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『
こ
ま
の
の
物
語
』
の
生
成

─
『
う
つ
ほ
物
語
』
享
受
の
一
様
相

髙
橋
　
諒

は
じ
め
に

　
﹃
こ
ま
の
の
物
語
﹄
と
題
さ
れ
た
写
本
が
あ
る
︒
内
容
は
︑﹃
う
つ
ほ
物
語
﹄
吹
上
上
巻
に
あ
た
る
が
︑﹃
こ
ま
の
の
物
語
﹄
と
い
う
題
は
︑
散

佚
物
語
の
そ
れ
を
想
起
さ
せ
る1

︒
中
村
忠
行
は
︑﹁
宇
津
保
の
伝
本
中
に
は
﹁
栄
華
物
語
﹂・﹁
続
う
つ
ぼ
﹂・﹁
桂
中
納
言
﹂
等
︑
他
の
書
名
を
冠

す
る
も
の
が
あ
る2

﹂
と
し
て
お
り
︑﹃
こ
ま
の
の
物
語
﹄
も
そ
の
一
つ
と
目
さ
れ
る
︒
既
に
猪
川
優
子
が
広
島
大
学
蔵
﹃
こ
ま
の
の
物
語
﹄
に
関

し
て
︑
紹
介
を
行
っ
て
い
る3

が
︑
他
の
諸
本
と
の
関
係
や
詳
細
な
本
文
の
検
討
は
な
さ
れ
て
い
な
い
の
が
実
状
で
あ
る
︒

　

本
稿
は
︑﹃
こ
ま
の
の
物
語
﹄
を
︑﹃
う
つ
ほ
物
語
﹄
吹
上
上
巻
の
一
伝
本
と
し
て
再
検
証
し
︑
こ
の
物
語
が
ど
の
よ
う
に
生
成
さ
れ
た
の
か
を

明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
︒

一
、
問
題
の
所
在

　

猪
川
に
よ
る
﹃
こ
ま
の
の
物
語
﹄
の
紹
介
は
︑
近
世
期
に
お
け
る
﹃
う
つ
ほ
物
語
﹄
の
伝
流
過
程
を
考
え
る
上
で
一
つ
の
示
唆
を
与
え
る
も
の
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で
あ
る
︒
た
だ
し
︑
指
摘
に
は
︑
数
点
の
疑
問
が
残
る
︒

　

一
つ
め
は
︑﹃
こ
ま
の
の
物
語
﹄
の
伝
本
が
ど
れ
ほ
ど
現
存
し
て
い
る
の
か
︑
と
い
う
点
で
あ
る
︒
広
島
大
学
図
書
館
蔵
本
以
外
の
伝
本
も
調

査
し
︑
諸
本
間
に
お
け
る
差
異
を
詳
し
く
見
て
い
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
︒

　

二
つ
め
は
︑﹃
う
つ
ほ
物
語
﹄
の
伝
本
中
︑﹃
こ
ま
の
の
物
語
﹄
の
ど
の
本
文
系
統
に
属
す
る
か
︑
と
い
う
点
で
あ
る
︒﹃
う
つ
ほ
物
語
﹄
の
諸

本
は
︑
前
田
本
・
浜
田
本
・
木
曽
本
・
流
布
本
の
四
系
統
に
区
分
さ
れ
る4

︒
そ
の
う
ち
︑
現
在
︑
最
善
本
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
が
︑
尊
経

閣
文
庫
蔵
前
田
家
一
三
行
本
︵
通
称
︑
前
田
本
︶
で
あ
る5

︒
こ
の
前
田
本
の
箱
書
に
は
︑﹁
宇
津
保
物
語
／
慶
安
四
年
七
月
／
後
水
尾
天
皇
所
／

賜
我
／
黄
門
利
常
卿
也
遂
以
為
家
珍
焉
／
正
四
位
下
行
左
近
衛
中
将
兼
加
賀
守
菅
原
朝
臣
／
綱
紀
再
拝
頓
首
誌
之
﹂
と
︑
慶
安
四
︵
一
六
五
一
︶

年
に
後
水
尾
天
皇
が
下
賜
し
た
こ
と
が
見
え
る
︒
こ
の
箱
書
か
ら
︑
古
態
を
と
ど
め
る
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
︑
現
行
の
注
釈
書
や
論
考
の

大
半
が
︑
前
田
本
に
依
拠
す
る
︒
し
か
し
︑
猪
川
の
指
摘
す
る
よ
う
に
︑﹃
こ
ま
の
の
物
語
﹄
は
︑
前
田
本
の
本
文
と
は
異
な
る
本
文
を
複
数
有

し
て
い
る
︒
い
か
な
る
本
文
を
持
つ
の
か
再
検
証
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
︒

　

三
つ
め
は
︑﹃
こ
ま
の
の
物
語
﹄
が
ど
の
よ
う
に
生
成
さ
れ
た
の
か
︑
と
い
う
点
で
あ
る
︒
猪
川
は
︑

散
佚
物
語
の
名
を
連
想
さ
せ
る
思
わ
せ
ぶ
り
な
題
を
つ
け
︑
跋
文
で
は
古
物
語
の
同
名
書
と
異
な
る
と
断
り
な
が
ら
︑﹃
う
つ
ほ
﹄
の
名
を

挙
げ
る
こ
と
な
く
源
氏
以
前
の
物
語
で
あ
る
と
位
置
付
け
る
︑
こ
こ
に
は
何
ら
か
の
作
為
を
感
じ
ざ
る
を
得
な
い
︒

と
述
べ
て
お
り
︑﹃
う
つ
ほ
物
語
﹄
の
名
を
示
さ
ず
︑﹃
こ
ま
の
の
物
語
﹄
と
い
う
別
物
語
と
し
て
仕
立
て
た
﹁
作
為
﹂
を
指
摘
し
て
い
る
︒
た
だ

し
︑
編
者
の
﹁
作
為
﹂
と
断
ぜ
ら
れ
る
か
︑
検
討
が
必
要
で
あ
る
︒
ま
た
︑
さ
ら
に
そ
れ
を
書
写
し
た
者
︵
読
者
︶
は
ど
の
よ
う
な
認
識
で
﹃
こ

ま
の
の
物
語
﹄
を
捉
え
た
の
か
︑
も
考
え
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
︒

　

本
稿
で
は
︑
一
つ
め
︑
二
つ
め
の
疑
問
を
解
消
さ
せ
つ
つ
︑
三
つ
め
の
問
題
を
中
心
に
考
え
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
︒

二
、『
こ
ま
の
の
物
語
』
の
諸
本
と
本
文

　
﹃
こ
ま
の
の
物
語
﹄
の
写
本
は
︑
現
在
ま
で
調
査
し
た
限
り
で
三
本
あ
る
︒
こ
れ
ら
の
略
書
誌
を
記
す
︒
ゴ
チ
ッ
ク
体
の
︹　

︺
内
は
略
称
で
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あ
る
︒

（
１
）
広
島
大
学
中
央
図
書
館
蔵
写
本
〔
広
大
本
〕

　
︹
江
戸
中
期
︺
写
︒
縦
二
七
・
〇
×
横
一
九
・
四
糎
︒
袋
綴
︑
一
巻
一
冊
︒
料
紙
は
楮
紙
︒
灰
色
表
紙
︑
表
紙
中
央
直
書
﹁
こ
ま
の
ゝ
物
語　

全
﹂
と
あ
る
︒
墨
付
全
四
一
丁
︒
内
題
は
﹁
こ
ま
の
ゝ
物
語
﹂︒
本
文
一
二
行
書
︑
一
行
二
二
字
程
度
︒
字
面
高
さ
は
︑
二
〇
・
五
糎
︒
和
歌
は

三
～
四
字
下
げ
で
始
ま
り
︑
一
首
二
行
で
︑
二
行
目
は
一
行
目
よ
り
一
字
下
げ
で
︑
歌
末
は
︑
地
の
文
に
繫
が
ら
な
い
形
式
︒
尾
題
は
︑﹁
こ
ま

の
ゝ
も
の
か
た
り　

終
﹂︒
奥
書
は
︑
な
し
︒
跋
文
は
︑﹁
清
の少

納
言
枕
草
紙
物
語
は
こ
ま
の
ゝ
物
語
は
ふ
る
／
き
か
は
ほ
り
さ
し
出
て
も
い
に
し

か
お
か
し
き
な
り
と
い
へ
／
り
今
こ
の
事
此
物
語
に
見
え
す
可
尋
／
源
氏
蛍
巻
に
こ
ま
の
ゝ
も
の
か
た
り
の
絵
に
て
あ
る
／
を
い
と
よ
く
か
き
た

る
絵
か
な
と
て
御
ら
ん
す
ち
い
さ
き
／
女
君
の
何
心
な
く
て
ひ
る
ね
し
給
へ
る
所
を
む
か
し
の
／
有
様
お
ほ
し
○出

て
女
君
は
見
給
ふ
か
ゝ
る
わ
ら

は
と
ち
た
／
に
い
か
に
さ
れ
た
り
け
ん
ま
ろ
こ
ろそ

な
を
た
め
し
に
し
つ
／
へ
し
心
の
と
け
さ
は
人
に
似
さ
り
け
れ
と
き
て
出
給
へ
り
と
／
云
々

此
事
も
こ
の
も
の
か
た
り
に
出
す
さ
れ
は
こ
の
物
語
／
は
昔
の
こ
ま
の
ゝ
物
語
は
あ
ら
さ
る
か
此
も
の
語
に
こ
ま
の
／
た
ね
枩
と
い
ふ
事
は
か

り
に
て
狛
野
と
い
ふ
事
な
／
け
れ
は
こ
れ
は
こ
ま
物
語
な
と
い
ひ
て
こ
ま
の
ゝ
も
の
か
た
り
／
と
云
は
各
別
の
も
の
か
な
か
〳
〵
後
の
偽
事
と

は
／
見
え
す
源
氏
以
前
の
も
の
か
た
り
と
見
ゆ
れ
は
是
も
一
／
種
の
物
語
と
心
う
へ
し
﹂︒
印
記
は
︑
前
見
返
し
上
中
央
に
︑﹁
国
語
国
文
学
教

室
﹂︵
青
︶︑
前
見
返
し
中
央
に
︑﹁
広
島
／
大
学
図
／
書
印
﹂︵
朱
陽
方
︶︑
前
見
返
し
中
央
や
や
下
に
︑﹁
広
島
大
学
／
文
／18129

／
図
書
﹂︵
青

円
︶︑
一
丁
オ
モ
テ
右
肩
に
︑﹁
広
島
大
学
図
書
之
印
﹂︵
陽
朱
楕
円
︶︑
一
丁
オ
モ
テ
右
下
に
︑﹁
城
戸
蔵
﹂︒

　

後
述
す
る
︵
２
︶・︵
３
︶
と
異
な
り
︑
上
・
中
・
下
の
尾
題
こ
そ
な
い
が
︑
二
箇
所
半
丁
分
の
空
白
を
設
け
る
こ
と
で
︑
本
文
を
三
つ
に
区
分

け
し
て
い
る
︒
そ
の
箇
所
は
︵
２
︶・︵
３
︶
と
一
致
す
る
︒

（
２
）
鶴
舞
中
央
図
書
館
河
村
文
庫
蔵
写
本
〔
鶴
舞
甲
本
〕

　

安
永
九
︵
一
七
八
〇
︶
年
写
︒
縦
二
七
・
〇
×
横
一
九
・
二
糎
︒
袋
綴
︑
三
巻
一
冊
︒
料
紙
は
楮
紙
︒
薄
緑
色
横
刷
毛
目
表
紙
︑
表
紙
左
肩

双
枠
書
題
簽
﹁
狛
野
物
語　

全
﹂︵
一
七
・
二
×
三
・
八
糎
︶
と
あ
る
︒
内
題
は
﹁
狛
野
物
語
﹂︒
上
一
四
丁
︑
中
一
三
丁
︑
下
一
一
丁
︑
墨
付

全
三
九
丁
︵
う
ち
遊
紙
一
丁
︶︒
本
文
一
〇
行
書
︑
一
行
二
二
字
程
度
︒
匡
郭
は
︑
二
二
・
二
×
横
一
五
・
二
糎
︒
和
歌
は
三
～
四
字
下
げ
で
始
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ま
り
︑
一
首
一
行
で
︑
歌
末
は
︑
地
の
文
に
繫
が
ら
な
い
形
式
︒
尾
題
は
︑﹁
こ
ま
の
ゝ
物
語
上
︵
中
・
下
︶﹂︒
奥
書
は
﹁
慶
安
五
年
十
月
十
一

日
以
異
本
校
定
／
︵
一
〇
文
字
分
空
白
︶
書
殿
正
字
藤
原
朝
臣
押
／
安
永
九
年
十
二
月
八
日
書
写
竣
功
／
︵
一
〇
文
字
分
空
白
︶
詞
苑
逸
士
藤
益

根
識
﹂︒
印
記
は
︑
一
丁
オ
モ
テ
右
下
に
︑﹁
市
立
／
名
古
屋
／
図
書
館
／
蔵
書
之
﹂︵
朱
陽
方
︶︑
裏
見
返
し
中
央
に
︑﹁
市
立
名
古
屋
図
書
館
／

16926

／
大
正
12
年
7
月
15
日
﹂︵
茶
円
︶︒
元
奥
書
と
お
ぼ
し
い
﹁
慶
安
五
年
～
藤
原
朝
臣
﹂
は
︑
未
詳
で
あ
る
︒

（
３
）
鶴
舞
中
央
図
書
館
河
村
文
庫
蔵
写
本
〔
鶴
舞
乙
本
〕

︹
江
戸
中
期
︺
写
︒
縦
二
六
・
二
×
横
一
九
・
一
糎
︒
袋
綴
︑
三
巻
一
冊
︒
料
紙
は
楮
紙
︒
茶
色
横
刷
毛
目
表
紙
︑
表
紙
中
央
直
書
﹁
こ
ま
の
ゝ

物
語　
上中下
﹂
と
あ
る
︒
ま
た
後
補
で
︑
表
紙
左
肩
双
枠
書
題
簽
﹁
こ
ま
の
ゝ
物
語　

全
﹂︵
一
七
・
二
糎
×
四
・
三
糎
︶
が
あ
る
︒
内
題
は
﹁
こ

ま
の
ゝ
物
語
﹂︒
上
一
五
丁
︑
中
一
四
丁
︑
下
一
二
丁
︑
墨
付
全
四
一
丁
︒
本
文
一
二
行
書
︑
一
行
二
二
字
程
度
︒
字
面
高
さ
は
︑
二
〇
・
三

糎
︒
和
歌
は
三
～
四
字
下
げ
で
始
ま
り
︑
一
首
二
行
で
︑
二
行
目
は
一
行
目
よ
り
一
字
下
げ
︑
歌
末
は
︑
地
の
文
に
繫
が
ら
な
い
形
式
︒
尾
題

は
︑﹁
こ
ま
の
ゝ
物
語
上
︵
中
・
下
︶﹂︒
奥
書
は
︑
な
し
︒
印
記
は
︑
一
丁
オ
モ
テ
や
や
右
下
に
︑﹁
市
立
／
名
古
屋
／
図
書
館
／
蔵
書
之
﹂︵
朱

陽
方
︶︑
一
丁
オ
モ
テ
右
下
に
︑﹁
河
邨
／
家
蔵
﹂︵
朱
陽
方
︶︑
四
一
丁
ウ
ラ
左
下
に
︑﹁
市
立
名
古
屋
図
書
館
／

0　

4629

／
大
正
11 

年
12
月
1

日
﹂︵
茶
円
︶︒

　
︵
１
︶
～
︵
３
︶
の
諸
本
は
︑
内
容
上
三
つ
に
区
切
ら
れ
て
い
る
︒
一
つ
め
は
︑﹁
む
か
し
紀
伊
国
む
ろ
の
郡
に
﹂
か
ら
始
ま
り
︑
源
涼
の
登
場

と
︑
仲
頼
・
仲
忠
ら
一
行
が
吹
上
の
宮
を
訪
れ
︑
歓
待
を
受
け
る
く
だ
り
ま
で
︑
二
つ
め
は
︑﹁
か
ゝ
る
程
に
浜
の
ほ
と
り
の
花
さ
か
り
に
な
り

ぬ
﹂
か
ら
始
ま
り
︑
林
の
院
で
の
花
の
宴
︑
種
松
の
贈
り
物
︑
種
松
の
居
住
場
所
の
説
明
ま
で
︑
三
つ
め
は
﹁
か
く
て
吹
上
の
宮
に
は
﹂
か
ら
始

ま
り
︑
鷹
狩
り
と
︑
仲
頼
の
参
内
ま
で
︑
で
あ
る
︒
三
分
割
の
分
量
は
︑
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
︒
従
っ
て
︑﹃
こ
ま
の
の
物
語
﹄
祖
本
は
︑
薄
め
の

列
帖
装
で
三
冊
本
で
あ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
︒
三
冊
に
分
け
た
理
由
は
︑
編
者
が
﹃
こ
ま
の
の
物
語
﹄
を
散
佚
物
語
で
あ
る
よ
う
に
見
せ
た
﹁
作

為
﹂
と
し
て
考
え
ら
れ
る
︒
こ
の
点
は
︑
第
四
節
で
後
述
す
る
︒

　
﹃
こ
ま
の
の
物
語
﹄
諸
本
の
本
文
は
︑
い
ず
れ
も
﹃
う
つ
ほ
物
語
﹄
吹
上
上
巻
の
本
文
系
統
中
︑
木
曽
本
系
統
に
合
致
す
る
︒
木
曽
本
系
統
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は
︑
中
村
忠
行
が
系
統
と
し
て
立
て
て6

以
降
︑
現
在
ま
で
あ
ま
り
言
及
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
本
文
系
統
で
あ
っ
た
︒﹁
木
曽
本
﹂
と
い
う
呼
称
に

つ
い
て
︑
新
美
哲
彦
は
﹁
近
世
に
つ
く
ら
れ
た
校
本
の
校
異
に
木
曽
本
と
の
記
載
が
見
え
る
の
で
そ
こ
か
ら
の
命
名
か
と
思
わ
れ
る7

﹂
と
述
べ
る

が
︑
詳
し
い
こ
と
は
定
か
で
は
な
い
︒
木
曽
本
系
統
に
つ
い
て
明
ら
か
と
な
っ
て
い
る
の
は
︑
木
曽
本
系
統
の
本
文
を
持
つ
﹃
う
つ
ほ
物
語
﹄
の

断
簡
か
ら
︑
近
世
前
期
の
三
条
西
家
周
辺
が
書
写
に
関
わ
っ
て
い
た
こ
と8

︑
そ
し
て
︑
木
曽
本
系
統
の
主
な
特
徴
と
し
て
︑
諸
本
す
べ
て
に
注

記
︑
振
り
仮
名
︑
宛
字
︑
読
点
が
付
さ
れ
︑
校
訂
作
業
を
経
た
本
文
で
あ
る
こ
と9

︑
で
あ
る
︒

　
﹃
こ
ま
の
の
物
語
﹄
の
諸
本
は
︑
本
文
が
木
曽
本
系
統
で
あ
る
こ
と
に
加
え
て
︑
木
曽
本
系
統
に
見
ら
れ
る
書
入
も
有
し
て
い
る
︒

　

ま
た
︑﹃
こ
ま
の
の
物
語
﹄
諸
本
間
で
は
︑
目
立
っ
た
異
同
が
僅
少
で
あ
る
︒
た
だ
し
︑
目
移
り
に
よ
る
脱
文
と
お
ぼ
し
い
事
象
か
ら
︑︽
鶴
舞

甲
・
乙
本
︾
と
︽
広
大
本
︾
の
間
に
は
︑
少
し
隔
た
り
の
あ
る
こ
と
が
窺
え
る
︒
次
の
よ
う
な
例
が
あ
る10

︒

給
な
り
□
男
は
七
郎
に
あ
た
り
給
ふ
侍
従
女
の
中
に
は
九

に
あ
た
り
給
ふ
な
む
い
と
こ
よ
な
く
物
し
給
ふ
か
の
女
君

を
は
只
今
の
天
下
の
人
え
聞
過
し
給
は
は
こ
れ
か
れ 

︵
広
大
本
／
一
二
ウ
︶

広
大
本
に
は
︑
私
に
空
格
の
四
角
囲
み
を
付
し
た
︒
そ
の
空
格
に
は
︑
鶴
舞
甲
・
乙
本
と
も
に
傍
線
の
本
文
を
有
し
て
い
る
︒

給
也
男
女
な
と
人
に
こ
よ
な
く
ま
さ
り
た

ま
へ
り
其
中
に
も
男
は
七
郎
に
あ
た
り
給
ふ
侍
従
女
の
中
に
は

九
に
あ
た
り
給
ふ
な
む
い
と
こ
よ
な
く
物
し
給
ふ
か
の
女
君
を
は
只
今
の
天

下
の
人
え
過
し
給
は
す
こ
れ
か
れ 

︵
鶴
舞
甲
本
／
一
二
ウ
～
一
三
オ
︶

給
な
り

男
女
な
と
人
に
こ
よ
な
く
ま
さ
り
た
ま
へ
り
其
中
に
も

男
は
七
郎
に
あ
た
り
給
ふ
侍
従
女
の
中
に
は
九
に
あ
た
り

給
ふ
な
む
い
と
こ
よ
な
く
物
し
給
ふ
か
の
女
君
を
は
只
今
の
天
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下
の
人
え
過
し
給
は
す
こ
れ
か
れ 

︵
鶴
舞
乙
本
／
一
三
オ
～
一
三
ウ
︶

広
大
本
に
︑
こ
の
よ
う
な
脱
落
が
起
き
た
可
能
性
は
四
つ
あ
る
︒
次
の
通
り
で
あ
る
︒

︵
ア
︶
広
大
本
の
書
写
者
が
︑
親
本
の
本
文
を
写
す
過
程
で
目
移
り
を
起
こ
し
た
︒

︵
イ
︶
あ
る
時
点
で
目
移
り
を
起
こ
し
た
本
を
︑
広
大
本
が
親
本
と
し
て
写
し
た
︒

︵
ウ
︶
広
大
本
の
書
写
者
が
︑
意
図
的
に
本
文
を
取
り
除
い
た
︒

︵
エ
︶
あ
る
時
点
で
︑
意
図
的
に
本
文
を
取
り
除
か
れ
た
本
を
︑
広
大
本
が
親
本
と
し
て
写
し
た
︒

　
﹃
う
つ
ほ
物
語
﹄
の
木
曽
本
系
統
は
︑
右
の
傍
線
部
分
を
有
し
て
い
る
た
め
︑︵
ウ
︶・︵
エ
︶
で
あ
る
可
能
性
は
な
い
だ
ろ
う
︒
従
っ
て
︑﹃
こ

ま
の
の
物
語
﹄
の
祖
本
は
︑
鶴
舞
甲
・
乙
本
の
ご
と
き
本
文
を
有
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
と
す
れ
ば
︑︵
ア
︶・︵
イ
︶
の
ど
ち
ら
か
で
あ
る

が
︑
ど
ち
ら
か
一
方
に
は
判
断
し
が
た
い
︒
親
本
が
鶴
舞
乙
本
の
よ
う
な
本
文
の
様
態
で
あ
れ
ば
︑
目
移
り
に
よ
る
脱
文
が
想
定
で
き
る
だ
ろ

う
︒
少
な
く
と
も
︑
書
写
者
に
よ
る
目
移
り
と
見
て
よ
さ
そ
う
で
あ
る
︒
こ
の
点
を
踏
ま
え
る
と
︑﹃
う
つ
ほ
物
語
﹄
木
曽
本
系
統
の
伝
本
を
用

い
て
︑﹃
こ
ま
の
の
物
語
﹄
が
作
ら
れ
︑
そ
の
祖
本
か
ら
派
生
し
て
︽
鶴
舞
甲
・
乙
本
︾
や
︑
前
述
の
脱
文
を
起
こ
し
た
︽
広
大
本
︾
が
出
来

た
︑
と
想
定
で
き
る
︒
脱
文
箇
所
を
見
る
限
り
で
は
︑︽
鶴
舞
甲
・
乙
本
︾
の
方
が
︑
祖
本
の
本
文
を
正
し
く
伝
え
て
い
る
︒
な
お
︑
鶴
舞
甲
本

で
は
︑﹁
そ
れ
に
そ
ひ
／
て
紅
梅
な
み
た
ち
た
り
そ
れ
に
そ
ひ
て
つ
ゝ
し
の
木
と
も
﹂︵
四
オ
︶
と
︑
傍
線
が
目
移
り
に
よ
り
脱
落
す
る
︒
鶴
舞
乙

本
の
方
が
よ
り
正
し
い
本
文
で
あ
る
︒

　

な
お
︑
鶴
舞
中
央
図
書
館
河
村
文
庫
蔵
写
本
の
う
ち
︑﹃
こ
ま
の
の
物
語
﹄
と
同
色
の
表
紙
・
造
り
の
も
の
が
あ
れ
ば
︑
よ
り
正
確
な
書
写
年

や
︑
ど
の
よ
う
な
写
本
と
と
も
に
書
写
さ
れ
た
も
の
か
︑
判
明
す
る
可
能
性
が
あ
る
︒
現
時
点
で
は
︑
そ
こ
ま
で
の
調
査
は
行
っ
て
お
ら
ず
︑
定

か
で
は
な
い
︒

　

次
節
以
降
で
は
︑
以
上
の
諸
本
の
本
文
や
書
入
を
踏
ま
え
な
が
ら
︑﹃
こ
ま
の
の
物
語
﹄
が
ど
の
よ
う
に
生
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
︑
述
べ

て
い
き
た
い
︒
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三
、
な
ぜ
『
う
つ
ほ
物
語
』
吹
上
上
巻
を
選
ん
だ
か

　
﹃
こ
ま
の
の
物
語
﹄
は
︑﹃
う
つ
ほ
物
語
﹄
の
吹
上
上
巻
を
︑
別
物
語
の
よ
う
に
仕
立
て
た
も
の
で
あ
る
︒
三
つ
の
疑
問
が
浮
か
ぶ
︒
一
つ
め

は
︑
編
者
は
な
ぜ
吹
上
上
巻
を
選
ん
だ
の
か
︑
と
い
う
点
で
あ
る
︒
二
つ
め
は
︑
別
物
語
に
す
る
と
き
︑
編
者
は
な
ぜ
﹃
う
つ
ほ
物
語
﹄
を
選
ん

だ
の
か
︑
と
い
う
点
で
あ
る
︒
三
つ
め
は
︑
編
者
は
な
ぜ
別
物
語
に
仕
立
て
た
の
か
︑
と
い
う
点
で
あ
る
︒

　

ま
ず
︑﹃
う
つ
ほ
物
語
﹄
の
う
ち
︑
編
者
は
な
ぜ
吹
上
上
巻
を
選
ん
だ
の
か
︒
こ
の
点
を
考
え
て
い
き
た
い
︒﹃
こ
ま
の
の
物
語
﹄
の
冒
頭
本
文

は
︑
次
の
よ
う
に
あ
る
︒

む
か
し
紀
伊
国
む
ろ
の
郡
に
こ狛ま
の
た
ね
松
と
い
ふ
長
者
か
き
り
な
き
き
よ
ら
の
王主

に
て
た
ゝ
今
国
の
ま
つ
り
こ
と
人
に
て
か
た
ち
き
よ
け

に
て
こ
ゝ
ろ
つ
き
て
あ
り
そ
れ
か
妻
に
て
は
源
の
つ
ね
あ
り
と
申
け
る
大
納
言
の
む
す
め
よ良き
む婿こ
と取り
な
と
し
け
る
を
ほ
と
も
な
く
お親や

も
を夫と
こ
も
う失し
な
ひ
て
世
中
に
住
わ
煩すら
ひ
た
る
を
た
ね
松
た
は
か
り
と
り
て
其
は
ら
に
よ
き
む
す
め
一
人
あ
り
け
れ
は
内
の
蔵
人
つ
か

ふ
ま
つ
り
け
る
か
は腹ら
に
け源

氏
ん
し
ひ
と
所
む
ま
れ
給
ひ
け
り
母
う
み
置
て
か
く
れ
ぬ
御
門
し
ろ
し
め
さ
ず
母
そ奏う
せ
ず
な
り
に
け
り
か
ゝ
れ

ど
お
ほ
ち
う
は
こ
ふ
を
り
吹
上
の
浜
の
わ
た
り
に
広
く
お
も
し
ろ
き
所
を
え撰ら
ひ
も求と
め
て
金
銀
る瑠
璃り

の
大
殿
を
つ
く
り
み
か
き

 

︵
鶴
舞
乙
本
／
一
オ
︶

掲
出
し
た
本
文
は
鶴
舞
乙
本
で
あ
る
が
︑﹃
こ
ま
の
の
物
語
﹄
諸
本
は
す
べ
て
同
様
の
冒
頭
本
文
を
有
す
る
︒
傍
線
を
付
し
た
箇
所
が
︑﹃
う
つ
ほ

物
語
﹄
諸
本
で
は
︑
す
べ
て
﹁
か
く
て
﹂・﹁
か
ん
な
ひ
の
た
ね
ま
つ
﹂
と
あ
り
︑﹃
こ
ま
の
の
物
語
﹄
で
は
︑
そ
れ
ぞ
れ
改
変
さ
れ
て
い
る
こ
と

が
分
か
る
︒

　

改
変
の
理
由
と
し
て
は
︑
物
語
の
題
名
で
あ
る
﹁
こ
ま
の
﹂
に
対
応
さ
せ
る
形
で
︑﹁
か
ん
な
ひ
の
た
ね
ま
つ
﹂
を
﹁
こ
ま
の
の
た
ね
ま
つ
﹂

と
し
た
︑
と
考
え
ら
れ
る
︒
た
だ
し
︑
改
変
が
な
さ
れ
て
い
る
の
は
︑
冒
頭
本
文
の
み
で
︑
以
降
の
本
文
で
は
︑﹃
う
つ
ほ
物
語
﹄
諸
本
と
同
様

に
︑﹁
か
ん
な
ひ
﹂
と
す
る
︒
必
ず
し
も
﹁
こ
ま
の
﹂
と
い
う
名
を
徹
底
さ
せ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
︒
ま
た
︑
冒
頭
本
文
は
︑﹁
こ
ま
の
た
ね
ま

つ
﹂
で
あ
る
︒
宛
字
に
﹁
狛
﹂
と
あ
る
か
ら
︑﹁
こ
ま
﹂
が
氏
で
︑﹁
た
ね
ま
つ
﹂
が
名
で
あ
る
︒
つ
ま
り
︑﹃
こ
ま
の
の
物
語
﹄
の
﹁
こ
ま
の
﹂
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と
は
異
な
る
︒
こ
の
点
は
︑
広
大
本
の
跋
文
に
お
い
て
も11

︑

此
も
の
語
に
︑﹁
こ
ま
の
た
ね
枩
﹂
と
い
ふ
事
ば
か
り
に
て
︑﹁
狛
野
﹂
と
い
ふ
事
な
け
れ
ば
︑
こ
れ
は
﹃
こ
ま
物
語
﹄
な
ど
い
ひ
て
︑﹃
こ

ま
の
ゝ
も
の
が
た
り
﹄
と
云
は
︑
各
別
の
も
の
か
︒

と
い
う
趣
旨
の
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る
︒

　

こ
こ
で
︑﹃
う
つ
ほ
物
語
﹄
吹
上
上
巻
の
物
語
内
容
を
確
認
し
て
お
こ
う
︒

　

吹
上
上
巻
は
︑
仲
頼
・
仲
忠
ら
一
行
が
︑
紀
伊
国
の
吹
上
の
宮
を
訪
問
し
過
ご
し
た
︑
三
月
か
ら
四
月
ま
で
の
出
来
事
を
語
る
︒
吹
上
は
︑
熊

野
も
含
む
牟
婁
郡
と
い
う
信
仰
地
域
の
中
に
あ
る12

︒
そ
う
し
た
地
を
仲
頼
・
仲
忠
ら
が
訪
れ
滞
在
す
る
︒
吹
上
の
宮
を
訪
れ
る
く
だ
り
で
︑
仲
頼

の
部
下
に
あ
た
る
松
方
は
︑﹁
つ
か
さ
の
源
少
将
︹
＝
仲
頼
︺︑
こ
か
は
に
ま
う
で
給
へ
る
と
も
に
な
ん
候
つ
る
﹂
と
︑
粉
河
寺
の
参
詣
の
つ
い
で

に
訪
れ
た
こ
と
を
述
べ
て
い
る
︒
少
し
時
代
は
下
る
が
︑﹃
い
ほ
ぬ
し
﹄﹁
熊
野
紀
行13

﹂
に
お
い
て
︑

紀
の
国
の
吹
上
の
浜
に
泊
ま
れ
る
︑
月
い
と
お
も
し
ろ
し
︒
こ
の
浜
は
︑﹁
天
人
常
に
降
り
て
遊
ぶ
﹂
と
い
ひ
伝
へ
た
る
所
な
り
︒
げ
に
そ

も
い
と
お
も
し
ろ
し
︒ 

︵
三
七
～
三
八
頁
︶

と
あ
る
よ
う
に
︑
熊
野
山
へ
向
か
う
道
中
︑
こ
こ
を
訪
れ
て
い
る
︒
吹
上
は
︑
そ
う
し
た
熊
野
の
信
仰
地
域
に
属
す
る
こ
と
が
窺
え
る
︒

　

こ
う
し
た
物
語
内
容
を
踏
ま
え
る
と
︑﹃
こ
ま
の
の
物
語
﹄
冒
頭
の
﹁
こ
ま
の
﹂
と
は
︑﹁
く
ま
の
﹂
を
意
味
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
︑
と
推

察
さ
れ
る
︒

　

平
安
期
の
作
品
に
例
を
見
る
と
︑﹃
枕
草
子
﹄﹁
物
語
は
﹂
の
段
で
は
︑

物
語
は
︑
住
吉
︒
宇
津
保
︑
殿
移
り
︒
国
譲
り
は
憎
し
︒
︙
﹃
狛
野
の
物
語
﹄
は
︑
古
蝙
蝠
探
し
出
で
て
持
て
い
き
し
が
︑
を
か
し
き
な

り
︒ 

︵
下
・
一
〇
六
～
一
〇
七
頁
︶

と
あ
り
︑
印
象
に
残
っ
た
箇
所
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
︒﹁
成
信
の
中
将
は
﹂
の
段
で
も
︑

﹃
狛
野
の
物
語
﹄
は
な
に
ば
か
り
を
か
し
き
こ
と
も
な
く
︑
言
葉
も
古
め
き
︑
見
ど
こ
ろ
多
か
ら
ぬ
も
︑
月
に
昔
を
思
ひ
出
で
て
︑
虫
ば
み

た
る
蝙
蝠
取
り
出
で
て
︑﹁
も
と
見
し
駒
に
﹂
と
い
ひ
て
︑
訪
ね
た
る
が
︑
あ
は
れ
な
る
な
り
︒ 

︵
下
・
二
二
三
～
二
二
四
頁
︶
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と
︑﹃
こ
ま
の
の
物
語
﹄
の
評
価
を
下
し
て
い
る
︒
両
段
は
︑
諸
本
間
で
も
異
同
は
な
く14

︑﹁
こ
ま
の
ゝ
物
語
﹂
と
あ
る
︒
ま
た
︑﹃
源
氏
物
語
﹄

蛍
巻
に
︑﹃
く
ま
の
の
物
語
﹄
な
る
散
佚
物
語
が
見
え
る
︒

紫
の
上
も
︑
姫
君
の
御
あ
つ
ら
へ
に
こ
と
づ
け
て
︑
物
語
は
捨
て
が
た
く
お
ぼ
し
た
り
︒﹃
く
ま
の
の
物
語
﹄
の
絵
に
て
あ
る
を
︑﹁
い
と
よ

く
描
き
た
る
絵
か
な
﹂
と
て
御
覧
ず
︒
小
さ
き
女
君
の
︑
何
心
も
な
く
て
昼
寝
し
た
ま
へ
る
と
こ
ろ
を
︑
昔
の
あ
り
さ
ま
思
し
出
で
て
︑
女

君
︹
＝
紫
上
︺
は
見
た
ま
ふ
︒ 

︵
④
七
七
頁
︶

お
そ
ら
く
﹃
く
ま
の
の
物
語
﹄
は
︑﹃
源
氏
物
語
﹄
以
前
に
は
存
在
し
た
作
り
物
語
で
あ
ろ
う
︒﹃
源
氏
物
語
﹄
諸
本
間
で
の
異
同
を
見
る
に
︑
河

内
本
は
高
松
宮
本
以
外
す
べ
て
︑
別
本
は
陽
明
文
庫
本
を
含
む
二
本
と
も
︑﹁
こ
ま
の
の
物
語
﹂
と
す
る
の
に
対
し
︑
青
表
紙
本
の
本
文
で
は
肖

柏
本
以
外
す
べ
て
﹁
く
ま
の
の
物
語
﹂
と
す
る
︒
河
内
本
及
び
別
本
の
多
く
が
﹁
こ
ま
の
の
物
語
﹂
と
す
る
こ
と
か
ら
︑﹁
く
ま
の
の
物
語
﹂
と

﹁
こ
ま
の
の
物
語
﹂
は
同
一
の
物
語
で
あ
っ
た
と
見
て
よ
い
だ
ろ
う
︒﹁
く
﹂
と
﹁
こ
﹂
は
︑
転
訛
し
や
す
い
︒
と
す
れ
ば
︑﹃
こ
ま
の
の
物
語
﹄

の
編
者
に
と
っ
て
は
︑﹁
く
ま
の
﹂
と
﹁
こ
ま
の
﹂
と
は
同
一
で
あ
っ
た
︑
と
考
え
ら
れ
る
︒
す
な
わ
ち
︑﹃
こ
ま
の
の
物
語
﹄
の
編
者
は
︑﹁
熊

野
と
い
う
地
域
を
舞
台
に
し
た
物
語
﹂
と
い
う
こ
と
で
︑﹃
う
つ
ほ
物
語
﹄
の
吹
上
上
巻
に
︑
こ
の
題
名
を
与
え
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒

　

と
こ
ろ
で
︑﹃
う
つ
ほ
物
語
﹄
は
成
立
上
の
問
題
が
多
く
あ
り
︑
論
議
さ
れ
て
き
た
︒
他
の
作
り
物
語
と
異
な
り
︑
巻
序
を
定
め
る
の
が
難
し

い
と
こ
ろ
が
あ
る
︒
ま
た
︑
従
来
︑﹃
う
つ
ほ
物
語
﹄
の
成
立
論
議
で
な
さ
れ
て
き
た
よ
う
に
︑﹃
う
つ
ほ
物
語
﹄
は
巻
ご
と
の
独
立
性
が
高
い
︒

俊
蔭
・
藤
原
の
君
・
忠
こ
そ
・
吹
上
上
・
内
侍
の
か
み
・
楼
の
上
上
下
と
い
っ
た
巻
が
該
当
す
る
だ
ろ
う
︒
前
の
巻
を
必
要
と
せ
ず
︑
新
た
な
登

場
人
物
︑
新
た
な
内
容
を
有
す
る
巻
は
独
立
性
が
高
い
と
し
て
論
じ
ら
れ
て
き
た
︒
吹
上
上
巻
は
︑
源
涼
と
い
う
新
た
な
人
物
が
登
場
し
︑
そ
の

人
物
の
住
む
吹
上
の
宮
に
仲
頼
・
仲
忠
ら
一
行
が
訪
問
し
過
ご
す
︒
つ
ま
り
︑
新
し
い
登
場
人
物
︑
新
し
い
内
容
︑
物
語
の
中
心
で
あ
る
京
で
は

な
い
地
を
訪
れ
る
形
式
︑
と
い
っ
た
他
巻
を
踏
ま
え
ず
に
読
め
る
点
か
ら
︑
吹
上
上
巻
が
選
ば
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒

　

こ
の
よ
う
に
︑
独
立
性
の
高
い
巻
を
有
す
る
が
ゆ
え
に
︑﹃
う
つ
ほ
物
語
﹄
は
︑
別
物
語
と
し
て
仕
立
て
ら
れ
る
こ
と
を
許
し
た
と
考
え
ら
れ

る
︒
こ
の
こ
と
は
︑﹃
か
や
く
き
物
語
﹄
の
存
在
か
ら
も
裏
付
け
ら
れ
る
︒﹃
か
や
く
き
物
語
﹄
は
︑﹃
う
つ
ほ
物
語
﹄
楼
の
上
上
下
巻
に
あ
た

る
︒﹃
こ
ま
の
の
物
語
﹄
の
ほ
か
に
も
︑﹃
か
や
く
き
物
語
﹄
や
︑
中
村
の
指
摘15

に
あ
る
︑﹁
栄
華
物
語
﹂・﹁
続
う
つ
ぼ
﹂・﹁
桂
中
納
言
﹂
な
ど
︑
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別
書
名
を
冠
す
る
写
本
が
存
在
す
る
こ
と
は
︑﹃
う
つ
ほ
物
語
﹄
の
巻
に
お
け
る
独
立
性
の
高
さ
を
示
し
て
い
る
︒
こ
う
し
た
例
は
︑﹃
源
氏
物

語
﹄
や
﹃
栄
花
物
語
﹄
な
ど
他
の
物
語
で
は
確
認
で
き
な
い16

︒

　

で
は
︑
な
ぜ
﹃
う
つ
ほ
物
語
﹄
と
い
う
既
存
の
物
語
を
別
物
語
に
す
る
必
要
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
︒﹃
こ
ま
の
の
物
語
﹄
の
編
者
お
よ
び
書

写
者
︵
読
者
︶
の
認
識
を
考
え
た
い
︒

四
、『
こ
ま
の
の
物
語
』
編
者
の
認
識

　

編
者
は
ど
の
よ
う
な
認
識
で
︑﹃
こ
ま
の
の
物
語
﹄
を
制
作
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
︒
想
定
と
し
て
は
︑
次
の
二
つ
に
な
る
だ
ろ
う
︒

︽
Ｘ
︾　
﹃
う
つ
ほ
物
語
﹄
吹
上
上
巻
と
認
識
し
て
︑﹁
こ
ま
の
の
物
語
﹂
と
題
し
た
︒

︽
Ｙ
︾　
﹃
う
つ
ほ
物
語
﹄
吹
上
上
巻
と
分
か
ら
ず
に
︑﹁
こ
ま
の
の
物
語
﹂
と
題
し
た
︒

﹃
こ
ま
の
の
物
語
﹄
の
編
者
は
︑
当
該
作
品
を
﹃
う
つ
ほ
物
語
﹄
と
認
識
し
て
い
た
か
否
か
が
︑
こ
こ
で
問
わ
れ
て
く
る
︒︽
Ｘ
︾
の
場
合
︑
ま

た
︑
次
の
二
つ
の
想
定
が
で
き
る
︒

︽
ｘ
１
︾　

読
者
は
﹃
う
つ
ほ
物
語
﹄
と
分
か
ら
ず
︑
散
佚
物
語
の
﹃
こ
ま
の
の
物
語
﹄
と
驚
く
と
予
想
し
て
︑
制
作
し
た
︒

︽
ｘ
２
︾　

識
者
は
﹃
う
つ
ほ
物
語
﹄
と
分
か
る
だ
ろ
う
と
予
想
し
つ
つ
︑
制
作
し
た
︒

﹃
う
つ
ほ
物
語
﹄
と
認
識
し
て
い
た
場
合
︑
読
者
が
﹃
う
つ
ほ
物
語
﹄
と
認
識
で
き
る
／
で
き
な
い
こ
と
を
編
者
が
意
識
し
な
が
ら
︑﹃
こ
ま
の
の

物
語
﹄
と
い
う
物
語
名
を
外
題
に
書
い
た
︑
と
い
う
こ
と
に
な
る
︒

　

一
方
で
︑︽
Ｙ
︾
の
場
合
も
あ
り
得
る
︒
木
曽
本
系
統
の
外
題
は
︑﹁
う
つ
ほ
物
語
﹂
と
は
記
さ
れ
ず
︑
巻
名
で
記
さ
れ
て
い
る
︒
仮
に
︑﹃
こ

ま
の
の
物
語
﹄
編
者
が
︑
吹
上
上
巻
し
か
所
持
し
て
い
な
か
っ
た
場
合
︑﹃
う
つ
ほ
物
語
﹄
と
は
認
識
で
き
な
か
っ
た
可
能
性
も
残
さ
れ
て
い

る
︒
こ
の
点
を
考
え
て
い
く
上
で
︑﹃
こ
ま
の
の
物
語
﹄
が
ど
の
よ
う
な
本
文
を
有
し
て
い
る
か
︑
確
認
す
る
必
要
が
あ
る
︒

　
﹃
う
つ
ほ
物
語
﹄
木
曽
本
系
統
の
本
文
に
お
い
て
︑
他
系
統
の
本
文
と
顕
著
に
異
な
る
の
は
︑
書
入
や
朱
筆
と
い
っ
た
本
文
整
定
の
痕
跡
が
見

え
る
こ
と
で
あ
る
︒
殊
に
︑
朱
引
に
よ
る
抹
消
は
︑
木
曽
本
系
統
の
諸
本
で
共
通
し
て
有
す
る
も
の
で
あ
る
︒
こ
の
抹
消
を
︑﹃
こ
ま
の
の
物
語
﹄
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で
は
ど
の
よ
う
に
扱
っ
て
い
る
か
見
て
い
く
こ
と
で
︑﹃
こ
ま
の
の
物
語
﹄
編
者
の
認
識
が
︽
Ⅹ
︾
だ
っ
た
の
か
︑︽
Ｙ
︾
だ
っ
た
の
か
︑
確
定
で

き
る
は
ず
で
あ
る
︒

　

ま
ず
は
︑
木
曽
本
系
統
の
﹃
う
つ
ほ
物
語
﹄
吹
上
上
巻
に
見
え
る
︑
朱
引
の
抹
消
箇
所
を
以
下
に
示
す
︒

①
の
た
け
や
き
は
か
り
年
六
は
か
り
な
る
は
し
り
四
ま
き
ゑ
の
く
ら
ほ
ね
︵
久
曽
神
本
／
四
九
ウ
︶

②
た
ま
へ
り
せ
き
の
も
と
ま
で
こ
ゝ
は
吹
上
の
宮
衣
か
へ
し
て
な
み
ゐ
た
ま
へ
り
馬
と
も
引
出
こ
ま
あ
そ
ひ
し
て
い
て
き
た
り
鷹
と
も
す
へ
て

鳥
の
ま
ひ
し
て
い
で
き
た
り
銀
の
は
た
こ
と
も
は
こ
に
ひ
と
い
れ
て
あ
ゆ
ま
せ
て
引
出
た
り
や
り
水
に
金
の
舟
と
も
漕
つ
ら
ね
て
舟
遊
し
て

み
そ
櫃
す
は
う
の
す
り
な
と
を
前
に
と
り
出
た
り
す
き
箱
も
こ
れ
は
君
た
ち
直
衣
姿
に
て
乗
つ
ら
ね
て
出
立
た
ま
へ
り
こ
ゝ
は
関
の
も
と
国

の
か
ん
の
ぬ
し
ま
う 

︵
久
曽
神
本
／
六
四
ウ
～
六
五
オ
︶

③
下
人
な
れ
子
は
ゆ
ふ
そ
く
に
て
い
と
こ
ゝ
ろ
に
く
か
り
し
物
そ
と
も
こ
ろ
そ
き
か
さ
り
つ
る
い
か
や 

︵
久
曽
神
本
／
七
一
オ
︶

朱
引
箇
所
の
う
ち
︑
①
は
語
義
の
分
か
ら
な
い
箇
所
︑
②
は
現
行
の
注
釈
書
で
絵
詞
と
さ
れ
る
箇
所
︑
③
は
文
意
不
通
の
箇
所
で
あ
る
︒

　

①
～
③
に
対
応
す
る
形
で
︑﹃
こ
ま
の
の
物
語
﹄
の
当
該
箇
所
を
掲
出
す
る
︒
そ
れ
ぞ
れ
①'
～
③'
と
示
す
︒

①'
の
た
け
や
き
は
か
り
年
六
は
か
り
な
る
は
し
り
四
ま
き
ゑ
の
く
ら
ほ
ね 

︵
鶴
舞
乙
本
／
二
六
オ
︶

②'
国
の
う
ち
を
こ
そ
り
て
見
送
り
し
給
へ
り
こ
ゝ
は
関
の
も
と
国
の
か
ん
の
ぬ
し
ま
う
け
し
給
へ
り
君
達
に
沈 

︵
鶴
舞
乙
本
／
三
五
オ
︶

③'
下
人
な
れ
子
は
ゆ
ふ
そ
く
に
て
い
と
こ
心
に
く
か
り
し
物
そ
と
も
き
か
さ
り
つ
る
い
か
や 

︵
鶴
舞
乙
本
／
三
八
オ
︶

対
照
さ
せ
て
み
る
と
判
明
す
る
こ
と
で
あ
る
が
︑
朱
引
に
対
す
る
処
理
と
し
て
︑
①
は
残
し
︑
②
は
ほ
ぼ
取
り
除
き
︑
③
は
取
り
除
い
て
い
る
︒

す
な
わ
ち
︑﹃
こ
ま
の
の
物
語
﹄
の
本
文
は
︑﹃
う
つ
ほ
物
語
﹄
の
木
曽
本
系
統
で
あ
り
な
が
ら
︑
朱
引
の
抹
消
を
残
す
箇
所
と
︑
朱
引
に
従
い
抹

消
し
て
写
さ
な
か
っ
た
箇
所
と
に
分
か
れ
る
︒
従
っ
て
︑﹃
こ
ま
の
の
物
語
﹄
の
編
者
が
︑
必
ず
し
も
朱
引
の
抹
消
に
は
従
っ
て
い
な
か
っ
た
こ

と
が
知
ら
れ
る
︒

　
﹃
こ
ま
の
の
物
語
﹄
の
類
例
と
し
て
︑﹃
か
や
く
き
物
語
﹄
を
参
照
し
て
み
る17

︒﹃
か
や
く
き
物
語
﹄
は
︑﹃
う
つ
ほ
物
語
﹄
楼
の
上
上
下
巻
に
あ

た
る
︒﹃
う
つ
ほ
物
語
﹄
木
曽
本
系
統
の
︑
楼
の
上
上
下
巻
で
は
︑
朱
引
に
よ
る
抹
消
を
四
箇
所
有
す
る
︒﹃
か
や
く
き
物
語
﹄
の
場
合
︑
そ
の
朱
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引
に
よ
る
抹
消
を
す
べ
て
取
り
除
い
た
本
文
と
な
っ
て
い
る
︒
対
し
て
︑﹃
こ
ま
の
の
物
語
﹄
の
場
合
︑
必
ず
し
も
朱
引
の
抹
消
に
忠
実
に
従
っ

て
い
る
わ
け
で
は
な
い
︒
む
し
ろ
︑
編
者
が
朱
引
を
吟
味
し
つ
つ
︑
本
文
の
整
定
を
行
っ
て
い
る
こ
と
が
窺
え
る
︒

　

こ
の
こ
と
を
裏
付
け
る
例
と
し
て
︑
②
と
②'
が
あ
る
︒
久
曽
神
本
で
は
︑﹁
こ
ゝ
は
～
た
ま
へ
り
﹂
ま
で
が
朱
引
の
抹
消
箇
所
で
あ
る
が
︑
鶴

舞
乙
本
で
は
︑
そ
の
朱
引
の
抹
消
に
加
え
て
︑﹁
せ
き
の
も
と
ま
で
﹂︵
四
角
囲
み
︶
ま
で
取
り
除
き
︑
本
文
を
整
定
し
て
い
る
︒﹃
こ
ま
の
の
物

語
﹄
諸
本
は
︑
共
通
し
て
こ
の
本
文
を
有
す
る
︒
猪
川
は
﹃
こ
ま
の
の
物
語
﹄
が
書
写
過
程
で
起
こ
し
た
目
移
り
と
解
す
る
が
︑
首
肯
し
か
ね

る
︒
目
移
り
な
ら
ば
︑﹁
た
ま
へ
り
せ
き
の
も
と
国
の
か
ん
の
ぬ
し
﹂
の
よ
う
に
︑﹁
せ
き
の
も
と
﹂
と
い
う
同
語
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
る
だ

ろ
う
︒
し
か
し
︑﹃
こ
ま
の
の
物
語
﹄
で
は
﹁
こ
ゝ
は
関
の
も
と
﹂
が
あ
り
︑﹃
う
つ
ほ
物
語
﹄
四
系
統
の
諸
本
に
あ
る
﹁
せ
き
の
も
と
ま
て
﹂
が

な
い
た
め
︑
目
移
り
と
は
解
し
が
た
い
︒
つ
ま
り
︑
こ
こ
は
意
図
的
に
本
文
を
改
め
た
と
考
え
ら
れ
る
︒

　

前
節
で
も
示
し
た
よ
う
に
︑﹃
こ
ま
の
の
物
語
﹄
は
︑
冒
頭
本
文
を
改
変
し
て
い
る
︒
そ
れ
は
︑
偶
発
的
に
行
わ
れ
た
こ
と
で
は
な
い
︒
②
と

②'
の
例
と
併
せ
て
︑
編
者
の
意
図
を
読
み
取
れ
よ
う
︒
ま
た
︑
①'
や
③'
の
本
文
も
︑
現
存
す
る
﹃
う
つ
ほ
物
語
﹄
諸
本
に
は
︑
見
ら
れ
な
い
独
自

異
文
で
あ
る
︒
従
っ
て
︑﹃
こ
ま
の
の
物
語
﹄
を
仕
立
て
る
た
め
に
︑
編
者
は
︑﹃
う
つ
ほ
物
語
﹄
本
文
を
意
図
し
て
変
え
た
と
言
え
る
︒
仮
に
︑

︽
Ｙ
︾
の
場
合
︑
こ
の
よ
う
に
本
文
を
改
変
す
る
積
極
的
理
由
が
な
い
︒
ど
の
物
語
か
分
か
ら
な
い
状
況
で
は
︑
内
容
か
ら
予
想
さ
れ
う
る
物
語

の
題
名
を
付
す
だ
け
で
あ
ろ
う
︒
あ
え
て
本
文
を
吟
味
し
て
改
め
る
行
為
か
ら
︑

︽
Ⅹ
︾　
﹃
う
つ
ほ
物
語
﹄
吹
上
上
巻
と
認
識
し
て
︑﹁
こ
ま
の
の
物
語
﹂
と
題
し
た
︒

と
推
定
で
き
る
︒

　

例
え
ば
︑﹃
こ
ま
の
の
物
語
﹄
祖
本
が
︑
鳥
の
子
・
列
帖
装
の
嫁
入
本
で
あ
っ
た
場
合
︑
編
者
は
︑
大
名
家
の
姫
君
な
ど
に
︑﹃
源
氏
物
語
﹄
以

外
の
貴
重
な
物
語
と
し
て
進
呈
し
た
こ
と
に
な
る18

︒
こ
の
と
き
︑
第
一
読
者
で
あ
る
大
名
家
の
姫
君
な
ど
は
︑﹃
う
つ
ほ
物
語
﹄
と
は
分
か
ら

ず
︑
散
佚
物
語
の
﹃
こ
ま
の
の
物
語
﹄
と
し
て
認
識
す
る
︒

　

一
方
︑﹃
こ
ま
の
の
物
語
﹄
祖
本
が
︑
楮
紙
・
袋
綴
で
あ
っ
た
場
合
︑
周
り
に
﹃
こ
ま
の
の
物
語
﹄
を
渡
し
た
際
︑
識
者
は
﹃
う
つ
ほ
物
語
﹄

で
あ
る
と
分
か
り
︑
そ
う
で
な
い
読
者
は
︑
散
佚
物
語
の
﹃
こ
ま
の
の
物
語
﹄
で
あ
る
と
認
識
す
る
だ
ろ
う
︒
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﹃
こ
ま
の
の
物
語
﹄
祖
本
が
三
冊
本
で
あ
っ
た
の
は
︑
散
佚
物
語
の
﹃
こ
ま
の
の
物
語
﹄
と
思
わ
せ
る
た
め
に
︑
冊
数
を
そ
れ
ら
し
く
改
め

た
︑
と
言
え
る
︒

　

こ
の
よ
う
に
︑

︽
ｘ
１
︾　

読
者
は
﹃
う
つ
ほ
物
語
﹄
と
分
か
ら
ず
︑
散
佚
物
語
の
﹃
こ
ま
の
の
物
語
﹄
と
驚
く
と
予
想
し
て
︑
制
作
し
た
︒

︽
ｘ
２
︾　

識
者
は
﹃
う
つ
ほ
物
語
﹄
と
分
か
る
だ
ろ
う
と
予
想
し
つ
つ
︑
制
作
し
た
︒

の
二
つ
が
︑
編
者
が
制
作
す
る
上
で
の
認
識
と
し
て
あ
っ
た
︑
と
考
え
ら
れ
る
︒﹃
こ
ま
の
の
物
語
﹄
が
散
佚
物
語
の
名
で
あ
る
と
い
う
点
で
︑

﹃
か
や
く
き
物
語
﹄
と
は
同
様
に
扱
え
ず
︑
両
方
の
状
況
が
あ
っ
た
と
推
断
さ
れ
る
︒

五
、『
こ
ま
の
の
物
語
』
書
写
者
の
認
識

　

一
方
︑﹃
こ
ま
の
の
物
語
﹄
を
書
写
し
た
者
た
ち
は
︑
ど
の
よ
う
な
認
識
で
︑﹃
こ
ま
の
の
物
語
﹄
を
写
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
︒
想
定
と
し
て

は
︑
次
の
二
つ
に
な
る
だ
ろ
う
︒

︽
Ｐ
︾　
﹃
う
つ
ほ
物
語
﹄
吹
上
上
巻
と
認
識
し
た
︒

︽
Ｑ
︾　
﹃
う
つ
ほ
物
語
﹄
吹
上
上
巻
と
分
か
ら
ず
︑
散
佚
物
語
の
﹃
こ
ま
の
の
物
語
﹄
と
し
て
認
識
し
た
︒

　

こ
れ
を
探
る
た
め
に
︑﹃
こ
ま
の
の
物
語
﹄
諸
本
に
お
け
る
書
入
に
注
目
し
て
み
た
い
︒

　

第
二
節
で
述
べ
た
よ
う
に
︑
注
記
︑
振
り
仮
名
︑
宛
字
︑
読
点
が
付
さ
れ
て
い
る
写
本
は
︑﹃
う
つ
ほ
物
語
﹄
木
曽
本
系
統
の
大
き
な
特
徴
で

あ
る
︒
そ
の
ほ
か
朱
引
・
合
点
が
付
さ
れ
て
お
り
︑
木
曽
本
系
統
が
校
訂
作
業
を
経
た
と
さ
れ
る
理
由
は
こ
う
し
た
点
に
あ
る
︒﹃
こ
ま
の
の
物

語
﹄
が
﹃
う
つ
ほ
物
語
﹄
木
曽
本
系
統
の
本
を
用
い
て
本
文
整
定
を
行
っ
た
点
は
︑
前
節
で
述
べ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
︒
で
は
︑
木
曽
本
系
統

特
有
の
書
入
は
︑﹃
こ
ま
の
の
物
語
﹄
で
は
︑
ど
の
よ
う
に
現
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
︒
試
み
に
︑︻
１
︼﹃
こ
ま
の
の
物
語
﹄
諸
本
と
﹃
う
つ
ほ

物
語
﹄
木
曽
本
系
統
の
書
入
が
一
致
す
る
例
︑︻
２
︼﹃
こ
ま
の
の
物
語
﹄
の
一
写
本
と
︑﹃
う
つ
ほ
物
語
﹄
木
曽
本
系
統
の
書
入
が
一
致
す
る
例

を
︑
い
く
つ
か
掲
出
す
る
︒
掲
出
に
あ
た
り
︑﹃
こ
ま
の
の
物
語
﹄
は
︑︻
１
︼
を
鶴
舞
乙
本
︑︻
２
︼
を
広
大
本
で
示
し
︑
木
曽
本
系
統
は
︑
代
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表
し
て
久
曽
神
本
で
示
し
た
︒

【
１
】『
こ
ま
の
の
物
語
』
諸
本
と
木
曽
本
系
統
が
共
通
し
て
一
致
す
る
例

︽
こ
ま
の
の
物
語
︾
／
︽
木
曽
本
系
統
︾

し紫

檀
た
む
・
す蘓

芳
は
う
・
く黒

柿

ろ
か
い
︵
鶴
舞
乙
本
・
一
ウ
︶
／
久
曽
神
本
・
三
丁
ウ

く薫

衣

香

の
え
か
う
・
さ麝

香
か
う
な
と
︵
鶴
舞
乙
本
・
二
五
オ
︶
／
久
曽
神
本
・
四
八
オ

し新

羅
ら
き
く
み
︵
鶴
舞
乙
本
・
二
九
オ
︶
／
久
曽
神
本
・
五
五
ウ

鞦シ
リ
ガ
ヒか

け
て
︵
鶴
舞
乙
本
・
三
〇
オ
︶
／
久
曽
神
本
・
五
六
ウ

そ粟

散

国

く
さ
こ
く
︵
鶴
舞
乙
本
・
三
九
オ
︶
／
久
曽
神
本
・
七
二
オ

【
２
】『
こ
ま
の
の
物
語
』
の
一
写
本
と
木
曽
本
系
統
が
共
通
し
て
一
致
す
る
例

︽
こ
ま
の
の
物
語
︾
／
︽
木
曽
本
系
統
︾

つ
橡るは

み
︵
広
大
本
・
一
六
オ
︶
／
久
曽
神
本
・
三
一
ウ

茵シ
ト
ネ︵

広
大
本
・
二
五
オ
︶
／
久
曽
神
本
・
四
六
ウ

尻シ
ザ
ヤ鞘

︵
広
大
本
・
三
〇
オ
︶
／
久
曽
神
本
・
五
六
ウ

　

こ
れ
ら
の
例
か
ら
︑﹃
こ
ま
の
の
物
語
﹄
に
は
︑﹃
う
つ
ほ
物
語
﹄
木
曽
本
系
統
の
書
入
と
︑
お
そ
ら
く
書
写
者
自
身
で
付
し
た
と
思
わ
れ
る
書

入
と
の
二
つ
が
混
在
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
︒
す
な
わ
ち
︑﹃
こ
ま
の
の
物
語
﹄
は
︑
書
入
を
取
捨
選
択
し
て
摂
取
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒
こ

の
こ
と
は
︑
木
曽
本
系
統
の
書
入
か
ら
摂
取
し
た
も
の
が
︑﹃
こ
ま
の
の
物
語
﹄
諸
本
に
よ
っ
て
異
な
る
点
か
ら
も
︑
首
肯
で
き
よ
う
︒

　

類
例
と
し
て
︑﹃
か
や
く
き
物
語
﹄
を
参
照
し
て
み
る
︒﹃
こ
ま
の
の
物
語
﹄
の
場
合
︑
二
種
の
書
入
は
︑
ど
ち
ら
も
墨
書
で
あ
っ
た
︒﹃
か
や

く
き
物
語
﹄
の
場
合
︑
木
曽
本
系
統
か
ら
摂
取
し
た
書
入
は
墨
書
︑﹃
か
や
く
き
物
語
﹄
の
生
成
後
に
行
っ
た
書
入
は
朱
書
で
あ
る
︒
墨
書
は
大

半
が
宛
字
お
よ
び
振
り
仮
名
に
対
し
て
︑
朱
書
の
大
半
は
異
本
注
記
で
あ
っ
た
︒﹃
こ
ま
の
の
物
語
﹄
と
﹃
か
や
く
き
物
語
﹄
で
は
︑
色
分
け
の

有
無
と
い
う
違
い
は
あ
る
も
の
︑
木
曽
本
系
統
か
ら
摂
取
し
た
書
入
と
︑
書
写
者
自
身
が
付
し
た
書
入
が
︑
諸
本
で
異
な
る
点
は
同
じ
で
あ
る
︒
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な
お
︑﹃
う
つ
ほ
物
語
﹄
木
曽
本
系
統
の
諸
本
に
は
︑
荻
野
由
之
本
︑
中
村
本
︑
蓬
左
文
庫
本
︑
久
曽
神
本
︑
岸
本
由
豆
流
本
︑
岡
本
文
庫
本

の
六
本
が
確
認
さ
れ
る19

︒
こ
の
う
ち
︑
所
在
の
不
明
で
あ
る
中
村
本
︑
岸
本
由
豆
流
本
を
除
い
た
四
本
は
︑
概
ね
書
入
が
共
通
す
る
が
︑
異
な
る

部
分
も
含
ん
で
い
る
︒﹃
こ
ま
の
の
物
語
﹄
で
は
︑
諸
本
に
よ
っ
て
︑
木
曽
本
系
統
と
共
通
す
る
書
入
が
異
な
る
︒
従
っ
て
︑︻
１
︼・︻
２
︼
の
よ

う
な
書
入
の
比
較
を
逐
一
行
う
こ
と
で
︑﹃
こ
ま
の
の
物
語
﹄
編
者
が
︑
ど
の
よ
う
な
﹃
う
つ
ほ
物
語
﹄
写
本
を
用
い
て
い
た
か
︑
そ
の
推
定
を

狭
め
ら
れ
る
だ
ろ
う20

︒

　

さ
て
︑﹃
こ
ま
の
の
物
語
﹄
の
現
存
諸
本
の
う
ち
︑
広
大
本
は
︑﹁
城
戸
蔵
﹂
の
蔵
書
印
か
ら
︑
城
戸
千
楯
が
書
写
・
所
持
し
て
い
た
と
目
さ
れ

る
︒
城
戸
千
楯
は
︑
安
永
七
︵
一
七
七
八
︶
年
に
生
ま
れ
︑
弘
化
二
︵
一
八
四
五
︶
年
に
没
し
た
︒
寛
政
九
︵
一
七
九
七
︶
年
に
本
居
宣
長
に
入

門
し
︑
家
業
の
傍
ら
鐸
廼
舎
を
興
し
て
︑
国
学
を
教
授
し
た
︒
宣
長
の
没
後
は
︑
荒
木
田
久
老
に
学
ん
だ
︒
本
居
宣
長
の
著
作
で
あ
る
﹃
後
撰
集

詞
の
つ
か
ね
緒
﹄
の
伝
本
の
う
ち
︑
国
文
学
研
究
資
料
館
の
高
乗
勲
文
庫
蔵
写
本
︵
89
︱

154
︶
は
同
じ
蔵
書
印
を
有
す
る
︒
従
っ
て
︑
城
戸
千
楯

と
判
断
さ
れ
る
︒
千
楯
は
︑
宣
長
の
門
下
で
あ
る
か
ら
︑﹃
う
つ
ほ
物
語
﹄
を
知
っ
て
い
た
だ
ろ
う
︒

　

ま
た
︑
鶴
舞
甲
・
乙
本
は
︑
甲
本
の
奥
書
か
ら
︑
河
村
益
根
が
書
写
・
所
持
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
︒
河
村
益
根
は
︑
河
村
秀
根
の
二
男

で
︑
宝
暦
六
︵
一
七
五
六
︶
年
に
生
ま
れ
︑
文
政
二
︵
一
八
一
九
︶
年
に
没
し
た
︒
家
学
の
紀
典
学
を
学
び
︑
そ
の
後
岡
田
新
川
に
漢
学
を
学
ん

だ
︒
詩
歌
を
好
み
︑
書
法
や
管
楽
に
も
通
じ
た
︒
河
村
益
根
の
祖
父
に
あ
た
る
河
村
秀
穎
は
︑
二
〇
巻
揃
い
の
﹃
う
つ
ほ
物
語
﹄
を
所
持
し
て
い

た
︒
現
在
は
鶴
舞
中
央
図
書
館
の
河
村
文
庫
︵
河
ウ/1

～20/2
︶
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
︒
孫
の
益
根
も
︑﹃
う
つ
ほ
物
語
﹄
を
読
ん
だ
こ
と
は
あ

っ
た
だ
ろ
う
︒

　

両
者
は
国
学
者
で
あ
り
︑﹃
う
つ
ほ
物
語
﹄
を
所
持
し
て
い
た
︑
も
し
く
は
認
識
で
き
た
︑
と
考
え
ら
れ
る
︒
従
っ
て
︑

︽
Ｐ
︾　
﹃
う
つ
ほ
物
語
﹄
吹
上
上
巻
と
認
識
し
た
︒

と
推
定
さ
れ
る
︒︽
Ｐ
︾
の
場
合
︑﹃
こ
ま
の
の
物
語
﹄
は
識
者
た
ち
の
間
で
行
き
来
し
て
い
た
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
︒
国
学
者
た
ち
の
文
化
圏
の

中
で
︑﹃
こ
ま
の
の
物
語
﹄
が
制
作
さ
れ
︑
書
写
さ
れ
た
可
能
性
は
高
い
︒
ゆ
え
に
︑﹃
う
つ
ほ
物
語
﹄
の
一
部
を
﹃
こ
ま
の
の
物
語
﹄
と
い
う
別

の
物
語
に
仕
立
て
た
人
物
も
︑
識
者
で
あ
る
と
推
察
さ
れ
る
︒
た
だ
し
︑﹃
こ
ま
の
の
物
語
﹄
祖
本
が
嫁
入
本
で
あ
っ
た
場
合
︑
大
名
家
の
姫
君
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な
ど
の
第
一
読
者
は
︑﹃
う
つ
ほ
物
語
﹄
吹
上
上
巻
と
は
認
識
で
き
な
か
っ
た
可
能
性
が
あ
る
︒

　

こ
の
よ
う
に
︑﹃
こ
ま
の
の
物
語
﹄
は
︑︽
Ｘ
︾
─
︽
ｘ
１
︾・︽
ｘ
２
︾
─
︽
Ｐ
︾
の
状
況
で
生
成
・
享
受
さ
れ
た
の
で
あ
る
︒
そ
し
て
︑
編
者

も
書
写
者
も
︑﹃
う
つ
ほ
物
語
﹄
と
認
識
し
な
が
ら
︑﹃
う
つ
ほ
物
語
﹄
の
一
巻
に
別
の
名
を
付
し
て
流
布
さ
せ
る
こ
と
が
︑
一
つ
の
享
受
の
あ
り

方
で
あ
っ
た
︑
と
も
言
え
る
︒

お
わ
り
に
─
近
世
期
の
『
う
つ
ほ
物
語
』
享
受

　

以
上
︑﹃
こ
ま
の
の
物
語
﹄
編
者
の
認
識
及
び
書
写
者
︵
読
者
︶
の
認
識
を
ま
と
め
る
と
︑
次
の
通
り
で
あ
ろ
う
︒

　

ま
ず
︑
編
者
は
︑﹃
う
つ
ほ
物
語
﹄
吹
上
上
巻
と
認
識
し
て
︑﹁
こ
ま
の
の
物
語
﹂
と
題
し
た
︒
そ
の
際
︑
識
者
は
﹃
う
つ
ほ
物
語
﹄
と
分
か
る

だ
ろ
う
︑
と
想
定
し
て
い
た
︒
対
し
て
︑
書
写
者
︵
読
者
︶
は
︑﹃
こ
ま
の
の
物
語
﹄
を
︑﹃
う
つ
ほ
物
語
﹄
吹
上
上
巻
と
認
識
し
て
︑
書
写
し

た
︒
要
す
る
に
︑
編
者
と
書
写
者
︵
読
者
︶
は
︑﹃
こ
ま
の
の
物
語
﹄
が
﹃
う
つ
ほ
物
語
﹄
で
あ
る
と
互
い
に
理
解
し
な
が
ら
︑
別
物
語
と
し
て

生
成
・
享
受
し
た
の
で
あ
る
︒
た
だ
し
︑
大
名
家
の
姫
君
な
ど
の
第
一
読
者
は
︑﹃
う
つ
ほ
物
語
﹄
の
一
部
と
は
分
か
ら
な
か
っ
た
可
能
性
が
あ

る
︒

　

こ
の
こ
と
は
︑
鶴
舞
甲
本
に
︑
河
村
益
根
の
奥
書
が
あ
る
よ
う
に
︑﹃
こ
ま
の
の
物
語
﹄
を
国
学
者
た
ち
が
所
持
し
て
い
た
点
か
ら
も
推
断
で

き
る
︒
つ
ま
り
︑
書
写
者
︵
読
者
︶
が
国
学
者
で
あ
れ
ば
︑
編
者
も
自
ず
と
そ
の
文
化
圏
に
属
す
る
人
物
で
あ
る
点
を
示
唆
す
る
︒

　
﹃
か
や
く
き
物
語
﹄
の
場
合
︑
そ
の
書
入
が
詳
細
で
︑
木
曽
本
系
統
か
ら
摂
取
し
た
書
入
と
そ
れ
以
外
の
書
入
と
を
︑
墨
書
・
朱
書
で
分
け
て

い
る
点
︑
朱
書
の
異
本
注
記
が
諸
本
間
に
お
い
て
異
な
る
点
︑
そ
の
異
本
注
記
が
木
曽
本
系
統
以
外
の
本
文
系
統
を
含
む
点
か
ら
︑
編
者
が
﹃
う

つ
ほ
物
語
﹄
を
知
っ
た
上
で
別
物
語
に
仕
立
て
︑
書
写
者
も
﹃
う
つ
ほ
物
語
﹄
と
分
か
っ
た
上
で
享
受
し
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
︒﹃
か
や
く
き

物
語
﹄
で
は
︑
諸
本
の
書
写
・
所
持
者
が
国
学
者
で
あ
っ
た
こ
と
は
書
誌
か
ら
分
か
ら
ず
︑
可
能
性
に
と
ど
め
た
が
︑﹃
こ
ま
の
の
物
語
﹄
か
ら

そ
の
点
は
裏
付
け
ら
れ
た
と
言
え
る
︒

　

従
っ
て
︑
編
者
も
書
写
者
も
︑﹃
う
つ
ほ
物
語
﹄
と
認
識
し
な
が
ら
︑﹃
う
つ
ほ
物
語
﹄
の
一
巻
に
別
の
名
を
付
し
て
流
布
さ
せ
る
こ
と
が
︑
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﹃
う
つ
ほ
物
語
﹄
に
お
け
る
享
受
の
あ
り
方
の
一
つ
で
あ
っ
た
︑
と
い
う
点
が
指
摘
で
き
よ
う
︒

　

で
は
︑
こ
う
し
た
別
物
語
の
制
作
は
︑
何
を
意
味
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
︒
互
い
の
知
識
を
確
認
す
る
一
種
の
遊
戯
と
し
て
の
性
質
が
考
え
ら

れ
る
だ
ろ
う
︒
ま
た
︑
近
世
期
に
お
け
る
擬
古
物
語
制
作
の
一
環
と
し
て
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
︒
荒
木
田
麗
女
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
︑

近
世
期
に
は
擬
古
物
語
の
創
作
が
行
わ
れ
て
い
た21

︒
多
く
は
︑﹃
源
氏
物
語
﹄
や
﹃
う
つ
ほ
物
語
﹄
と
い
っ
た
平
安
期
の
物
語
を
︑
模
し
た
も
の

で
あ
る
︒
本
稿
で
述
べ
て
き
た
よ
う
に
︑﹃
う
つ
ほ
物
語
﹄
に
付
す
外
題
は
︑
平
安
期
に
成
立
し
た
と
さ
れ
る
散
佚
物
語
の
名
も
含
ん
で
い
る
︒

そ
う
し
た
近
世
期
に
は
存
せ
ず
︑
内
容
も
ほ
ぼ
分
か
ら
な
い
散
佚
物
語
を
︑
既
存
の
物
語
を
利
用
し
て
制
作
し
た
可
能
性
も
指
摘
で
き
よ
う
︒

　

本
稿
で
は
︑﹃
う
つ
ほ
物
語
﹄
の
或
る
巻
を
︑
別
物
語
に
仕
立
て
る
生
成
・
享
受
の
あ
り
方
を
論
じ
て
き
た
︒
一
方
で
︑
近
世
期
に
は
︑﹃
う
つ

ほ
物
語
﹄
の
複
数
の
巻
か
ら
本
文
を
抄
出
し
て
ま
と
め
︑
別
物
語
に
仕
立
て
る
生
成
・
享
受
の
あ
り
方
も
存
在
す
る22

︒
こ
の
点
に
関
し
て
は
︑
向

後
の
課
題
と
し
た
い
︒

註1 

平
安
時
代
に
存
し
︑
中
世
に
散
佚
し
た
﹃
こ
ま
の
の
物
語
﹄
に
つ
い
て
は
︑
新
美
哲
彦
﹁﹃
光
源
氏
物
語
抄
﹄
所
引
﹁
こ
ま
の
ゝ
も
の
が
た
り
﹂
に
つ

い
て
︱
散
佚
﹃
こ
ま
の
﹄・﹃
交
野
の
少
将
﹄・﹃
隠
れ
蓑
﹄
と
の
関
係
再
考
︱
﹂︵﹃
国
語
と
国
文
学
﹄
八
〇
︱
一
〇
︑
二
〇
〇
三
︶
参
照
︒

2 

中
村
忠
行
﹁
宇
津
保
物
語
に
関
す
る
展
観
書
目
録
︵
附
解
説
︶﹂︵﹃
日
本
文
学
研
究
叢
書　

平
安
朝
物
語
II
﹄
有
精
堂
︑
一
九
七
四
︶
参
照
︒
な
お
︑

伝
本
に
関
す
る
詳
細
な
解
説
は
︑
以
下
を
参
照
︒

 

片
寄
正
義
﹁
宇
津
保
物
語
傳
本
考
﹂︵﹃
国
語
国
文
﹄
七
︱
二
︑
一
九
三
七
︶

 

笹
淵
友
一
﹁
う
つ
ほ
物
語
諸
本
解
題
﹂︵
西
村
宗
一
・
笹
淵
友
一
編
﹃
校
本
う
つ
ほ
物
語　

俊
蔭
巻
﹄
興
文
社
︑
一
九
四
〇
︶

 

吉
田
幸
一
﹁
宇
津
保
物
語
の
諸
本
﹂︵﹃
宇
津
保
物
語
新
論
﹄
古
典
文
庫
︑
一
九
五
八
︶

3 

猪
川
優
子
﹁
広
島
大
学
蔵
﹃
こ
ま
の
の
物
語
﹄
の
ま
や
か
し
︱
﹃
う
つ
ほ
物
語
﹄
伝
流
過
程
に
お
け
る
一
様
相
︱
﹂︵﹃
古
代
中
世
国
文
学
﹄
一
七
︑
二
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〇
〇
一
︶
参
照
︒

4 
﹃
日
本
古
典
文
学
大
辞
典
﹄
の
﹁
う
つ
ほ
物
語
﹂
の
項
に
お
い
て
︑
執
筆
担
当
の
野
口
元
大
が
︑
同
分
類
で
四
系
統
と
す
る
︒

5 
前
田
本
に
つ
い
て
は
︑
注
２
前
掲
論
文
に
加
え
て
︑
以
下
を
参
照
︒

 

笹
淵
友
一
﹁
前
田
本
宇
津
保
物
語
解
説
﹂︵﹃
宇
津
保
物
語
一
﹄
古
典
文
庫
︑
一
九
五
七
︶

 

中
村
忠
行
﹁
前
田
家
十
三
行
本
﹃
宇
津
保
物
語
﹄
そ
の
他
﹂︵﹃
宇
津
保
物
語
研
究
会
会
報
﹄
二
︑
一
九
六
九
︶

 

a
室
城
秀
之
﹁
前
田
家
本
﹃
う
つ
ほ
物
語
﹄
は
ど
の
よ
う
な
本
か
﹂︵﹃
物
語
研
究
会
会
報
﹄
二
八
︑
一
九
九
七
︶

 

b
同
﹁﹃
う
つ
ほ
物
語
﹄
の
注
釈
・
本
文
﹂︵﹃
国
文
学
﹄
四
三
︱
二
︑
一
九
九
八
︶

6 

注
２
の
中
村
論
文
参
照
︒

7 

﹃
う
つ
ほ
物
語
﹄
の
共
通
祖
本
及
び
位
置
関
係
に
関
し
て
は
︑
新
美
哲
彦
の
一
連
の
論
稿
が
あ
る
︒
以
下
を
参
照
︒
な
お
︑
a
～
c
の
論
稿
の
う
ち
︑﹁
木

曽
本
﹂
の
呼
称
に
言
及
し
た
の
は
︑
a
で
あ
る
︒
併
せ
て
︑
注
２
の
吉
田
論
文
も
参
照
︒

 

a
新
美
哲
彦
﹁﹃
う
つ
ほ
物
語
﹄
の
伝
流
︱
幽
斎
本
・
三
条
西
家
断
簡
か
ら
︱
﹂︵﹃
平
安
朝
文
学
研
究
﹄
復
刊
九
︑
二
〇
〇
〇
︶

 

b
同
﹁﹃
う
つ
ほ
物
語
﹄
共
通
祖
本
の
特
質
﹂︵﹃
中
古
文
学
﹄
六
八
︑
二
〇
〇
一
︶

 

c
同
﹁﹃
う
つ
ほ
物
語
﹄
の
諸
本
︱
主
要
四
系
統
の
位
置
関
係
及
び
性
格
︱
﹂︵﹃
国
文
学
研
究
﹄
一
三
七
︑
二
〇
〇
二
︶

8 

注
７
の
新
美
論
文
a
参
照
︒

9 

注
５
の
室
城
論
文
a
︑
注
７
の
新
美
論
文
a
参
照
︒

10 

本
稿
で
掲
出
す
る
﹃
う
つ
ほ
物
語
﹄
及
び
﹃
こ
ま
の
の
物
語
﹄
諸
本
の
本
文
は
︑
以
下
の
原
本
・
影
印
に
拠
る
︒︵　

︶
内
は
請
求
記
号
︒

 

○
う
つ
ほ
物
語

 

久
曽
神
本
︙
久
曽
神
昇
﹃
俊
景
本
宇
津
保
物
語
と
研
究　

資
料
篇
第
一
～
三
巻
﹄︵
ひ
た
く
書
房
︑
一
九
八
三
～
一
九
八
五
︶

 

○
こ
ま
の
の
物
語

 

広
大
本
︙
広
島
大
学
中
央
図
書
館
蔵
写
本
︵
國
文/218G

/N

︶

 

鶴
舞
甲
本
︙
鶴
舞
中
央
図
書
館
河
村
文
庫
蔵
写
本
︵
河
コ/100

︶

 

鶴
舞
乙
本
︙
鶴
舞
中
央
図
書
館
河
村
文
庫
蔵
写
本
︵
河
コ/101

︶

11 

掲
出
し
た
本
文
は
︑
私
に
濁
点
・
句
読
点
・
鍵
括
弧
な
ど
を
付
し
た
︒

12 

伊
藤
田
豊
﹁
宇
津
保
物
語
の
地
理
的
背
景
︵
吹
上
巻
に
つ
い
て
︶﹂︵﹃
平
安
朝
文
学
研
究
﹄
一
二
︑
一
九
六
六
︶
参
照
︒
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13 

以
下
の
引
用
は
︑﹃
い
ほ
ぬ
し
﹄
が
増
淵
勝
一
﹃
い
ほ
ぬ
し
精
講
﹄︵
国
研
出
版
︑
二
〇
〇
二
︶︑﹃
枕
草
子
﹄・﹃
源
氏
物
語
﹄
が
新
潮
日
本
古
典
集
成
に

よ
る
︒
冊
数
・
頁
数
も
同
様
︒
引
用
し
た
本
文
は
︑
私
に
改
め
た
箇
所
が
あ
る
︒

14 
以
下
︑
諸
本
間
の
異
同
は
︑﹃
枕
草
子
﹄
は
︑
田
中
重
太
郎
﹃
校
本
枕
冊
子
﹄︵
古
典
文
庫
︑
一
九
五
三
～
一
九
六
九
︶︑﹃
源
氏
物
語
﹄
は
︑
池
田
亀
鑑

﹃
源
氏
物
語
大
成
﹄︵
普
及
版
︑
中
央
公
論
社
︑
一
九
八
四
～
一
九
八
五
︶
に
よ
る
︒

15 

注
２
の
中
村
論
文
参
照
︒

16 

た
だ
し
︑
平
瀬
本
﹃
源
氏
物
語
﹄
の
﹁
竹
河
﹂
巻
が
﹃
狭
衣
物
語
﹄
巻
二
だ
っ
た
︑
と
い
う
例
が
あ
る
︒
豊
島
秀
範
﹁
平
瀬
本
﹁
竹
河
﹂
巻
に
混
入
し

た
﹃
狭
衣
物
語
﹄
巻
二
本
文
の
実
態
﹂︵﹃
国
学
院
大
学
大
学
院
紀
要
︵
文
学
研
究
科
︶﹄
四
〇
︑
二
〇
〇
九
︶
参
照
︒
ま
た
︑
注
１
の
新
美
論
文
で
は
︑

﹁
物
語
の
写
本
に
お
い
て
︑﹃
石
清
水
物
語
﹄
の
一
系
統
が
外
題
を
﹃
正
三
位
物
語
﹄
と
す
る
例
︑﹃
苔
の
衣
﹄
巻
三
が
﹃
宇
治
大
納
言
物
語
﹄
と
し
て

流
布
す
る
例
︑﹃
う
つ
ほ
物
語
﹄
が
外
題
を
﹃
栄
花
物
語
﹄
と
す
る
例
な
ど
︑
外
題
や
内
題
の
誤
記
は
数
多
く
あ
る
﹂
と
す
る
が
︑﹁
誤
記
﹂
と
断
ぜ
ら

れ
る
か
︑
各
個
検
討
が
必
要
で
あ
ろ
う
︒

17 

﹃
か
や
く
き
物
語
﹄
に
つ
い
て
は
︑
拙
稿
﹁﹃
か
や
く
き
物
語
﹄
の
生
成
︱
﹃
う
つ
ほ
物
語
﹄
木
曽
本
系
統
の
伝
流
︱
﹂︵﹃
三
田
國
文
﹄
六
〇
︑
二
〇
一

五
︶
参
照
︒
以
降
︑
本
稿
に
お
け
る
﹃
か
や
く
き
物
語
﹄
に
関
す
る
言
及
は
︑
拙
稿
に
よ
る
︒

18 

中
島
正
二
﹁
物
語
た
ち
の
分
類
学
﹂︵﹃
江
戸
文
学
﹄
二
二
︑
二
〇
〇
一
︶
参
照
︒
擬
古
物
語
が
嫁
入
本
に
用
い
ら
れ
た
の
は
︑
題
名
が
和
歌
的
で
風
雅

で
あ
る
こ
と
︑﹃
伊
勢
物
語
﹄﹃
源
氏
物
語
﹄
の
よ
う
に
一
般
に
知
ら
れ
て
い
な
い
た
め
︑
い
か
に
も
貴
重
な
物
語
を
進
呈
し
た
と
思
わ
せ
る
効
果
が
あ

っ
た
こ
と
を
指
摘
す
る
︒
そ
れ
と
同
様
に
︑﹃
こ
ま
の
の
物
語
﹄
と
い
う
散
佚
物
語
の
名
を
冠
す
る
こ
と
で
︑
珍
し
い
物
語
で
あ
る
と
思
わ
せ
る
効
果

が
あ
っ
た
︑
と
考
え
ら
れ
る
︒

19 

﹃
う
つ
ほ
物
語
﹄
の
諸
本
の
呼
称
は
︑
注
２
の
中
村
論
文
に
従
っ
た
︒
そ
れ
に
示
さ
れ
て
い
な
い
伝
本
に
限
り
︑
所
蔵
先
を
明
記
し
た
︒

20 

た
だ
し
︑
可
能
性
と
し
て
︑︻
３
︼﹃
こ
ま
の
の
物
語
﹄
諸
本
と
木
曽
本
系
統
の
一
写
本
が
共
通
し
て
一
致
す
る
例
︑︻
４
︼﹃
こ
ま
の
の
物
語
﹄
一
写
本

と
木
曽
本
系
統
の
一
写
本
が
共
通
し
て
一
致
す
る
例
︑
が
考
え
ら
れ
る
が
︑
確
認
さ
れ
る
現
存
本
で
︑
そ
の
よ
う
な
例
は
な
い
︒

21 

中
村
忠
行
﹁
荒
木
田
麗
女
と
﹃
宇
津
保
物
語
﹄﹂︵﹃
山
辺
道
﹄
一
︑
一
九
五
五
︶
参
照
︒

22 

﹃
う
つ
ほ
物
語
﹄
の
複
数
の
巻
か
ら
和
歌
を
抄
出
し
ま
と
め
た
﹃
紀
式
部
集
﹄
と
題
さ
れ
た
写
本
と
︑
複
数
の
巻
か
ら
本
文
を
抄
出
し
ま
と
め
た
﹃
和

泉
式
部
日
記
﹄
と
題
さ
れ
た
写
本
が
現
存
す
る
︒
各
写
本
の
本
文
は
︑
以
下
を
参
照
︒

 

中
西
健
治
﹁
紀
式
部
集
・
本
文
﹂︵﹃
平
安
末
期
物
語
攷
﹄
勉
誠
出
版
︑
一
九
九
七
︶

 

岡
田
貴
憲
・
戸
田
瞳
﹁
天
理
図
書
館
蔵
﹃
う
つ
ほ
物
語
﹄︵
外
題
・
内
題
﹃
和
泉
式
部
日
記
﹄︶
解
題
・
翻
刻
﹂︵﹃
古
代
中
世
文
学
論
考
﹄
三
〇
︑
二
〇
一
四
︶
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︻
付
記
︼
貴
重
な
資
料
の
利
用
に
際
し
て
︑
広
島
大
学
中
央
図
書
館
︑
鶴
舞
中
央
図
書
館
よ
り
多
大
な
る
ご
高
配
を
賜
っ
た
︒
記
し
て
深
謝
申

し
上
げ
る
︒


