ
せ
補
完
し
、
ま
た
一
層
誇
張
し
て
更
な

る
刺
故
を
与
え
た
り
、
あ
る
い
は
裏
切
っ
た
り
別
の
事
態
を
加
え
た
り
し
て
享

受
者
と
と
も
に
作
品
世
界
を
映
像
と
し
て
確
定
し
て
い
く
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
、
た
と
え
ば
『
花
桜
折
る
少
将
』
の
結
末
を
想
起
す
れ
ば
よ
り

ょ
く
理
解
で
き
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
尼
君
を
盗
ん
で
し
ま
っ
た
少
将
の
そ
の

後
（
そ
れ
は
当
然
の
こ
と
な
が
ら
戯
画
的
な
描
写
と
な
る
は
ず
だ
）
　
は
語
ら
れ

な
い
が
、
こ
の
省
略
が
技
巧
と
し
て
効
果
を
発
揮
す
る
の
は
享
受
者
の
想
像
が

既
に
始
動
し
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
末
文
「
そ
の
後
い
か
が
。
を
こ
が
ま
し

う
こ
そ
。
御
か
た
ち
は
限
り
な
け
れ
ど
。
」
　
は
続
編
執
筆
へ
の
誘
い
で
あ
る
と

同
時
に
、
戯
画
的
描
写
を
省
略
し
た
こ
の
物
語
が
、
既
に
始
動
し
始
め
た
想
像

力
に
送
る
確
認
の
書
付
け
メ
モ
に
は
か
な
ら
な
か
っ
た
。

戯
画
的
描
写
場
面
に
お
け
る
表
現
の
成
り
立
つ
機
構
を
こ
の
よ
う
に
考
え
る

と
、
そ
こ
に
は
語
り
手
と
享
受
者
と
の
想
像
力
の
競
演
と
い
っ
た
世
界
が
見
え

て
く
る
よ
う
に
思
う
。
さ
ら
に
こ
の
競
演
は
時
と
し
て
過
剰
な
刺
激
を
与
え
合
っ

て
い
わ
ば
悪
乗
り
の
果
て
の
嘘
の
共
有
を
愉
し
む
と
い
っ
た
事
態
も
招
く
ら
し

い
。
た
と
え
は
〝
虫
め
づ
る
姫
君
〟
と
の
関
係
が
と
り
ざ
た
さ
れ
る
『
源
氏
物
語
』

帝
木
巻
〝
両
夜
の
品
定
め
〟
の
博
士
の
女
の
一
件
で
は
、
藤
式
部
の
語
る
奇
妙
な

夫
婦
関
係
が
君
達
を
刺
激
し
　
（
「
残
り
を
言
は
せ
む
と
て
、
さ
て
さ
て
を
か
し

か
り
け
る
女
か
な
、
と
す
か
い
給
ふ
」
）
、
そ
の
聞
く
者
の
期
待
に
応
じ
る
べ
く

「
鼻
の
わ
た
り
お
こ
づ
き
て
語
り
な
」
さ
れ
た
、
例
の
戯
画
的
な
エ
ピ
ソ
ー
ド

（
蒜
の
臭
さ
故
の
退
散
）
　
が
、
君
達
に
「
あ
さ
ま
し
」
「
そ
ら
事
」
と
笑
わ
れ

る
。
藤
式
部
の
か
た
り
は
「
い
づ
こ
の
さ
る
女
か
あ
る
べ
き
。
お
ひ
ら
か
に
鬼

と
こ
そ
向
か
ひ
居
た
ら
め
。
む
く
つ
け
き
事
」
と
不
評
だ
が
、
こ
れ
は
嘘
と
知

り
つ
つ
想
像
力
の
競
演
を
愉
し
ん
だ
末
の
享
受
者
の
感
想
で
あ
っ
た
ろ
う
。
こ

の
ほ
か
説
話
か
ら
周
知
の
例
を
引
け
ば
、
『
今
昔
物
語
集
』
『
宇
治
拾
退
物
語
』

の
禅
智
内
供
歪
に
み
え
た
鼻
を
縮
め
る
治
療
法
な
ど
も
こ
れ
に
あ
た
ろ
う
。
譲

語
り
や
ゲ
ナ
話
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
語
り
手
と
聞
き
手
の
嘘
の
共
有
は
、
こ
う

し
て
諸
作
品
の
戯
画
的
な
語
り
に
も
よ
り
明
瞭
な
か
た
ち
で
確
認
さ
れ
る
の
で

あ
る
。『

虫
め
づ
る
姫
君
』
　
－
、
異
常
な
人
物
設
定
や
多
く
の
戯
画
的
な
描
写
を

も
っ
て
な
る
こ
の
作
品
に
は
、
こ
こ
に
見
た
作
者
と
享
受
者
と
の
想
像
力
の
競
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演
や
嘘
の
共
有
と
い
っ
た
こ
と
が
含
ま
れ
て
い
な
い
だ
ろ
う
か
。
戯
画
的
表
現

に
託
さ
れ
た
批
評
性
の
内
実
を
よ
り
よ
く
考
え
る
た
め
に
も
、
ま
ず
は
そ
の
点

検
か
ら
は
じ
め
よ
う
。

三
　
虫
め
づ
る
姫
君
の
戯
画
性

〈
喋
）
な
ら
ぬ
（
虫
）
、
特
に
毛
虫
を
愛
し
た
姫
君
は
、
出
自
や
年
齢
に
ふ

さ
わ
ぬ
美
意
識
や
生
活
習
慣
、
ま
た
理
の
勝
っ
た
物
言
い
や
使
用
語
彙
の
特
異

さ
も
あ
っ
て
、
さ
ま
ざ
ま
に
読
者
を
刺
激
す
る
も
の
ら
し
く
、
先
行
研
究
に
人

物
像
や
こ
れ
を
産
み
出
し
た
時
代
思
潮
に
関
す
る
多
く
の
考
察
が
備
わ
っ
て
い

（4）る
。
た
だ
、
そ
れ
ら
は
い
わ
ば
姫
君
を
「
い
く
つ
か
の
層
の
中
の
一
つ
の
本
地

で
も
あ
る
素
地
の
美
し
い
女
性
と
し
て
、
そ
の
女
心
か
ら
発
す
る
で
あ
ろ
う
動

（5）

揺
も
含
め
て
、
一
貫
し
た
生
き
た
主
体
と
し
て
作
品
を
貫
い
て
い
る
」
存
在
と

見
て
の
見
解
で
あ
り
、
姫
君
の
実
体
化
を
回
避
し
、
戯
画
的
表
現
に
着
目
し
つ

つ
、
本
物
語
を
い
わ
ば
作
者
と
享
受
者
の
想
像
力
の
競
演
の
場
と
み
な
す
本
稿

と
は
関
心
の
向
い
方
を
異
に
す
る
。
こ
こ
で
は
本
稿
の
関
心
の
所
在
に
応
じ
て

次
の
言
及
を
確
認
す
る
に
と
ど
め
た
い
。

・
昔
話
の
型
で
い
え
は
隣
の
翁
だ
け
を
と
り
出
し
て
二
崩
の
物
語
構
成
と
し〈5）

（
藤
井
貞
和
氏
）

・
「
媒
め
づ
る
」
と
「
虫
め
づ
る
」
と
い
う
主
人
公
の
関
係
構
図
に
伴
っ
て
、

双
方
の
物
語
中
に
同
じ
よ
う
に
備
わ
る
諸
モ
チ
ー
フ
そ
し
て
そ
れ
に
関
係

づ
け
ら
れ
抽
出
さ
れ
る
意
味
性
も
、
総
て
が
さ
か
さ
ま
の
相
の
も
と
に
現

象
す
る
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
ま
ず
お
さ
え
て
お
き
た
い
。

〈7）

（
神
田
龍
身
氏
）

・
「
虫
め
づ
る
姫
君
」
　
の
異
常
性
は
、
周
囲
と
の
摩
擦
に
よ
っ
て
い
よ
い
よ

際
立
つ
。
対
両
親
、
対
使
用
人
、
そ
し
て
対
世
間
。
班
女
の
活
躍
舞
台
は

三
層
に
重
な
っ
て
ゆ
く
。
…
…
彼
女
を
囲
む
三
つ
の
同
心
円
的
舞
台
の
な

か
で
、
姫
の
異
常
性
が
い
か
に
躍
如
た
り
得
る
か
。
作
者
の
ね
ら
い
も
読

（

・

°

）

者
の
興
味
も
こ
こ
に
あ
る
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
（
鈴
木
一
蛇
氏
）

・
新
奇
な
起
筆
を
誇
る
、
テ
ソ
ポ
の
早
い
作
品
で
あ
る
。
非
常
に
理
知
的
、

科
学
的
な
言
動
と
、
そ
れ
と
全
く
裏
店
な
性
格
描
写
が
操
り
返
さ
れ
、
読

者
を
翻
弄
す
る
「
菜
し
さ
」
を
持
つ
。
文
章
の
運
び
を
見
て
も
、
時
に
冗

舌
で
あ
り
、
時
に
真
面
目
で
あ
り
、
巧
み
な
伝
急
白
在
の
コ
ツ
を
弁
え
た

〝
話
芸
の
妙
∵
－
－
そ
こ
に
は
落
語
の
は
し
り
を
思
わ
せ
る
話
運
び
が
あ

（9）

る
異
色
の
短
編
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
大
挨
拶
氏
）

ま
こ
と
に
「
媒
め
づ
る
姫
君
の
住
み
給
ふ
か
た
は
ら
」
　
の
．
虫
め
づ
る
巨
岩
．
は

（
隣
の
翁
）
に
ち
が
い
た
い
。
（
隣
の
翁
）
詔
が
言
わ
れ
る
よ
う
に
「
モ
ド
イ

こ
ご

て
菜
し
む
想
像
力
の
遊
び
」
　
で
あ
る
な
ら
は
、
．
虫
め
づ
る
．
賃
語
は
．
掠
め
づ

る
〟
物
語
を
「
モ
ド
イ
て
ま
し
む
想
像
力
」
　
の
所
産
、
そ
し
て
（
も
ど
き
）
は

「
爪
に
て
が
さ
か
さ
ま
の
相
の
も
と
に
現
象
す
る
」
　
影
を
と
り
、
（
運
び
）
は

「
色
女
を
揖
む
三
つ
の
同
心
円
的
舞
台
の
な
か
で
、
短
の
異
常
性
が
い
か
に
昆

如
た
り
得
る
か
」
　
の
追
求
に
黒
た
さ
九
て
い
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
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「
人
は
す
べ
て
、
つ
く
ろ
ふ
と
こ
ろ
あ
る
は
わ
ろ
し
」
　
と
て
、
眉
さ
ら
に

抜
き
拾
は
ず
、
歯
黒
め
「
さ
ら
に
う
る
さ
し
、
き
た
な
し
」
　
と
て
つ
け
給

は
ず
、
い
と
自
ら
か
に
笑
み
つ
つ
、
こ
の
虫
ど
も
を
朝
夕
に
愛
し
給
ふ
。

人
々
お
ぢ
わ
び
て
逃
ぐ
れ
は
、
そ
の
御
方
は
い
と
あ
や
し
く
な
む
の
の
し

り
け
る
。
か
く
お
づ
る
人
を
は
、
「
け
し
か
ら
ず
、
は
う
ぞ
く
な
り
」
　
と

て
、
い
と
眉
黒
に
て
な
む
睨
み
拾
ひ
け
る
に
、
い
と
ど
心
地
な
む
惑
ひ
け

る
。

こ
れ
が
．
琵
め
づ
る
．
の
「
さ
か
さ
ま
の
相
」
　
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
は

明
ら
か
で
あ
る
。
そ
し
て
「
人
々
」
　
の
「
お
ぢ
わ
び
て
逃
」
げ
る
様
子
と
そ
れ

を
睨
め
つ
け
る
姫
君
と
の
対
照
が
「
姫
の
異
常
性
が
い
か
に
躍
如
た
り
得
る
か
」

の
具
体
化
の
一
端
で
あ
る
こ
と
も
見
易
い
こ
と
だ
ろ
う
。
加
え
て
、
「
歯
黒
め

さ
ら
に
う
る
さ
し
、
き
た
な
し
と
て
つ
け
拾
は
ず
」
　
に
「
い
と
自
ら
か
に
笑
み

つ
つ
」
　
と
続
け
、
「
眉
さ
ら
に
抜
き
給
は
ず
」
　
に
「
い
と
眉
窯
に
て
な
む
睨
み

給
ひ
け
る
」
　
で
応
ず
る
と
こ
ろ
は
、
理
の
勝
っ
た
主
張
と
そ
れ
が
招
く
滑
桔
な

現
実
と
の
問
の
ア
ソ
バ
ラ
ソ
ス
が
絶
妙
の
呼
吸
を
も
っ
て
掬
い
取
ら
れ
た
も
の

と
い
う
べ
く
、
「
時
に
冗
舌
で
あ
り
、
時
に
真
面
目
で
あ
り
、
巧
み
な
緩
急
自

在
の
コ
ツ
を
弁
え
た
「
話
芸
の
妙
」
を
確
か
に
感
じ
さ
せ
る
。
さ
ら
に
い
え
は
、

末
尾
の
「
い
と
ど
心
地
な
む
惑
ひ
け
る
」
　
は
、
「
人
々
」
　
の
様
子
を
説
明
し
た

も
の
で
あ
り
な
が
ら
、
語
り
に
触
発
さ
れ
て
「
モ
ド
イ
て
楽
し
む
想
像
力
」
　
の

競
演
を
は
た
す
享
受
者
の
感
想
に
言
葉
を
与
え
、
こ
れ
を
迎
え
取
り
つ
つ
作
品

世
界
へ
と
引
き
込
む
仕
掛
け
で
も
あ
っ
た
だ
ろ
う
。

こ
う
し
て
先
行
研
究
の
言
及
は
作
品
の
趣
向
や
仕
組
み
、
語
り
口
の
特
徴
を

よ
く
説
明
す
る
。
そ
れ
は
、
（
隣
の
翁
）
を
こ
そ
話
題
の
中
軸
に
据
え
る
〝
ず
ら

し
〟
の
趣
向
、
特
異
な
主
人
公
を
類
型
的
な
周
辺
人
物
や
事
件
展
開
の
中
で
語
っ

て
異
常
さ
を
際
立
た
せ
る
仕
組
み
、
そ
の
際
立
つ
異
常
さ
を
享
受
者
の
笑
い
へ

と
回
収
し
て
い
く
語
り
口
、
と
い
っ
た
こ
と
に
な
ろ
う
か
。
こ
れ
ら
は
、
本
稿

の
関
心
に
即
し
て
い
え
ば
、
物
語
享
受
者
の
共
有
す
る
世
界
か
ら
逸
脱
し
た
主

人
公
を
仮
構
し
て
物
語
世
界
を
開
き
（
異
常
な
状
況
設
定
）
、
そ
の
主
人
公
を

享
受
者
周
知
の
頬
型
的
状
況
に
お
く
こ
と
で
想
像
力
を
刺
激
し
（
想
像
力
の
競

演
）
、
さ
ら
に
言
葉
を
過
剰
に
振
る
舞
わ
せ
て
誇
張
し
た
映
像
性
を
発
現
さ
せ

る
こ
と
で
異
常
さ
を
明
確
に
縁
取
り
（
戯
画
的
映
像
化
）
、
享
受
者
の
予
想
を
一

迎
え
取
っ
て
笑
い
を
導
い
た
（
嘘
の
共
有
）
　
も
の
に
は
か
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
　
2
1

こ
こ
に
、
す
で
に
し
て
こ
の
作
品
が
戯
画
の
表
現
機
構
を
備
え
て
い
る
こ
と
が
－

確
か
め
ら
れ
る
。

知
ら
れ
て
い
る
と
お
り
、
異
常
な
状
況
設
定
、
想
像
力
の
競
演
は
『
と
り
か

へ
ば
や
』
を
筆
頭
に
平
安
後
期
の
物
語
に
こ
数
多
く
見
受
け
ら
れ
る
。
「
す
べ
て
、

今
の
世
の
物
語
は
…
…
今
少
し
こ
と
ご
と
し
く
、
い
ち
は
や
き
さ
ま
に
し
な
し

た
る
ほ
ど
に
、
い
と
ま
こ
と
し
か
ら
ず
、
お
び
た
だ
し
き
ふ
し
ぷ
し
ぞ
は
べ
る
」
、

「
い
と
恐
ろ
し
き
こ
と
も
さ
し
交
じ
り
て
、
何
事
も
醒
む
る
心
地
す
る
こ
そ
、

lH、

い
と
ロ
惜
し
け
れ
」
、
こ
う
し
た
『
無
名
草
子
』
　
の
伝
え
る
消
息
に
し
た
が
え

ば
、
そ
れ
は
時
代
の
物
語
制
作
の
動
向
と
も
評
す
べ
き
も
の
で
も
あ
っ
た
ろ
う
。

『
虫
め
づ
る
姫
君
』
は
そ
の
よ
う
な
動
向
を
背
景
に
、
な
お
現
実
の
生
に
擦
り



寄
っ
て
登
場
人
物
の
心
中
を
窺
い
描
こ
う
と
す
る
諸
作
品
と
異
な
り
、
む
し
ろ

現
実
と
の
距
離
を
拡
大
さ
せ
る
か
た
ち
で
戯
画
的
映
像
化
、
嘘
の
共
有
に
は
た

さ
れ
る
戯
笑
を
こ
そ
追
い
求
め
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

四
　
戯
画
と
批
評
性

作
品
中
の
戯
画
的
な
語
り
は
枚
挙
に
い
と
ま
が
な
い
。
中
将
か
ら
蛇
を
送
ら

れ
た
折
の
姿
を
描
く
「
さ
す
が
に
恐
ろ
し
く
覚
え
給
ひ
け
れ
は
、
立
ち
ど
こ
ろ

居
ど
こ
ろ
喋
の
ご
と
く
、
声
蝉
声
に
の
た
ま
ふ
声
の
い
み
じ
う
を
か
し
け
れ
ば
」

は
そ
の
極
だ
が
、
若
女
房
に
厭
わ
れ
た
姫
君
に
と
っ
て
世
界
を
共
有
で
き
る
の

が
〝
男
の
童
〟
だ
け
で
あ
っ
た
と
し
、
そ
の
童
と
虫
談
義
に
興
じ
虫
に
因
む
朗
詠

を
諭
し
彼
ら
を
虫
の
名
で
呼
ん
だ
と
語
る
な
ど
も
、
作
品
が
開
い
た
異
常
な
状

況
設
定
の
中
で
享
受
者
と
の
想
像
力
の
競
演
を
楽
し
み
つ
つ
異
常
性
の
躍
如
を

め
ざ
し
た
一
種
悪
乗
り
め
い
た
戯
れ
で
あ
ろ
う
。
ま
た
歯
白
く
眉
黒
い
ば
か
り

で
は
な
く
、
筆
を
執
れ
ば
漢
字
交
じ
り
片
仮
名
文
、
「
は
た
お
り
め
の
小
社
ひ

と
か
さ
ね
、
白
き
袴
」
　
を
纏
い
、
手
に
は
墨
痕
鮮
や
か
な
白
扇
、
と
次
々
に
重

ね
ら
れ
て
ゆ
く
姫
君
の
形
象
化
も
同
様
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
姫
君
を
は
な
れ

て
も
、
娘
を
愛
し
て
恩
か
な
親
、
姫
君
擁
護
に
懸
命
の
乳
母
と
お
ぼ
し
い
〝
と

が
と
が
し
き
女
〟
と
若
女
房
と
の
確
執
と
い
っ
た
現
実
生
活
の
模
写
誇
張
、
あ

る
い
は
す
べ
て
の
和
歌
に
虫
が
詠
ま
れ
る
徹
底
ぶ
り
な
ど
ま
で
含
め
れ
ば
、
作

品
は
戯
画
で
埋
め
つ
く
さ
れ
て
い
る
と
い
っ
て
も
よ
い
は
ど
な
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
う
し
た
作
品
中
の
戯
画
的
な
語
り
を
た
ど
っ
て
い
く
と
、
そ

こ
に
は
想
像
力
の
遊
び
に
と
ど
ま
ら
ず
一
種
の
批
評
性
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と

に
気
付
く
。
た
と
え
ば
本
節
冒
頭
に
引
い
た
作
り
物
の
蛇
に
た
じ
ろ
ぐ
場
面
。

そ
の
姿
は
姫
君
の
言
行
不
一
致
を
示
す
部
分
と
し
て
夙
に
注
目
さ
れ
て
い
る
と

こ
ろ
で
、
そ
こ
か
ら
〝
虫
め
づ
る
〟
行
為
を
結
婚
拒
否
の
意
識
的
演
技
と
す
る
指

（12）

摘
も
な
さ
れ
て
い
る
わ
け
だ
が
、
こ
の
言
行
不
一
致
の
事
態
の
語
り
方
に
郎
稔

の
響
き
が
聞
こ
え
る
の
は
稿
老
ば
か
り
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
「
立
ち
ど
こ
ろ
店

ど
こ
ろ
喋
の
ご
と
く
、
声
蝉
声
に
の
た
ま
ふ
声
の
」
。
本
地
を
絶
対
化
す
る
姫

の
我
を
忘
れ
た
振
る
舞
い
が
成
虫
た
る
喋
の
舞
や
蝉
の
声
の
ご
と
く
で
あ
っ
た

と
す
る
と
こ
ろ
に
も
な
に
が
し
か
の
批
評
性
が
潜
ん
で
い
そ
う
だ
が
、
そ
こ
ま

で
穿
た
ず
と
も
、
昆
虫
礼
賛
の
姫
に
あ
ま
り
に
似
つ
か
わ
し
い
反
応
を
語
る
直

喩
表
現
は
そ
の
過
剰
な
言
葉
の
振
る
舞
い
の
故
に
戯
画
的
映
像
を
提
供
し
、
享

受
者
に
姫
君
の
客
体
化
を
促
し
て
笑
い
を
誘
わ
ず
に
は
い
な
い
。
話
語
は
戯
画

の
、
ま
た
戯
画
は
戯
笑
の
装
置
。
そ
し
て
「
笑
い
は
勝
利
の
歌
で
あ
る
。
そ
れ

は
笑
い
手
の
笑
わ
れ
る
人
に
対
す
る
瞬
間
的
な
、
だ
が
忽
加
と
し
て
発
見
さ
れ

113）

た
優
越
感
の
表
現
で
あ
る
」
　
（
マ
ル
セ
ル
・
．
ハ
ニ
ョ
ル
）
。
と
す
れ
ば
、
こ
こ
で

笑
い
の
対
象
と
さ
れ
て
い
る
姫
君
に
は
語
り
手
や
享
受
者
の
〝
優
越
．
し
た
視
点

か
ら
の
批
評
的
な
視
線
が
投
げ
掛
け
ら
れ
、
「
さ
す
が
に
恐
ろ
し
く
覚
え
拾
ひ

け
九
は
」
　
と
言
行
不
一
致
に
及
ん
だ
姫
君
を
拝
揺
す
る
文
既
が
構
成
さ
れ
て
い

る
こ
と
に
な
ろ
う
。

戯
画
が
パ
ロ
デ
ィ
の
訳
語
の
一
つ
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
し
て
も
践
両
的
窪
写

に
批
評
性
が
含
ま
れ
る
こ
と
は
見
易
い
道
理
だ
が
、
そ
の
意
味
で
鼓
画
に
埋
め
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つ
く
さ
れ
た
こ
の
作
品
は
批
評
性
に
満
ち
て
い
る
と
い
っ
て
も
よ
く
、
さ
ら
に

そ
の
監
謡
は
、
「
笑
わ
れ
る
人
」
　
と
し
て
鼓
画
の
主
役
を
演
ず
る
．
虫
め
づ
る
姫

君
L
L
も
っ
と
も
強
く
向
け
ら
れ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。

情
趣
的
伍
値
を
体
現
す
る
．
疾
め
づ
る
姫
君
．
の
反
措
定
と
し
て
の
．
虫
め
づ

（川）

る
鰹
君
㌔
「
軽
薄
な
世
俗
の
虚
偽
を
撃
つ
、
理
論
的
拠
点
と
し
て
、
形
象
化
さ

〓
ご

れ
た
」
．
虫
め
づ
る
姫
君
㌔
　
し
か
し
作
品
の
戯
画
性
に
視
点
を
定
め
て
読
み
直

す
と
き
、
対
負
化
さ
れ
撃
た
れ
て
い
る
の
は
．
虫
め
づ
る
姫
君
〟
そ
の
人
と
い
う

こ
と
に
な
り
そ
う
だ
。
こ
の
こ
と
は
、
姫
君
へ
の
批
評
が
作
中
に
若
女
房
た
ち

の
強
烈
な
歌
や
発
言
を
通
し
て
物
語
内
に
構
造
化
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
み

て
も
確
か
な
こ
と
と
思
わ
れ
る
が
、
さ
ら
に
物
語
後
半
、
姫
君
に
興
味
を
抱
く

．
好
き
者
〟
　
（
中
将
・
右
馬
助
）
　
の
配
置
か
ら
も
確
か
め
ら
れ
る
。
こ
れ
に
つ
い

て
は
工
藤
氏
の
次
の
指
摘
が
参
考
と
な
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
、
科
学
的
・
実
証
的
精
神
に
生
き
る
姫
君
に
よ
っ
て
、
伝
統

美
を
墨
守
す
る
人
々
が
脚
下
に
退
け
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
形
骸

化
し
た
情
趣
主
義
に
対
す
る
諷
刺
意
図
の
表
出
さ
れ
た
も
の
だ
と
考
え
て

も
い
い
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
、
こ
う
い
う
批
判
的
・
排
撃
的
態
度
は
、

本
篇
の
前
半
部
に
お
い
て
、
上
述
の
よ
う
に
確
か
に
認
め
う
る
の
で
あ
る

が
、
後
半
部
に
至
る
と
、
右
馬
の
助
と
い
う
王
朝
派
の
公
胸
の
視
点
を
通

し
て
、
姫
君
の
姿
が
ユ
ー
モ
ラ
ス
に
描
き
出
さ
れ
、
む
し
ろ
そ
の
笑
い
の

世
界
に
、
作
者
の
関
心
の
寄
せ
ら
れ
た
ご
と
き
趣
が
見
受
け
ら
れ
る
。
…

（
中
略
「
‥
こ
こ
に
は
姫
君
の
演
じ
る
滑
稽
な
さ
ま
を
笑
お
う
と
す
る
作

（15）

者
の
立
場
が
う
か
が
え
る
。

こ
こ
に
は
（
形
骸
化
し
た
情
趣
主
義
に
対
す
る
諷
刺
老
）
と
（
右
馬
の
助
と
い

う
王
朝
派
の
公
卿
）
と
の
対
置
構
造
が
取
り
出
さ
れ
、
後
者
が
前
者
を
笑
う
構

図
に
「
作
者
の
立
場
」
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
〝
好
き
者
〟
の
設
定
で
登
場
す
る

男
達
が
（
王
朝
派
の
公
卿
）
か
ど
う
か
は
一
考
を
要
し
、
む
し
ろ
〝
媒
め
づ
る
〟

と
〝
虫
め
づ
る
〟
と
の
両
界
往
還
が
可
能
な
、
境
界
線
上
を
生
き
る
遊
民
や
異
人

－
　
こ
れ
は
物
語
の
作
者
の
位
相
で
も
あ
ろ
う
。
後
述
。
　
－
　
と
し
て
読
み

た
い
と
こ
ろ
だ
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
そ
の
よ
う
な
彼
ら
の
視
線
に
よ
っ
て
こ

そ
姫
君
の
本
体
が
見
あ
ら
わ
さ
れ
、
批
評
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
確
か
な
こ
と
だ

ろ
う
。
そ
れ
は
「
世
づ
か
ね
姫
君
」
だ
っ
た
と
い
う
。
〝
世
づ
く
〟
っ
ま
り
喋
に

（17）

な
る
こ
と
を
拒
否
し
て
虫
化
し
た
姫
君
だ
っ
た
。
男
た
ち
は
そ
れ
を
口
惜
し
が

り
、
「
鳥
毛
虫
に
ま
ざ
る
る
ま
へ
の
毛
の
末
に
あ
た
る
ば
か
り
の
人
は
な
き
か

な
」
と
拒
否
し
、
「
笑
ひ
て
帰
」
る
。
言
わ
れ
る
と
お
り
、
作
品
は
「
姫
君
の

演
じ
る
滑
措
な
さ
ま
を
笑
お
う
と
す
る
」
　
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
こ
の
作
品
は
、
戯
画
的
描
写
を
通
し
て
、
作
中
の
若
女
房
の
口
を

通
し
て
、
ま
た
境
界
を
生
き
る
〝
色
好
み
〟
を
介
し
て
、
姫
君
を
笑
い
批
評
す
る
。

作
品
の
批
評
性
は
一
貫
し
て
〝
虫
め
づ
る
姫
君
〟
に
向
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
そ
れ
に
し
て
も
作
品
は
一
．
体
何
を
批
評
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

〝
虫
め
づ
る
姫
君
〟
と
は
何
な
の
だ
ろ
う
か
。

23



五
　
〝
虫
め
づ
る
姫
君
″
の
本
地

〝
虫
め
づ
る
姫
君
〟
と
は
何
か
。
作
品
の
批
評
は
ど
こ
に
向
け
ら
れ
て
い
る
の

か
。
工
藤
氏
の
見
解
を
援
用
し
て
い
え
ば
そ
の
回
答
は
次
の
よ
う
に
な
ろ
う
。

〝
虫
め
づ
る
姫
君
〟
は
（
隣
の
翁
）
と
し
て
〝
媒
め
づ
る
姫
君
〟
の
「
さ
か
さ
ま
の

相
」
　
に
あ
る
。
し
た
が
っ
て
〝
媒
め
づ
る
姫
君
〟
が
物
語
通
例
の
情
趣
主
義
の
体

現
者
で
あ
る
か
ら
に
は
〝
虫
め
づ
る
姫
君
〟
は
情
趣
主
義
の
「
さ
か
さ
ま
の
相
」

つ
ま
り
（
形
骸
化
し
た
情
趣
主
義
に
対
す
る
諷
刺
者
）
と
な
る
。
そ
れ
は
物
語

冒
頭
の
姫
君
の
発
言
、
「
人
々
の
、
花
、
喋
や
と
め
づ
る
こ
そ
は
か
な
く
あ
や

し
け
九
。
人
は
ま
こ
と
あ
り
、
本
地
た
づ
わ
た
る
こ
そ
、
心
は
へ
を
か
し
け
れ
」

に
よ
っ
て
も
明
ら
か
な
こ
と
だ
。
そ
し
て
物
語
は
そ
の
人
形
骸
化
し
た
情
趣
主

義
に
対
す
る
諷
刺
老
）
を
笑
い
、
批
評
す
る
。
こ
れ
が
作
品
の
構
図
だ
。

さ
て
、
こ
う
し
た
判
断
に
立
つ
と
、
作
品
の
批
評
の
地
平
は
情
趣
主
義
に
あ

り
、
そ
の
擁
護
の
主
張
の
物
語
化
が
『
虫
め
づ
る
姫
君
』
だ
っ
た
と
い
う
こ
と

に
な
る
。
こ
の
こ
と
は
〝
虫
め
づ
る
姫
君
〟
が
（
隣
の
翁
）
と
し
て
造
形
さ
れ
て

い
る
と
こ
ろ
か
ら
し
て
も
確
か
に
理
解
し
や
す
い
道
理
だ
ろ
う
。
（
隣
の
翁
）

型
の
話
語
は
「
モ
ド
イ
て
楽
し
む
想
像
力
の
遊
び
」
　
で
あ
る
一
方
、
負
性
を
も
っ

た
（
隣
の
翁
）
が
失
敗
す
る
話
題
を
加
え
て
笑
い
を
用
意
す
る
事
で
、
初
め
の

翁
の
正
統
性
を
強
調
し
、
共
同
体
の
価
値
観
や
倫
理
を
教
化
定
着
さ
せ
る
機
任

を
果
た
す
。
し
た
が
っ
て
〝
疾
め
づ
る
姫
君
〟
の
「
さ
か
さ
ま
の
相
」
を
戯
画
的

に
描
い
た
こ
の
作
品
も
ま
た
、
「
さ
か
さ
ま
の
相
」
　
を
措
き
そ
の
異
常
を
笑
う

事
で
〝
疾
め
づ
る
姫
君
〟
に
代
表
さ
れ
る
伝
統
的
価
値
観
を
教
化
定
着
す
る
こ
と

に
な
る
は
ず
な
の
で
あ
る
。

こ
の
作
品
と
伝
統
的
価
値
観
あ
る
い
は
そ
れ
に
基
づ
く
日
常
的
規
範
と
の
関

係
は
〝
色
好
み
〟
の
男
た
ち
の
姫
君
評
の
中
か
ら
も
窺
わ
れ
る
。
「
化
粧
し
た
ら

は
活
げ
に
は
あ
り
ぬ
べ
し
。
心
憂
く
も
あ
る
か
な
。
」
「
あ
な
く
ち
を
し
。
な
ど

か
、
い
と
む
く
つ
け
き
心
な
る
ら
む
。
か
ば
か
り
な
る
様
を
。
」
　
こ
の
「
心
憂

し
」
「
く
ち
を
し
」
「
む
く
つ
け
き
」
　
の
評
価
語
が
日
常
的
規
範
の
範
囲
内
に
あ

る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
日
常
的
規
範
は
共
同
幻
想
と
し
て
の
社
会
的
な

規
範
に
ほ
か
な
ら
な
い
が
、
異
人
で
あ
る
彼
ら
は
「
あ
や
し
き
女
ど
も
の
姿
を

作
り
て
」
社
会
に
同
化
し
、
規
範
の
枠
外
に
あ
る
美
点
を
発
見
す
る
l
方
で
そ

の
規
範
に
基
づ
い
て
姫
君
を
笑
い
批
評
す
る
の
で
あ
る
。
筏
ら
の
拉
君
に
向
け

る
笑
い
は
享
受
者
の
笑
い
で
も
あ
る
。
つ
ま
り
作
品
は
享
受
者
の
地
平
、
日
希

的
規
範
に
立
脚
し
て
、
そ
こ
か
ら
逸
脱
し
た
姫
君
を
戯
画
化
し
て
笑
い
比
註
す

る
の
で
あ
る
。
「
非
社
会
的
で
さ
え
あ
れ
は
、
そ
れ
は
滑
稽
に
な
り
得
る
の
だ
。
」

そ
し
て
「
笑
い
は
何
よ
り
ま
ず
矯
正
で
あ
る
。
屈
辱
を
与
え
る
よ
う
に
出
来
て

い
る
笑
い
は
、
笑
い
の
的
と
な
る
人
間
に
つ
ら
い
思
い
を
さ
せ
な
け
れ
ば
た
ら

ぬ
。
社
会
は
笑
い
に
よ
っ
て
人
が
社
会
に
対
し
て
振
舞
っ
た
自
由
行
数
に
柁
ヨ

（18）

す
る
の
だ
」
　
（
ベ
ル
グ
ソ
ソ
）
。
（
情
趣
主
義
に
対
す
る
冨
列
者
）
は
社
会
た
よ
っ

て
「
復
讐
」
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
実
現
が
『
虫
塑
つ
る
垣
君
臼
だ
っ

た
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
う
し
た
作
品
理
解
は
、
見
て
き
た
よ
う
に
物
語
‖
目
頭
の
巨
君
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の
発
言
、
「
人
々
の
、
花
、
謀
や
と
め
づ
る
こ
そ
は
か
な
く
あ
や
し
け
九
。
人

け
‡
こ
こ
と
あ
り
、
本
望
た
づ
わ
た
る
こ
そ
、
心
は
へ
を
か
し
け
れ
」
か
ら
、
泣

言
を
人
形
琶
化
し
た
精
確
主
義
に
対
す
る
ヨ
別
名
）
と
す
る
判
断
に
立
っ
て
の

も
の
だ
が
、
そ
こ
に
蛭
間
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
ま
ず
姫
君
の
本
地
。
こ
れ

は
、
日
日
コ
の
発
言
の
中
心
を
「
人
々
の
、
花
、
環
や
と
め
づ
る
こ
そ
は
か
な
く

あ
や
し
け
九
。
」
か
ら
「
人
は
ま
こ
と
あ
り
、
本
地
た
づ
わ
た
る
こ
そ
、
心
は

へ
を
か
し
け
九
。
」
　
に
移
し
て
読
む
と
、
（
形
骸
化
し
た
情
趣
主
義
に
対
す
る
謁

封
書
）
で
は
な
く
（
仏
教
的
言
説
の
信
奉
者
）
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
作
品
が

こ
の
両
者
の
い
ず
れ
に
比
重
を
か
け
て
姪
君
を
造
形
し
て
い
る
か
は
、
右
の
引

用
を
含
め
「
よ
ろ
づ
の
こ
と
ど
も
を
た
づ
ね
て
末
を
見
れ
ば
こ
そ
事
は
ゆ
ゑ
あ

れ
」
「
人
は
つ
く
ろ
ふ
と
こ
ろ
あ
る
は
わ
ろ
し
」
「
（
蛇
を
み
て
）
生
前
の
親
な

ら
む
」
「
思
ひ
と
け
ば
も
の
な
む
恥
か
し
か
ら
ぬ
。
人
は
夢
幻
の
や
う
な
る
世

に
語
か
と
ま
り
て
悪
し
き
こ
と
を
も
見
、
善
き
を
も
見
思
ふ
べ
き
」
な
ど
を
見

れ
ば
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
そ
れ
ぞ
れ
は
仏
典
諭
吉
に
典
拠
を
指
摘
で

（

1

9

一

き
る
言
説
で
あ
り
、
姫
君
は
（
仏
教
的
言
説
の
信
奉
者
）
と
し
て
一
汗
し
て
い

る
の
で
あ
る
。
（
仏
教
的
言
説
の
信
奉
者
）
と
し
て
の
〝
虫
め
づ
る
姫
君
㌔
　
そ

の
場
合
、
彼
女
を
笑
う
作
品
は
（
仏
教
的
言
説
の
信
奉
者
）
を
笑
い
批
評
し
て

い
る
こ
と
に
な
る
。

こ
う
し
た
判
断
に
対
し
て
は
す
ぐ
さ
ま
反
論
が
聞
こ
え
て
き
そ
う
だ
。
い
わ

く
、
仏
教
的
言
説
は
姫
君
が
自
ら
の
昆
虫
愛
好
を
理
論
武
装
す
る
た
め
に
持
ち

出
し
た
も
の
、
作
品
は
あ
く
ま
で
も
そ
の
異
常
な
趣
味
を
「
露
悪
思
想
と
猟
奇

【

ね

】

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

（

2

1

）

的
趣
味
と
の
反
映
」
　
あ
る
い
は
「
結
婚
拒
否
の
演
技
」
、
「
媒
（
大
人
）
　
へ
と

（

‘

2

】

脱
皮
す
る
こ
と
を
拒
否
す
る
彼
女
の
存
在
構
造
の
喩
」
と
し
て
描
い
て
い
る
の

で
あ
っ
て
、
さ
れ
ば
こ
そ
そ
の
理
論
の
破
綻
も
語
ら
れ
る
の
だ
、
と
。
し
か
し

こ
の
よ
う
な
反
論
は
作
品
の
戯
画
的
趣
向
を
顧
み
ず
物
語
世
界
を
あ
ま
り
に
実

体
的
に
捉
え
る
ゆ
え
の
も
の
で
、
何
よ
り
物
語
が
姫
君
の
〝
虫
め
づ
る
〟
行
為
を

着
想
し
た
そ
の
由
来
を
説
明
し
な
い
。
〝
虫
め
づ
る
〟
の
は
「
猟
奇
趣
味
」
　
で
は

な
い
。
ま
し
て
や
「
姫
君
の
性
を
自
覚
し
な
い
女
性
か
ら
性
的
な
女
性
へ
の
成

（23）

長
を
象
徴
化
」
　
し
た
も
の
で
も
「
演
技
」
　
で
も
な
い
。
そ
れ
は
〝
蝶
め
づ
る
”
行

為
と
の
対
照
、
「
さ
か
さ
ま
の
相
」
と
し
て
着
想
さ
れ
た
も
の
だ
。
そ
し
て
そ

の
〝
疾
め
づ
る
〟
は
単
に
情
趣
主
義
を
言
い
換
え
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
『
三

宝
絵
』
序
文
以
下
の
用
例
を
吟
味
し
た
関
根
賢
司
氏
が
い
う
よ
う
に
、
「
『
花
や

喋
や
と
』
ま
た
『
花
咲
（
と
）
』
と
い
ふ
言
葉
が
向
け
ら
れ
る
対
象
は
、
仏
道

に
対
す
る
世
俗
、
真
実
に
対
す
る
虚
偽
、
誠
実
に
対
す
る
軽
薄
、
と
い
ふ
や
う

（24）

に
、
常
に
、
批
判
さ
れ
、
否
定
さ
れ
る
側
に
あ
る
も
の
で
あ
っ
た
」
。
つ
ま
り

〝
喋
め
づ
る
〟
は
仏
教
的
価
値
観
か
ら
情
趣
趣
味
を
否
定
的
に
取
り
上
げ
る
際
の

慣
用
句
に
は
か
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
〝
虫
め
づ
る
〟
行
為
は
、

仏
教
的
言
説
が
否
定
す
る
〝
媒
め
づ
る
〟
行
為
の
「
さ
か
さ
ま
の
相
」
、
す
な
わ

ち
仏
教
的
言
説
の
肯
定
の
相
と
し
て
こ
そ
着
想
さ
れ
た
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
以

外
で
は
な
い
。
〝
虫
め
づ
る
姫
君
〟
の
発
言
が
仏
教
的
言
説
と
結
ぶ
の
も
こ
こ
に

理
由
が
あ
る
。
そ
れ
は
昆
虫
愛
好
の
理
論
武
装
で
は
な
く
根
拠
だ
っ
た
の
で
あ

る
。

25



仏
教
的
言
説
の
肯
定
の
相
と
し
て
着
想
さ
れ
た
〝
虫
め
づ
る
〟
行
為
。
こ
の
こ

と
は
物
語
の
戯
画
的
性
格
を
よ
く
説
明
し
よ
う
。
・
－
1
－
　
仏
教
的
言
説
は
〝
蝶

め
づ
る
〟
行
為
を
否
定
す
る
。
で
は
御
説
の
と
お
り
仮
相
外
相
を
否
定
し
て
本

地
実
相
を
尊
ぶ
仏
教
的
言
説
に
し
た
が
え
ば
ど
う
な
る
か
。
「
鳥
毛
虫
の
蝶
と

は
な
る
な
り
」
、
つ
ま
り
蝶
の
本
地
実
相
は
毛
虫
で
あ
る
か
ら
に
は
、
真
の
仏

道
者
は
〝
虫
め
づ
る
〟
行
為
に
日
々
こ
れ
務
め
る
こ
と
な
る
は
ず
。
そ
れ
は
た
と

え
ば
こ
ん
な
こ
と
か
し
ら
ん
。

〝
疾
め
づ
る
姫
君
〟
の
住
み
給
ふ
か
た
は
ら
の
〝
虫
め
づ
る
姫
君
〟
、
す
な
わ
ち

（
隣
の
翁
）
は
、
こ
う
し
て
〝
媒
め
づ
る
〟
行
為
を
否
定
し
本
地
実
相
を
尊
ぶ
仏

教
的
言
説
に
し
た
が
い
、
そ
の
「
さ
か
さ
ま
の
相
」
　
つ
ま
り
肯
定
相
と
し
て
着

想
造
形
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
そ
れ
は
「
モ
ド
イ
て
楽
し
む
想
像
力
の

遊
び
」
。
そ
う
し
て
物
語
は
、
戯
画
的
描
写
を
過
剰
に
積
み
重
ね
、
作
中
の
若

女
房
に
悪
態
を
つ
か
せ
、
ま
た
境
界
を
生
き
る
〝
好
き
者
〟
に
本
性
を
垣
間
見
さ

せ
て
、
姫
君
を
笑
い
批
評
す
る
。
つ
ま
り
〝
媒
め
づ
る
〟
行
為
を
否
定
し
本
地
実

相
を
尊
ぶ
仏
教
的
言
説
を
実
践
し
た
場
合
の
異
常
さ
を
、
〝
虫
め
づ
る
姫
君
〟
の

異
常
さ
の
誇
張
拡
大
を
通
じ
て
現
前
化
し
て
み
せ
、
そ
れ
を
笑
い
批
評
す
る
の

で
あ
る
。

そ
れ
ば
か
り
で
は
な
い
。
た
と
え
は
、
第
三
節
に
引
用
し
た
本
文
の
「
こ
の

虫
ど
も
を
朝
夕
に
愛
し
給
ふ
。
」
　
の
「
愛
し
」
が
仏
教
語
で
執
着
を
意
味
す
る

点
（
『
方
丈
記
』
末
段
「
イ
マ
草
庵
ヲ
愛
ス
ル
モ
」
、
『
発
心
集
』
巻
一
8
「
佐

国
、
華
を
愛
し
媒
と
な
る
事
。
付
、
六
波
羅
寺
幸
仙
、
楠
木
を
愛
す
る
事
」
　
な

ど
）
　
に
着
R
口
す
れ
ば
、
そ
こ
で
は
（
仏
教
的
言
説
の
信
奉
者
）
〝
虫
め
づ
る
姫

君
〟
が
彼
女
の
否
定
す
る
〝
喋
め
づ
る
〟
行
為
と
同
様
の
罪
を
犯
し
て
い
る
こ
と

が
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
仏
道
に
身
を
委
ね
て
閑
寂
に
執
す
る
自
ら

の
姿
を
見
呑
め
た
の
は
長
明
だ
が
、
こ
こ
で
も
仏
法
に
身
命
を
帰
し
て
お
の
ず

か
ら
法
の
戒
め
に
背
く
仏
教
者
の
ア
イ
ロ
ニ
ー
が
見
谷
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
に

な
ろ
う
。
ま
た
時
に
言
行
の
不
一
致
に
本
性
を
顕
し
な
が
ら
も
仏
教
的
言
説
に

戻
っ
て
行
く
姫
君
の
姿
に
は
、
兼
好
『
徒
然
草
』
　
の
次
の
言
薬
を
想
起
さ
せ
る

も
の
が
あ
る
。

そ
の
物
に
つ
き
て
そ
の
物
を
費
や
し
損
な
ふ
物
、
数
知
ら
ず
（
イ
か
な
ら

ず
）
　
あ
り
。
身
（
イ
体
）
　
に
風
あ
り
、
家
に
鼠
あ
り
、
国
に
賊
あ
り
、
小

こ
ご

人
に
財
あ
り
、
君
子
に
仁
義
あ
り
、
僧
に
法
あ
り
。
（
9
7
段
）

「
そ
の
物
に
つ
き
て
そ
の
物
を
費
や
し
損
な
ふ
」
例
と
し
て
の
「
僧
に
法
」
。

仏
の
教
え
へ
の
心
身
の
こ
わ
ば
り
が
僧
自
身
を
「
曹
や
し
的
な
ふ
」
　
と
い
う
。

こ
れ
は
仏
教
的
言
説
を
信
奉
し
実
践
す
る
心
身
の
こ
わ
ば
り
に
よ
っ
て
さ
ま
ざ

ま
な
奇
矯
な
振
舞
い
に
及
び
、
本
性
の
発
露
を
も
覆
い
隠
す
．
虫
め
づ
る
担
君
．

の
姿
を
言
い
当
て
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
「
お
か
し
み
の
畳
低
に
は
一
接

の
こ
わ
ば
り
が
あ
っ
て
、
そ
れ
が
人
を
一
直
組
に
進
ま
せ
た
り
、
他
人
の
言
う

こ
と
に
よ
く
耳
を
伍
け
さ
せ
な
か
っ
た
り
、
あ
る
い
は
何
に
も
監
き
容
れ
よ
う

と
さ
せ
な
か
っ
た
り
す
る
の
で
あ
る
。
…
…
強
情
を
盗
る
精
神
は
つ
い
に
は
物

に
自
分
の
観
念
を
適
応
さ
せ
る
代
り
に
、
自
分
の
観
念
通
り
に
わ
を
白
げ
ろ
よ

う
に
な
る
。
だ
か
ら
、
す
べ
て
の
喜
劇
的
人
物
は
い
ま
述
べ
た
㌫
覚
の
途
上
に
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あ
る
わ
け
で
あ
り
、
ド
ソ
・
キ
ホ
ー
テ
は
滞
積
的
不
条
理
の
一
般
的
タ
イ
プ
を

云
）

我
々
に
提
供
し
て
い
る
の
だ
」
（
ベ
ル
グ
ソ
ソ
）
。
ご
し
わ
は
り
〟
（
「
精
神
も
し

く
は
性
格
の
強
情
」
）
は
滑
格
の
母
で
あ
る
。
『
徒
然
草
』
9
3
段
に
は
、
売
買

の
さ
な
か
に
死
ん
だ
牛
を
め
ぐ
っ
て
売
人
・
買
入
の
得
失
が
議
論
さ
れ
る
な
か

場
違
い
な
無
常
の
理
を
説
い
て
笑
わ
れ
る
．
か
た
は
ら
の
人
〟
が
紹
介
さ
れ
て
い

る
。
按
も
ま
た
．
皆
人
〟
に
嘲
り
笑
わ
れ
る
ご
」
わ
は
り
〟
の
人
な
の
だ
ろ
う
。
そ

し
て
我
が
．
虫
め
づ
る
姫
君
〟
も
「
う
ち
わ
な
な
か
し
顔
は
か
や
う
に
」
向
け
な

が
ら
も
蛇
に
「
生
前
の
現
」
を
見
よ
う
と
す
る
ド
ソ
・
キ
ホ
ー
テ
に
は
か
な
ら

な
か
っ
た
。
作
品
は
こ
う
し
た
ご
」
わ
は
り
〟
に
が
ん
じ
が
ら
め
の
宗
教
者
の
姿

を
見
谷
め
、
戯
画
的
描
写
を
も
っ
て
誇
張
拡
大
し
、
笑
い
の
め
し
て
批
評
し
て

も
い
る
の
だ
っ
た
。

六
　
お
わ
リ
に
　
ー
戯
画
の
位
相
－

以
上
、
『
虫
め
づ
る
姫
君
』
の
戯
画
的
描
写
に
着
目
し
、
そ
こ
に
巧
ま
れ
て

い
る
表
現
を
考
え
て
き
た
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
言
葉
を
過
剰
に
振
る
舞
わ
せ
姫

君
の
異
常
を
誇
張
増
幅
し
て
映
像
化
し
た
こ
の
作
品
は
、
想
像
力
の
競
演
を
は

た
す
享
受
者
と
と
も
に
物
語
の
嘘
を
笑
い
愉
し
む
と
こ
ろ
に
そ
の
表
現
を
成
立

さ
せ
つ
つ
、
（
仏
教
的
言
説
の
信
奉
者
）
を
〝
虫
め
づ
る
姫
君
〟
に
造
形
し
こ
れ

を
戯
画
化
す
る
こ
と
で
（
仏
教
的
言
説
の
信
奉
者
）
を
笑
い
批
評
し
て
も
い
た

と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
か
。

（
仏
教
的
言
説
の
信
奉
者
）
　
へ
の
戯
笑
と
批
評
、
こ
う
し
た
表
現
の
生
成
が

ど
の
よ
う
に
し
て
可
徒
で
あ
っ
た
の
か
に
つ
い
て
は
栽
通
り
か
の
考
え
方
が
で

き
る
だ
ろ
う
。
そ
の
一
つ
は
、
虫
に
つ
い
て
関
心
を
寄
せ
た
〝
虫
め
づ
る
姫
君
〟

の
先
段
、
清
少
納
言
に
代
表
さ
れ
る
（
さ
か
し
人
）
　
へ
の
違
和
感
。
清
少
納
言

と
〝
虫
め
づ
る
姫
君
〟
と
は
虫
だ
け
で
は
な
く
、
仏
教
や
漢
字
漢
文
文
化
に
か
か

わ
る
教
養
に
関
心
を
寄
せ
る
点
で
も
共
通
す
る
。
『
紫
式
部
日
記
』
　
の
清
少
納

言
評
に
は
次
の
よ
う
に
あ
っ
た
。

清
少
納
言
こ
そ
し
た
り
顔
に
い
み
じ
う
侍
り
け
る
人
。
さ
ば
か
り
さ
か
し

だ
ち
、
真
名
書
き
散
ら
し
て
侍
る
ほ
ど
も
、
よ
く
見
れ
ば
ま
だ
い
と
足
ら

ぬ
こ
と
多
か
り
。
か
く
人
に
こ
と
な
ら
ん
と
思
ひ
こ
の
め
る
人
は
か
な
ら

ず
見
劣
り
し
、
行
く
末
う
た
て
の
み
侍
れ
ば
、
艶
に
な
り
ぬ
る
人
は
、
い

と
す
ご
う
す
ず
ろ
な
る
折
も
も
の
の
あ
は
れ
に
進
み
を
か
し
き
事
も
見
す

ぐ
さ
ぬ
程
に
、
を
の
づ
か
ら
あ
だ
な
る
さ
ま
に
も
な
る
に
侍
る
べ
し
。
そ

こ
二

の
あ
だ
に
な
り
ぬ
る
人
の
果
て
、
い
か
で
か
は
よ
く
侍
ら
ん
。

「
し
た
り
放
」
　
に
「
さ
か
し
だ
つ
」
と
は
〝
虫
め
づ
る
姫
君
〟
の
属
性
で
も
あ
る
。

「
母
屋
の
餌
を
少
し
巻
き
上
げ
て
几
帳
い
で
た
て
、
し
か
く
さ
か
し
く
言
ひ
出

だ
し
給
ふ
な
り
け
り
」
「
か
し
こ
が
り
質
め
給
ふ
と
聞
き
て
し
た
る
な
め
り
。
」

「
さ
か
し
き
声
に
て
、
い
と
興
あ
る
こ
と
か
な
。
こ
ち
持
て
乗
と
の
た
ま
へ
は
」
。

さ
ら
に
「
人
に
こ
と
な
ら
ん
と
思
ひ
こ
の
め
る
人
」
　
の
「
を
の
づ
か
ら
あ
だ
な

る
さ
ま
に
も
な
る
」
と
は
、
姫
君
に
み
る
（
心
身
の
こ
わ
ば
り
）
ゆ
え
の
滑
稽

な
言
動
を
言
い
当
て
た
も
の
で
も
あ
ろ
う
。
（
さ
か
し
人
）
　
の
滑
稽
は
先
に
引

い
た
『
源
氏
物
語
』
博
士
の
女
に
も
描
か
れ
る
と
こ
ろ
だ
が
、
清
女
の
場
合
は
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こ
れ
に
加
え
て
「
そ
の
あ
だ
に
な
り
ぬ
る
人
の
果
て
、
い
か
で
か
は
よ
く
侍
ら

ん
」
　
と
あ
る
。
周
知
の
通
り
、
そ
の
零
落
説
話
は
『
無
名
草
子
』
『
古
事
談
』

で
笑
い
を
増
長
さ
せ
る
方
向
で
の
成
長
を
遂
げ
て
い
る
。
そ
こ
に
は
〝
こ
わ
ば

り
〟
の
な
か
に
あ
る
（
さ
か
し
人
）
の
「
あ
だ
に
な
り
ぬ
る
」
さ
ま
を
増
幅
拡

大
し
て
笑
お
う
と
す
る
精
神
の
形
が
認
め
ら
れ
よ
う
。
そ
れ
は
『
虫
め
づ
る
姫

君
』
　
の
戯
画
的
表
現
の
う
ち
に
も
必
ず
や
宿
っ
て
い
る
も
の
に
ち
が
い
な
い
。

作
品
は
（
仏
教
的
言
説
の
信
奉
者
）
に
（
さ
か
し
（
賢
し
・
揚
し
）
　
人
）
を
見
、

そ
の
「
あ
だ
に
な
り
ぬ
る
」
　
さ
ま
を
悪
意
の
こ
も
る
想
像
力
を
介
し
て
笑
い
飛

ば
し
た
も
の
で
も
あ
っ
た
ろ
う
か
。

あ
る
い
は
ま
た
、
作
品
が
窺
わ
せ
る
（
仏
教
的
言
説
の
信
奉
者
）
　
へ
の
批
評

者
の
横
顔
に
、
こ
れ
と
対
極
に
あ
る
言
説
の
信
奉
者
、
つ
ま
り
〝
疾
め
づ
る
〟
と

仏
教
的
立
場
か
ら
批
判
さ
れ
る
人
文
学
的
言
説
の
信
奉
者
）
を
窺
う
こ
と
も
な

お
可
能
だ
ろ
う
。
・
－
－
－
「
人
々
の
花
喋
や
と
め
づ
る
こ
そ
は
か
な
く
あ
や
し
け

れ
」
、
御
説
ご
も
っ
と
も
、
で
は
そ
の
本
地
実
相
を
尊
ぶ
「
心
は
へ
」
　
の
実
践

は
か
く
も
あ
ら
ん
か
、
「
（
ま
こ
と
に
し
か
り
）
　
思
ひ
と
け
ば
も
の
な
む
恥
づ
か

し
か
ら
ぬ
」
、
い
ふ
か
ひ
な
し
、
と
い
う
次
第
で
あ
る
。

も
っ
と
も
、
姫
君
の
造
形
者
に
こ
う
し
た
八
文
字
的
言
説
の
信
奉
者
）
を
比

定
す
る
と
し
て
も
、
こ
れ
が
す
で
に
し
て
仏
教
的
立
場
か
ら
否
定
さ
れ
る
（
文

学
的
言
説
の
信
奉
者
）
で
あ
っ
た
点
に
は
注
意
が
必
要
だ
ろ
う
。
否
定
さ
れ
る

者
の
否
定
す
る
者
へ
の
笑
い
。
し
た
が
っ
て
彼
（
女
）
　
は
非
社
会
的
な
自
由
行

動
に
「
復
讐
」
す
る
「
社
会
」
　
の
代
理
者
で
は
あ
り
え
な
い
。
ま
た
そ
の
笑
い

は
「
勝
利
」
　
で
も
な
い
。
そ
れ
は
む
し
ろ
（
抑
圧
か
ら
の
身
振
り
と
し
て
の
笑

い
）
と
で
も
呼
ぶ
べ
き
も
の
。
そ
し
て
こ
の
笑
い
を
生
む
心
の
様
態
は
、
（
さ

か
し
人
）
の
欠
を
求
め
て
説
話
を
語
り
戯
笑
す
る
精
神
と
も
い
く
ら
か
の
重
な

り
を
も
っ
て
い
よ
う
。

抑
圧
か
ら
の
身
振
り
と
し
て
の
笑
い
。
こ
の
場
合
の
抑
圧
の
本
体
は
い
入
ノ
ま

で
も
な
く
仏
教
的
言
説
で
あ
る
。
八
文
字
的
言
説
の
信
奉
者
）
を
抑
圧
す
る

（
仏
教
的
言
説
）
、
こ
れ
は
当
然
の
こ
と
な
が
ら
狂
言
綺
語
観
を
想
起
さ
せ
る
。

そ
う
い
え
ば
「
何
謂
結
語
。
文
飾
巧
言
、
華
而
不
実
」
（
『
弘
明
集
』
巻
1
3
）
、
〝
花

咲
〟
の
〝
花
〟
は
狂
言
（
花
言
）
　
綺
語
の
名
に
お
い
て
仏
教
者
か
ら
否
定
さ
れ
る

文
学
的
言
説
の
別
名
だ
っ
た
。
狂
言
綺
語
観
、
そ
の
方
便
説
か
ら
帰
第
一
義
説

を
経
て
陀
羅
尼
観
に
い
た
る
道
行
を
辿
り
直
す
こ
と
は
し
な
い
が
、
そ
の
間
に

文
学
の
言
語
を
抑
圧
疎
外
し
た
仏
教
的
言
説
が
、
言
葉
に
つ
い
て
の
実
語
と
妄

語
の
二
分
節
、
さ
ら
に
そ
れ
ら
の
仏
教
的
止
揚
を
通
じ
て
制
度
化
さ
れ
て
い
っ

た
こ
と
は
、
も
は
や
周
知
の
こ
と
が
ら
に
属
す
で
あ
ろ
う
。
和
歌
論
書
や
説
話

集
を
は
じ
め
と
す
る
諸
文
献
が
白
楽
天
朗
詠
句
「
願
以
今
生
世
俗
文
字
之
業
…

…
」
　
（
仏
事
）
を
引
い
て
自
ら
の
言
語
的
営
み
を
意
義
づ
け
に
は
い
ら
れ
な
か
っ

た
と
こ
ろ
、
ま
た
物
語
に
関
し
て
い
え
は
紫
式
部
堕
地
獄
説
と
観
音
化
現
説
の

登
場
、
注
釈
世
界
で
の
仏
教
的
解
釈
の
藍
行
、
主
人
公
像
の
仏
教
的
変
容
や
仏

教
的
な
要
素
、
素
材
の
増
大
な
ど
に
、
そ
れ
は
明
ら
か
で
あ
る
。
『
虫
め
づ
る

姫
君
』
　
の
生
ま
れ
た
時
代
、
そ
の
ヶ
世
界
〟
は
お
そ
ら
く
文
学
の
、
す
な
わ
ち
情

趣
主
義
に
よ
っ
て
幻
想
さ
れ
る
そ
れ
で
は
な
く
、
狂
言
拉
語
観
に
代
表
さ
れ
る
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仏
教
的
言
説
に
よ
っ
て
秩
序
化
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
世
界
、
．
（
花
）
　
媒
め
づ
る
〟

が
否
定
的
な
響
き
を
も
っ
て
聞
か
れ
た
世
界
で
あ
っ
た
ろ
う
。
と
す
れ
ば
、
仏

教
的
言
説
に
よ
る
否
定
を
承
け
そ
の
昔
定
の
相
を
．
虫
め
づ
る
姫
君
〟
と
し
て
造

形
し
笑
い
批
評
す
る
こ
の
作
品
は
、
こ
う
し
た
〝
世
界
〟
を
生
き
こ
れ
と
向
き
合

い
対
話
す
る
な
か
で
募
っ
て
ゆ
く
違
和
不
快
の
捌
け
ロ
、
〝
世
界
〟
と
索
駐
す
る

心
の
表
出
と
し
て
生
成
し
た
も
の
と
の
理
解
も
可
能
に
な
っ
て
こ
よ
う
。
そ
の

よ
う
な
理
解
か
ら
す
れ
ば
、
．
虫
め
づ
る
姫
君
〟
と
は
ス
ケ
ー
プ
・
ゴ
ー
ト
、
仏

教
的
言
説
に
よ
っ
て
抑
圧
さ
れ
た
精
神
が
解
放
を
求
め
て
自
ず
か
ら
生
み
出
し

た
道
化
に
は
か
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
彼
女
こ
そ
が
仏
教
的
言
説
を
模
倣
し
笑

わ
れ
批
評
さ
れ
る
こ
と
で
〝
世
界
〟
を
打
ち
壊
し
に
し
て
し
ま
う
の
だ
か
ら
。

＊

（
道
化
）
、
な
が
な
が
し
い
行
論
の
果
て
に
行
き
着
い
た
〝
虫
め
づ
る
姫
君
〟

の
こ
の
本
地
の
名
は
、
し
か
し
実
は
物
語
の
作
者
に
こ
そ
ふ
さ
わ
し
い
の
か
も

し
れ
な
い
。
「
（
道
化
）
と
は
自
ら
の
意
志
に
よ
る
に
せ
よ
、
よ
ら
ぬ
に
せ
よ
、

通
常
人
に
は
言
え
ぬ
よ
う
な
（
真
実
）
を
語
る
人
物
で
あ
り
、
他
の
人
物
に
忠

告
を
与
え
、
虚
偽
の
仮
面
を
剥
ぐ
。
し
か
し
こ
の
人
真
実
）
は
、
危
険
な
力
を

充
分
と
り
去
っ
て
あ
る
か
ら
他
人
を
傷
つ
け
る
こ
と
は
な
い
の
だ
。
つ
ま
り

（
道
化
）
と
は
、
狂
気
の
模
倣
で
あ
り
、
狂
気
の
言
葉
を
社
会
の
中
に
無
害
な

も
の
と
し
て
流
通
さ
せ
る
と
い
う
意
味
で
、
狂
気
の
言
葉
の
体
制
組
み
込
み
で

（28）

あ
る
と
い
え
る
」
　
（
M
・
フ
ー
コ
ー
）
。
〝
虫
め
づ
る
姫
君
〟
を
昆
虫
愛
好
の
奇
妙

な
姫
君
と
し
そ
の
行
為
を
「
露
悪
思
想
と
猟
奇
的
趣
味
と
の
反
映
」
「
結
婚
拒

否
の
演
技
」
「
蝶
（
大
人
）
　
へ
と
脱
皮
す
る
こ
と
を
拒
否
す
る
彼
女
の
存
在
構

造
の
喩
」
と
読
ま
せ
る
の
は
「
危
険
な
力
を
充
分
と
り
去
っ
て
あ
る
か
ら
」
　
に

ち
が
い
な
い
。
秩
序
化
を
企
む
言
説
に
精
神
の
疎
外
と
抑
圧
を
感
じ
、
そ
こ
か

ら
言
説
に
心
身
を
こ
わ
ば
ら
せ
て
奇
矯
な
言
動
に
及
ぶ
姫
君
を
造
形
す
る
物
語

作
者
。
彼
（
女
）
　
は
こ
う
し
て
想
像
力
の
競
演
の
舞
台
を
設
け
、
「
モ
ド
イ
て

楽
し
む
想
像
力
の
遊
び
」
　
に
そ
の
異
常
性
の
躍
如
を
目
論
み
、
こ
れ
を
戯
画
的

に
語
っ
て
咲
笑
の
場
を
開
く
。
そ
し
て
そ
の
よ
う
に
し
て
「
狂
気
の
言
葉
を
社

会
の
中
に
無
害
な
も
の
と
し
て
流
通
さ
せ
る
」
　
こ
と
で
、
言
説
を
も
ど
き
笑
い
、

〝
世
界
〟
を
ひ
っ
く
り
か
え
し
て
打
ち
壊
し
に
し
、
「
通
常
人
に
は
言
え
ぬ
よ
う

な
（
真
実
）
を
語
る
人
物
」
　
と
し
て
仏
教
的
言
説
の
い
か
が
わ
し
さ
（
＝
「
虚

偽
の
仮
面
」
）
　
を
「
剥
」
　
い
で
見
せ
る
。
そ
う
し
た
身
振
り
と
し
て
の
笑
い
に

よ
っ
て
自
他
の
抑
圧
を
解
放
す
る
人
物
が
（
道
化
）
　
で
な
く
て
何
で
あ
ろ
入
ノ
。

（
道
化
）
と
し
て
の
物
語
作
者
。
彼
（
女
）
　
は
も
ち
ろ
ん
仏
教
的
言
説
に
与

し
な
い
。
ま
た
同
じ
程
度
に
日
常
的
規
範
に
も
な
ず
む
こ
と
が
な
い
。
そ
れ
は

姫
君
の
規
に
娘
を
愛
し
て
愚
か
な
親
を
写
し
取
り
、
若
女
房
と
乳
母
と
お
ぼ
し

い
女
房
と
の
対
立
に
女
房
社
会
の
現
実
を
模
写
し
て
み
せ
る
批
評
的
姿
勢
に
明

ら
か
で
あ
る
。
物
語
が
姫
君
の
批
評
に
用
い
る
日
常
的
規
範
は
姫
君
の
異
常
さ

を
際
立
た
せ
る
道
具
と
し
て
利
用
さ
れ
た
に
す
ぎ
な
い
。
日
常
的
規
範
を
も
体

制
的
な
仏
教
的
言
説
を
も
異
化
す
る
そ
の
身
振
り
は
、
い
か
に
も
（
道
化
）
に

ふ
さ
わ
し
い
こ
と
だ
ろ
う
。
「
境
界
性
（
マ
ー
ジ
ナ
リ
テ
ィ
）
　
こ
そ
彼
が
本
来

（
乃
〕

帯
び
て
い
る
刻
印
で
あ
る
」
　
（
山
口
昌
男
）
。
そ
し
て
こ
の
マ
ー
ジ
ナ
ル
な
性
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（
劃
】

格
は
、
『
宇
治
拾
退
物
語
』
　
の
作
者
、
ま
た
『
徒
然
草
』
末
段
、
幼
い
日
の
父

と
の
仏
の
本
地
を
め
ぐ
る
論
争
で
父
に
（
道
化
）
を
演
じ
さ
せ
、
仏
教
言
説
の

【31）

虚
構
を
暴
い
た
兼
好
に
も
通
う
。
既
成
言
説
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
性
を
見
抜
き
、

あ
る
い
は
そ
れ
に
よ
っ
て
は
救
わ
れ
ぬ
自
己
を
見
つ
め
、
そ
れ
ゆ
え
こ
れ
へ
の

偏
屈
を
拒
否
し
っ
づ
け
る
こ
と
で
境
界
を
さ
ま
よ
う
は
か
な
か
っ
た
と
お
は
し

い
彼
ら
の
姿
を
思
い
合
わ
せ
る
時
、
言
薬
を
過
剰
に
振
る
舞
わ
せ
る
戯
画
的
表

現
は
、
言
葉
へ
の
不
信
を
生
き
る
彼
ら
が
言
葉
と
の
戯
れ
の
中
で
そ
の
力
を
賦

活
し
、
抑
圧
さ
れ
た
精
神
を
解
放
し
て
こ
れ
に
形
を
与
え
て
い
く
数
少
な
い
手

（
詔
）

立
て
の
一
つ
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
『
虫
め
づ
る
姫
君
』
は
そ
う
し
た
位
相
に
あ

る
戯
画
の
表
現
と
し
て
、
言
説
の
交
差
の
な
か
に
あ
る
精
神
の
相
貌
を
よ
く
伝

え
る
。【注】

（
1
）
「
『
は
い
ず
み
』
考
」
　
（
『
古
典
研
究
』
第
一
・
九
二
1
2
）
。
な
お
、
小
論
は
、
こ
れ
に

続
く
『
堤
中
納
言
物
語
』
私
注
の
第
二
稿
で
あ
る
。

（
2
）
引
用
は
稲
賀
敬
二
、
他
校
注
『
堤
中
納
言
物
語
・
無
名
草
子
』
（
完
訳
日
本
の
古
典
2
7
・

小
学
館
・
八
七
）
。
以
下
、
同
じ
。

（
3
）
前
稿
で
は
古
妻
だ
け
で
は
な
く
今
妻
に
も
作
品
は
女
の
（
哀
し
み
）
を
見
て
い
た
と

し
、
そ
の
背
景
に
『
伊
勢
物
語
』
2
3
段
の
高
安
郡
女
と
享
受
者
と
の
対
話
が
あ
っ
た
だ

ろ
う
と
述
べ
た
。
そ
う
し
た
対
話
は
『
は
い
ず
み
』
　
の
読
み
か
ら
想
定
し
た
も
の
で
も

と
よ
り
確
か
な
証
拠
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
た
と
え
ば
高
安
郡
女
の
歌
が
、
そ
れ

ぞ
れ
『
新
古
今
和
歌
集
』
に
採
ら
れ
て
い
る
こ
と
（
巻
一
三
・
恋
三
・
一
二
〇
七
、
巻

一
五
・
恋
五
二
三
六
九
）
、
「
君
が
あ
た
り
」
詠
が
俊
成
『
古
今
凰
林
妹
抄
』
（
上
）

の
関
心
を
寄
せ
る
と
こ
ろ
と
な
り
、
こ
れ
を
本
歌
と
す
る
か
と
思
わ
れ
る
歌
が
定
家

（
『
拾
退
愚
章
』
　
二
〇
四
六
）
　
家
隆
（
『
壬
二
集
』
五
五
七
）
等
に
見
え
る
こ
と
な
ど
は
、

一
つ
の
傍
証
に
な
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

（
4
）
今
か
り
に
人
物
像
に
か
か
わ
る
見
解
の
い
く
つ
か
を
摘
出
す
る
　
（
行
論
に
際
し
て
引

用
し
た
も
の
は
省
く
）
。

・
萎
黄
病
患
者
（
山
岸
徳
平
「
『
虫
め
づ
る
姫
君
』
　
に
つ
い
て
」
　
新
註
国
文
学
叢
書
、

四
九
2
）

・
「
思
ひ
解
け
は
、
物
な
む
恥
か
し
か
ら
ぬ
。
人
は
夢
幻
の
や
う
な
る
世
に
、
誰
か
と

ま
り
て
、
悪
し
き
事
を
も
見
、
書
き
こ
と
を
も
み
思
ふ
べ
き
」
　
の
語
に
は
、
ニ
ヒ
リ

ス
テ
ィ
ッ
ク
哲
学
者
の
口
吻
が
う
か
が
わ
れ
、
姫
君
の
科
学
的
な
態
度
が
世
人
に
正

し
く
理
解
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
に
対
す
る
悲
し
い
自
棄
が
人
生
全
体
の
否
定
と
な
っ

て
い
る
こ
と
が
あ
ら
わ
れ
、
姫
君
の
科
学
的
へ
の
あ
ゆ
み
の
挫
折
し
て
、
壇
に
世
人

の
嘲
笑
の
的
と
な
っ
た
所
以
も
知
ら
れ
る
。
（
岡
一
男
「
源
氏
以
後
の
文
芸
に
あ
ら

わ
れ
た
る
頻
廃
的
傾
向
と
そ
の
克
服
」
『
桧
合
世
界
文
芸
』
　
1
・
四
九
9
）

・
体
制
秩
序
の
美
学
を
破
壊
す
る
、
霞
規
の
怪
奇
な
存
在
（
塚
原
鉄
雄
「
世
紀
末
的
た

猟
奇
趣
味
」
『
大
阪
市
大
人
文
研
究
』
七
五
1
2
）

・
臆
勢
・
皇
統
譜
・
異
性
へ
の
「
世
づ
か
ぬ
」
　
志
向
を
付
与
さ
れ
た
物
語
入
行
の
系
譜

（
小
鴨
菜
温
子
「
虫
め
づ
る
姫
君
」
『
解
釈
と
鑑
賞
』
　
八
〇
1
）

・
理
知
的
、
科
学
的
、
研
究
的
な
性
向
、
あ
る
い
は
悟
り
す
ま
す
理
論
・
信
条
た
ど
か

ら
は
男
性
的
な
榛
向
が
う
か
が
わ
れ
、
し
か
も
そ
の
夷
に
は
わ
ず
か
に
女
性
ら
し
さ

も
に
じ
む
の
で
あ
る
。
日
常
の
言
行
の
相
銀
の
な
か
に
盗
り
あ
げ
る
鰹
の
異
常
心
理
、

異
常
性
格
そ
の
も
の
が
主
題
で
あ
る
。
（
鈴
木
一
姓
『
堤
中
納
言
わ
語
序
説
』
八
〇
）

ま
た
、
（
虫
）
　
に
つ
い
て
は
、

・
虫
め
づ
る
姫
君
に
は
、
毛
虫
が
そ
の
l
り
e
l
㌃
C
｝
一
で
あ
っ
た
。
（
山
岸
往
平
「
平
安
末
期

物
語
に
見
え
た
る
二
つ
の
現
象
」
『
学
芸
』
三
四
6
）

‥
」
の
毛
虫
に
恥
毛
崇
物
症
、
蛇
に
男
但
象
徴
が
あ
る
こ
と
は
一
見
し
て
わ
か
ろ
う
。
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（
円
一
男
、
同
上
）

と
い
っ
た
意
味
が
見
出
さ
れ
て
い
る
。

（
5
）
阿
崇
拝
臣
「
虫
め
づ
る
姫
君
物
語
」
（
『
体
系
物
語
文
学
史
』
3
・
八
三
）
。

（
6
）
葦
井
貞
和
「
堤
中
納
言
物
語
」
（
『
研
究
資
料
日
太
古
興
文
学
』
1
・
八
三
）
。

（
7
）
神
田
詑
身
「
『
虫
め
づ
る
拉
君
』
幻
詔
」
（
『
物
語
研
究
』
1
・
七
九
4
）
。

（
8
）
鈴
木
一
接
『
堤
中
納
言
物
語
序
説
』
（
八
〇
）
。

（
9
）
大
円
技
『
堤
中
約
言
物
語
』
（
新
日
本
古
典
文
学
大
系
解
題
・
九
二
）

（
川
）
益
田
皆
実
「
民
話
の
思
想
　
－
　
伝
承
的
想
像
の
超
克
」
（
『
伝
統
と
現
代
』
刃
・
七

六
3
）
。

（
1
1
）
引
用
は
注
2
に
同
じ
。

（
ほ
）
稲
貧
敬
二
「
堤
中
堕
一
員
物
語
の
（
虫
め
づ
る
姫
君
）
異
様
な
言
動
を
済
技
と
読
め
は
」

『
国
文
学
』
　
八
二
9
）
。

（
1
3
こ
マ
ル
セ
ル
・
バ
ニ
ョ
ル
『
笑
い
に
つ
い
て
』
（
鈴
木
力
街
訳
・
岩
波
新
書
）
。

（
1
4
）
注
1
6
、
工
藤
氏
論
考
な
ど
。

（
1
5
）
閑
毀
賢
司
「
花
や
環
や
と
」
　
（
『
昭
和
学
院
国
語
国
文
』
七
二
1
2
）
。

（
ほ
ご
工
藤
遥
思
郎
「
『
堤
中
堕
呂
物
語
』
の
様
式
」
（
『
文
芸
研
究
』
4
4
・
六
三
7
）
。

（
冥
神
田
籠
身
氏
に
次
の
指
摘
が
あ
る
。
「
『
喋
め
づ
る
』
的
資
質
に
一
度
も
馴
染
む
こ
と

な
く
、
か
か
る
人
間
と
し
て
の
歩
み
を
否
定
し
そ
れ
と
戦
い
抜
く
こ
と
に
よ
っ
て
こ
そ
、

逆
に
『
虫
め
づ
る
姫
君
』
そ
の
も
の
と
し
て
完
成
成
熟
す
る
姫
君
、
…
：
虫
化
し
た
花

嫁
と
い
う
よ
り
も
、
も
し
か
し
た
ら
固
く
鎧
わ
れ
て
無
機
物
化
し
た
、
つ
ま
り
は
鉱
物

化
し
た
、
永
遠
の
処
女
と
評
し
た
方
が
よ
り
適
当
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
の
で
あ
る
。
」

（
「
『
虫
め
づ
る
姫
君
』
幻
評
　
－
　
虫
化
し
た
花
嫁
　
－
」
『
物
語
研
究
』
1
・
七
九
4
）

（
1
8
）
ベ
ル
グ
ソ
ソ
『
笑
い
』
（
林
達
夫
訳
・
岩
波
文
庫
）
。

（
1
9
）
三
角
洋
一
「
堤
中
納
言
物
語
－
　
『
虫
め
づ
る
姫
君
』
の
読
み
を
め
ぐ
っ
て
　
ー
」

（
『
国
文
学
』
八
六
m
）
、
日
下
幸
男
「
虫
め
づ
る
姫
君
と
浄
土
信
仰
　
－
　
人
は
ま
こ

と
あ
り
を
め
ぐ
っ
て
ー
」
（
『
文
学
・
語
学
』
聖
八
七
6
）
に
そ
の
考
証
が
試
み
ら

れ
て
い
る
。
な
お
、
三
角
論
文
は
、
注
1
5
の
開
設
論
文
の
紹
介
に
際
し
て
「
関
根
氏
が

二
項
対
立
的
に
析
出
す
る
『
仏
道
に
対
す
る
世
俗
、
真
実
に
対
す
る
虚
偽
、
誠
実
に
対

す
る
軽
薄
』
　
の
、
仏
道
・
真
実
・
誠
実
と
さ
れ
る
が
わ
に
対
し
て
も
、
作
者
の
思
い
入

れ
に
は
苦
い
も
の
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
な
お
考
え
て
み
た
い
。
」
　
と
述
べ
、
本

稿
と
同
様
の
立
脚
点
を
示
す
。
後
述
。

（
2
0
）
塚
原
鉄
雄
『
堤
中
納
言
物
語
』
（
日
本
古
典
集
成
・
作
品
概
説
・
新
潮
社
・
八
三
）
。

（
2
1
）
注
1
2
に
同
じ
。

（
望
神
田
龍
身
「
虫
め
づ
る
姫
君
、
奇
形
趣
味
と
博
物
学
」
（
『
国
文
学
』
九
三
1
0
）
。
こ

れ
は
次
の
よ
う
な
行
文
中
に
見
え
る
。
「
倒
錯
的
な
孤
独
の
人
生
を
歩
む
彼
女
で
あ
る
。

そ
の
彼
女
の
鬱
屈
し
た
性
の
捌
け
口
と
し
て
の
毛
虫
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
み
る
こ
と
も
確

か
に
ゆ
る
さ
れ
よ
う
。
そ
し
て
さ
ら
に
言
え
ば
、
毛
虫
そ
の
も
の
が
、
蝶
（
大
人
）
　
へ

と
脱
皮
す
る
こ
と
を
拒
否
す
る
彼
女
の
存
在
構
造
の
喩
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
よ
う
な
彼

女
の
ア
イ
デ
ソ
テ
ィ
テ
ィ
を
支
え
る
当
の
も
の
で
あ
る
と
も
評
し
う
る
こ
と
に
な
る
。
」
一

（
聖
二
谷
栄
一
編
『
堤
中
納
言
物
語
∵
と
り
か
へ
ば
や
物
語
』
（
鑑
賞
日
本
古
典
文
学
は
・
3
1

七
六
）
。
こ
れ
は
次
の
よ
う
な
行
文
中
に
見
え
る
。
「
署
な
物
言
い
だ
が
、
こ
の
鳥
毛
－

虫
も
、
毛
と
い
う
点
で
性
の
イ
メ
ー
ジ
を
担
い
、
姫
君
の
性
を
自
覚
し
な
い
女
性
か
ら

性
的
な
女
性
へ
の
成
長
を
象
徴
化
し
て
い
る
と
い
え
そ
う
で
あ
る
。
そ
う
し
た
点
で
い

え
ば
、
一
人
の
女
性
の
思
春
期
に
お
け
る
女
性
の
成
長
を
「
虫
め
づ
る
姫
君
物
語
」
　
と

形
象
化
し
た
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
」

（
2
4
）
注
1
5
に
同
じ
。

（
2
5
）
引
用
は
久
保
田
淳
、
他
校
訂
『
方
丈
記
・
徒
然
草
』
（
新
日
本
古
典
文
学
大
系
3
9
・

岩
波
書
店
・
八
九
）
　
に
よ
る
。

（
2
6
）
注
1
8
に
同
じ
。

（
2
7
）
引
用
は
伊
藤
博
、
他
校
訂
『
土
佐
日
記
・
輯
姶
日
記
・
紫
式
部
日
記
・
更
級
日
記
』

（
新
日
本
古
典
文
学
大
系
2
4
・
岩
波
書
店
・
八
九
）
　
に
よ
る
。

（
2
8
）
M
・
フ
ー
コ
ー
「
狂
気
と
社
会
」
（
神
谷
美
恵
子
訳
・
『
み
す
ず
』
七
〇
1
2
）
。



（
2
9
）
山
口
昌
男
「
道
化
と
詩
的
言
語
」
　
（
『
道
化
的
世
界
』
所
収
・
筑
摩
書
房
・
七
五
）
。

（
3
0
）
拙
稿
「
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
　
の
表
現
」
（
『
中
古
文
学
の
形
成
と
展
開
（
中
古
か
ら
中

世
へ
）
』
九
五
6
）
。

（
3
1
）
拙
稿
「
多
言
語
世
界
と
秩
序
」
　
（
『
日
本
文
学
』
九
五
7
）

（
3
2
）
注
3
0
3
1
拙
稿
に
も
『
宇
治
拾
退
物
語
』
『
徒
然
草
』
　
に
か
か
わ
っ
て
同
様
の
指
摘
を
し

た
。

※
一
九
九
五
年
三
月
稿
、
九
七
年
六
月
補
訂
。

－
　
た
け
む
ら
・
し
ん
じ
、
広
島
大
学
教
育
学
部
　
－




