
『徒
然
草
』
の
構
成
に
つ
い
て

-

写
本
区
分
か
ら
の
再
考

1
㌧
『徒
然
草
』
構
成
論
の
こ
れ
ま
で

『徒
然
草
』
の
構
成
論
は
､
橘
淳

一
氏
ー
よ
-
そ
の
論
議
が
は
じ
ま
る
｡

作
品
を
､
序
段
か
ら
三
二
段
ま
で
を

一
部
､
三
三
段
か
ら
終
わ
-
ま
で
を

二
部
の
､
逐
段
執
筆
に
よ
る
二
部
構
成
で
あ
る
と
し
た
｡
こ
の
よ
う
に
､

作
中
に
登
場
す
る
人
物
の
任
官
時
期
､
エ
ピ
ソ
ー
ド
な
ど
'
時
事
的
話
題

の
年
を
特
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
､
作
品
の
構
成
を
説
明
す
る
方
法
の

1

万
で
'
作
家
研
究
に
よ
っ
て
解

っ
て
き
た
作
者
来
歴
と
結
び
つ
け
て
作
品

の
展
開
の
在
-
方
を
説
明
す
る
､
松
本
新
八
郎
氏
2
の
四
部
構
成
説
が
出

さ
れ
る
｡
一
部
を
序
投
か
ら
三
､
四
〇
段
､
二
部
を
三
八
段
か
ら
九

一
段
､

三
部
を
上
巻
後
半
か
ら

1
九
九
段
､
四
部
を
二
〇
〇
段
か
ら
終
わ
り
ま
で

と
す
る
｡
以
後
こ
の
二
つ
の
説
明
を
相
補
わ
せ
､
さ
ら
に
詳
細
に
掘
-
下

げ
た
の
が
､
続
く
構
成
論
と
言
え
る
だ
ろ
う
3
｡

い
ず
れ
も
､
現
行
章
投
区
分
に
お
け
る
序
段
と
二
四
三
段
の
文
章
が
､

こ
こ
に
こ
の
よ
う
に
並
ん
で
い
る
そ
の
理
由
を
考
え
た
も
の
で
あ
る
｡
作

中
時
事
の
年
代
考
証
と
い
う
方
法
の
背
後
に
は
､
作
者
が
実
際
に
そ
の
期

間
に
自
分
で
見
聞
き
し
た
こ
と
を
書
い
た
も
の
と
い
う
作
品
に
対
す
る
認

識
が
あ
る
｡
そ
し
て
､
作
者
来
歴
か
ら
作
品
内
容
を
説
明
す
る
方
法
の
背

後
に
は
､
作
者
自
身
の
人
生
折
々
の
思
考
が
そ
の
ま
ま
書
か
れ
た
も
の
で

長

橋

祥

子

あ
る
と
い
う
認
識
が
あ
る
の
で
あ
-
､
い
ず
れ
も
作
品
の
創
作
性
を
追
求

し
た
も
の
で
は
な
い
｡

う
よ
り
は
､
作
者
が
実
際
に
見
て
聞
い
て
､
思
っ
て
考
え
た
こ
と
や
過
去

の
回
想
が
そ
の
ま
ま
書
か
れ
た
作
品
で
あ
る
､
も
し
く
は
､
説
話
集
と
同

じ
ょ
う
に
'
様
々
な
言
談
の
場
で
語
ら
れ
た
逸
話
を
､
語
-
手
が
配
列
し
､

論
評
し
た
､
説
話
集
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
認
識
さ
れ
る
4
｡
作
品
を
語

-
手
が
存
在
す
る
説
話
集
の
系
譜
か
ら
考
え
た
と
し
て
も
､
そ
れ
は
も
と

も
と
バ
ラ
バ
ラ
に
存
在
し
て
い
る
逸
話
や
談
話
を
'
作
者
が
ど
の
よ
う
に

配
列
し
た
か
と
い
う
こ
と
の
説
明
で
あ

っ
て
t

T
つ
1
つ
の
文
章
や
話
の

独
立
性
に
対
す
る
認
識
は
変
わ
-
な
い
｡

つ
ま
-
､
こ
れ
ま
で
の
構
成
論
は
必
ず
作
品
を
逸
話
や
談
話
に
､
あ
る

い
は
作
者
の
意
見
や
感
想
に
注
目
し
た
､
現
行
章
段
区
分
と
い
う
規
準
を

起
点
に
し
て
､
こ
の
区
分
に
よ
っ
て
確
立
さ
れ
た
文
章
の
独
立
性
を
あ
-

ま
で
保
ち
な
が
ら
､
鉄
の
規
則
の
意
味
を
､
そ
の
配
列
の
な
さ
れ
方
の
意

味
を
考
え
て
き
た
と
い
う
こ
と
が
言
え
る
だ
ろ
う
｡

し
か
し
､
こ
こ
で
注
意
し
た
い
の
は
､
序
段
と
二
四
三
段
と
い
う
読
み

方
が
'
江
戸
期
の
終
わ
-
に
定
着
し
た
､
作
者
以
外
の
人
物
が
読
み
や
す
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さ
を
考
え
､
区
分
L
t
提
示
し
た

一
つ
の
決
ま
-
ご
と
で
あ
る
t
と
い
う

こ
と
で
あ
る
｡

2
'
現
行
章
段
区
分
の
始
ま
り

『徒
然
草
』
の
写
本
は
四
系
統
に
分
類
5
さ
れ
る
｡
本
論
で
は
､
四
系

統
各
続
の
代
表
的
な
写
本
6
と
'
江
戸
期
に
入
っ
て
出
版
さ
れ
た
主
な
注

釈
書
7
の
区
分
状
況
を
調
査
し
た
｡
写
本
と
注
釈
書
の
区
分
で
は
､
大
き

な
違
い
が
見
ら
れ
る
｡

ま
ず
､
区
分
数
だ
け
を
見
て
も
､
鳥
丸
本
の
2
4
3
区
分
と
､
以
降
の

ほ
ぼ
同
数
と
1亨
見
る
注
釈
書
の
区
分
数
に
比
べ
て
､
正
徹
本
'
常
緑
本
､

東
大
本
の
三
本
は
2
0
か
ら
3
0
ほ
ど
少
な
い
8
｡
ま
た
'
写
本
に
は
､

江
戸
期
註
釈
書
に
は
み
ら
れ
る
章
段
数
の
表
示
も

一
切
存
在
し
な
い
｡
次

の
表
は
各
写
本
区
分
の
実
態
を
で
き
る
だ
け
実
物
に
忠
実
に
再
現
し
た
も

の
で
あ
る
が
､
そ
れ
ぞ
れ
'
区
分
の
表
示
方
法
が
こ
と
な
る
9
｡

烏
丸
本
は
改
行
の
み
で
区
分
を
示
す
｡
ま
た
､
改
行
で
は
な
い
文
章
の

終
わ
-
が
文
末
に
こ
な
い
｡
来
た
と
し
て
も

｢
O
｣
を
つ
け
て
文
章
が
ま

だ
続
い
て
い
る
こ
と
を
明
示
し
て
い
る
た
め
､
校
注
者
側
が
区
分
す
る
つ

も
り
の
な
い
と
こ
ろ
で
切
っ
て
読
ま
れ
る
こ
と
が
な
い
10
｡

し
か
し
､
他
の
三
本
の
写
本
は
事
情
が
異
な
る
｡
正
徹
本
と
東
大
本
は
､

区
分
が
改
行
と
次
の
文
章
行
頭
に
つ
け
ら
れ
る
宋
墨
の

｢
JJ
や

｢●
｣

の
印
で
示
さ
れ
る
｡
し
か
し
､
こ
れ
は
ど
の
区
分
に
お
い
て
も
徹
底
さ
れ

て
い
る
の
で
は
な
-
､
文
章
の
終
わ
り
が
文
末
ま
で
つ
ま
-
'
次
の
文
章

の
冒
頭
が
次
行
の
行
頭
に
-
る
と
い
う
改
行
意
思
が
あ
い
ま
い
な
箇
所
に

も
､
朱
墨
の

｢JJ
や

｢●
｣
印
が
多
-
つ
け
ら
れ
て
い
る
日
.

ま
た
､
正
徹
本
で
は
､
改
行
さ
れ
て
い
る
の
に
朱
点
が
つ
か
な
い
箇
所

● ● ● ●正

＼ ＼ ＼ ＼

鼓 '.)Jl1..7号 i④ a l日 ⑨ 友 を② 鼓 や甲 〔 ヤ L.:① tH.Lも､4号 り 手口 手･- . ) . ､- . ､- . し :
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が
あ
る
S
.
東
大
本
で
は
'

1
つ
の
文
章
の
終
わ
り
が
行
の
半
ば
に
あ
っ

て
'
次
の
文
章
が
す
ぐ
に
つ
づ
い
て
い
る
場
合
で
も
'
｢JJ
印
で
そ
こ
に

区
分
が
示
さ
れ
る
箇
所
が
あ
る
13
｡
つ
ま
り
､
改
行
で
示
し
た
区
分
と
印

に
よ
る
区
分
に
は
'
明
ら
か
な
見
解
の
相
違
が
あ
る
の
で
あ
る
｡
改
行
区

分
を
設
け
て
本
文
を
書
写
し
た
人
物
と
'
宋
墨
で
記
し
を
付
け
た
人
物
が

こ
の
二
つ
の
写
本
で
は
異
な
る
可
能
性
が
大
き
い
｡

常
緑
本
は
､
大
き
な
章
段
の
移
動
が
あ
-
､
そ
の
点
で
既
に
現
行
章
段

区
分
と
は
異
な
る
が
､
そ
れ
は
ひ
と
ま
ず
置
い
て
区
分
の
表
示
を
見
て
み

る
と
､
基
本
的
に
は
改
行
区
分
の
み
で
本
文
区
分
を
示
す
｡
し
か
し
'
烏

丸
本
の
よ
う
に
改
行
か
非
改
行
か
を
明
示
す
る
処
理
は
な
さ
れ
て
お
ら

ず
'
正
徹
本
や
東
大
本
と
同
じ
で
､

一
つ
の
文
章
の
終
わ
-
が
行
末
ま
で

が
つ
ま
-
､
次
の
文
章
の
冒
頭
が
次
行
の
行
頭
か
ら
始
ま
る
箇
所
が
多
-

あ
る
.
常
緑
本
に
お
け
る

｢JJ
印
箇
所
14
は
､
こ
の
よ
う
な
改
行
の
意

思
が
あ
い
ま
い
な
三
十
五
箇
所
と
､
文
頭
が
前
の
文
章
と
改
行
で
区
分
さ

れ
て
お
ら
ず
行
の
半
ば
に
あ
る
箇
所
に
二
箇
所
'
改
行
さ
れ
て
い
る
箇
所

に
二
箇
所
､
現
行
九
八
段
の
三
日
法
談
か
ら
抜
き
出
し
た
五
項
目
の
文
頭

に
五
箇
所
'
計
四
四
箇
所
だ
.
常
緑
本
に
お
い
て
も
､
｢JJ
点
区
分
を
ほ

ど
こ
し
た
人
物
の
目
の
前
に
は
､改
行
区
分
の
み
の
本
文
が
ま
ず
存
在
し
'

所
々
に
改
行
区
分
と
は
別
の
規
準
や
観
点
に
も
と
づ
い
て
､
印
が
付
け
ら

れ
た
と
い
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
｡

3
､
印
区
分
の
検
討

正
徹
本
と
常
緑
本
と
東
大
本
､
こ
の
三
写
本
に
は
､
鳥
丸
本
の
よ
う
に
､

前
の
文
章
が
行
末
ま
で
し
っ
か
-
つ
ま
っ
て
終
-
､
新
た
な
文
章
が
次
行

の
行
頭
か
ら
始
ま
る
､
改
行
と
と
ろ
う
と
す
れ
ば
改
行
と
と
れ
､
つ
な
が

っ
て
い
る
と
読
め
ば
つ
な
が
っ
て
い
る
と
読
む
こ
と
の
出
来
る
箇
所
が
た

-
さ
ん
あ
る
｡
で
は
､
こ
の
三
本
で
は
､
そ
う
い
っ
た
部
分
に
必
ず
､
宋

墨
点
が
つ
け
ら
れ
て
い
る
の
か
と
い
う
と
そ
う
で
は
な
い
｡
あ
く
ま
で
､

現
行
章
段
区
分
で
区
分
さ
れ
て
い
て
'
な
お
か
つ
改
行
意
思
が
暖
味
な
箇

所
に
だ
け
'
｢JJ
や

｢●
｣
の
印
が
付
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
｡
こ
れ

ら
の
写
本
に
は
'
現
行
章
段
区
分
で
は
区
分
さ
れ
て
い
な
い
'
し
か
し
､

一
応
ま
と
ま
-
の
あ
る
文
章
と
し
て
区
分
す
る
こ
と
が
で
き
て
行
末
い
っ

ぱ
い
で
お
わ
-
､
次
の
文
章
が
次
行
の
行
頭
か
ら
は
じ
ま
る
部
分
に
は
､

朱
墨
に
よ
る
印
が
つ
け
ら
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
O

,

左
は
東
大
本
の
本
文
で
.あ
る
｡

一
行
の
字
数
は
ま
ち
ま
ち
で
あ
る
が
､

実
際
の
写
本
で
は
､
文
末
は
そ
ろ
っ
て
い
る
｡

＼
い
ヤ
-
け
ナ
る
物
ろ
た
る
あ
た
り
に
7
う
JL･
の
お
は
-
す
,

り
に
号
の
お
は
-
碕
i
雀
に
小
の
お
は
-
せ
ん

さ

い

に
い
-
冬
木
の
お
は
-
い
え
の

-
ら
に
手
練
の
お
は
さ

人
ii
あ
ひ
て
‥
1
J付
の
お
は
-
頗
丈
に
咋
首
お
は
-

か
-
の
せ
た
る
お

は
1
7
み
･1
る
-
か
ら
ぬ
丈
鼻
の

ふ
み

塵
塚
の
-
〟
(改
行
)

-
＼
せ
に
か
た
り
つ
た
ふ
る
辛
は
立
‥
JLJ
は
ろ
レ.

ナ
さ
シ
ャ
お
は
-

付

2345671891
0

Ll_
rl

カ
ナ
そ
ら
,,
.IJ也
あ
る
に
も
過
て
人
は
物
㌢

い
レ
ナ
す
に

i
-
7
JLJ
L
月す
-
さ
か
レ
･a
へ
た
,
り
ぬ
れ
は

い
ひ
た

-
ま

にゝ

か

た
り
ナ
-
7
号
に
も
か
さ

,i,,め
ぬ
れ
は
や
か
7

t
Jた
ま
り
ぬ
み
-
･････-
の
物
の
上
才
の
い
ろ
-
-
辛
ナ
}1

小
た
-
チ
,
る
人
の

qr･

の
逢
-
ら
ぬ
け
q･
,
ろ
に
村
の

‥
1
J-
に
い
へ
.と
も
逢
-
れ
る
人
は
さ
ら
に
柁
>,浴
,,+
,す

I

㌣
1
J
に
-

-
1
Jみ

る
碑
,J
は
何
事
も
か
け
る
物
也
か
つ
あ
ら
は

る

,

計
も
小
へ
-
み
す
-
-
に
ま
か
せ
て
い
レ~
-
ら
す
け

ヤ
か
7
-
-
た
る
手
JLJ-
,,ゆ
え
我
ま
‥
JL･-
か
ら
す
は

思
レ.
ナ
か
ら

人
の
い
レ.
-
ま
ゝ
に
は
ナ
の
は

JL,計
,Jめ
き
て
い
ふ
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1
2

は
守
の
人
の
†
ら
,,i
Jに
は
あ
ら
す
け
に
-
1I
L
1
叩
々
う

1
3

ら
お
は
め
き
-
ら
ぬ
よ
-
･
7
t
Jり
ナ
か
ら
つ
ま
･･･-
1あ

1
4

は
ぜ
て
か
た
る
そ
ら
,,JLJは
お
qr･ろ
-
-
手
也
わ

か
ため
る
8

1
5

あ
る
ヤ
う
に
い
け..'れ
ぬ
る

乍
ら
,,JLJ付
人
い
た
･･く
る
ら
か

ばすみ
ナ

1
6

人
の
輿
す
る
そ
ら
,,JLJ
は
レ

JLJり
さ
も
ナ
か
り
-
物
と
JLJ
い
け
ん

1
7

も
せ
ん
ケ
･･1
7
-
･
あ
た
る
雅
に
潜
入
に
さ
へケ

さ
れ
て

1
8

い
JLJ
ゝ
t
Jた
ま
-
ぬ
へ
-
JLJに
も

が
-
に
も
q･ら
,,JLJお
は
さ
せ

1
9

也
た
,
つ
ね
に
あ
る
め
つ
ら
-
か
ら
ぬ
辛
の
ま
,
に

t't
ぇ
た
ら

2
0

ん
よ
ろ
つ
た
か
ふ
へ
か
ら
す
-
も
さ
ま
の
人
の
物
か
た
-
付

2
1

み
･
お
JLJろ
-
A
T

の
み
ろ
-
よ
-
人
は
あ
ヤ
-
さ
手
>
,

2
2

か

た
ら
す
か
-
は
い
へ
J･Ji
村
の
奇
頼
経
者
の
嫁
北

で
の
み

2
3

指
せ
+
Jる
へ
さ
に
は
あ
ら
す

‥
れ
付
せ
体
の
子
ら
,,JLJA
.わ
ん

2
4

,,ろ

に
柁
-
た
る
む
計
,,
か
ま
-
･1
よ
も
あ
ら
-
ナ
JIJ
い
ふ

2
5

も
詮
サ
ーす
れ
ば
大
か
た
は
ま
,,A
J
-

-
あ
レ.
-
ら
ひ
て

レ
1
J

へ

2
6

に
指
せ
す
え
う
た
か
ひ
ろ
+
Jけ
る

へ
か
ら
す
(政
行
)

徹
本
の
改
行
区
分
1
9
2
区
分
が
宋
墨
点
区
分
で
2
2
5
区
分
に
細
分
化

さ
れ
､
更
に
現
行
章
段
区
分
で
2
4
4
段
に
細
分
化
さ
れ
る
､
そ
の
細
分

化
の
過
程
を
図
に
し
た
も
の
で
あ
る
｡

一
番
左
が
正
徹
本
改
行
区
分
の
区

分
状
況
､
真
ん
中
が
正
徹
本
末
墨
点
区
分
の
区
分
採
用
状
況
､
右
が
現
行

章
段
区
分
の
区
分
採
用
状
況
で
あ
る
｡

図

一

現
行
章
段
区
分
の
区
分
採
用
状
況

(正
徹
本
)

ま
た
説
明
の
便
宜
の
た
め
､
｢
せ
ii
か
た
り
つ
た
ふ
る
辛
｣
以
降
､
現

行
七
四
段
に
は
行
番
号
を
ふ
っ
た
｡
｢
I
｣
の
付
い
て
い
る
七
行
目
は
､

文
章
の
文
末
が
行
の
終
わ
り
ま
で
つ
ま
っ
て
お
り
､
そ
こ
で

一
応
文
章
が

き
れ
て
い
る
.
こ
の
七
行
目
の
文
末

｢人
は･･4
'ら
に
柁

>,お
,,
さ
す
｣
は
､

他
の
三
つ
の
写
本
で
は
い
ず
れ
も
行
の
半
ば
に
あ
る
が
､
行
末
で
文
章
が

切
れ
て
い
る
こ
と
が
写
本
校
注
者
の
区
分
意
識
の
表
れ
で
あ
る
と
す
れ

ば
､
少
な
く
と
も
東
大
本
で
は
､
I
か
ら
7
を
'
物
の
上
手
の
す
ぼ
ら
し

い
業
を
か
た
-
な
で
そ
の
道
を
し
ら
な
い
人
は
神
の
よ
う
に
云
う
と
い
う

主
旨
の
文
章
'
8
か
ら
2
6
ま
で
を
聞
-
と
見
る
と
で
は
大
違
い
､
空
言

が
本
当
の
こ
と
の
よ
う
に
語
ら
れ
る
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
検
証
さ
れ
た
文
章
と

し
て
､
朱
墨
印
を
つ
け
る
こ
と
も
で
き
る
は
ず
だ
｡
し
か
し
､
印
は
こ
の

箇
所
に
は
つ
け
ら
れ
て
い
な
い
｡

次
の
図

1
｢現
行
章
段
区
分
の
区
分
採
用
状
況

(正
徹
本
)｣
は
'
正

17

本
文
が
書
写
さ
れ
る
時
点
で
あ
っ
た
改
行
区
分
数
を
口
で
､
改
行
区
分

に
は
な
い
､
朱
墨
点
区
分
独
自
の
区
分
数
を

○
で
､
改
行
区
分
に
も
朱
墨

点
区
分
に
も
な
い
､
現
行
章
段
区
分
独
自
の
区
分
数
を
◇
で
囲
っ
て
現
し

て
あ
る
｡
正
徹
本
の
改
行
区
分
1
9
2
は
､
朱
墨
点
区
分
で
は
1
8
9
区

分
を
採
用
さ
れ
､
3
区
分
は
不
採
用
｡
そ
こ
に
､
行
末
で
ひ
と
つ
の
文
章

が
終
わ
-
次
行
の
行
頭
か
ら
新
し
い
文
章
が
は
じ
ま
る
改
行
意
思
の
あ
い

ま
い
な
箇
所
に
､
宋
墨
点
に
よ
っ
て
つ
け
ら
れ
た
3
6
区
分
が
加
わ
-
､



正
徹
本
は
宋
墨
点
区
分
の
時
点
で
2
2
5
区
分
に
な
っ
た
｡

現
行
章
段
区
分
で
は
'
改
行
区
分
で
も
宋
墨
点
区
分
で
も
採
用
さ
れ
た

1
8
9
区
分
の
う
ち
6
区
分
を
不
採
用
と
L
t
朱
墨
点
区
分
が
不
採
用
と

し
た
改
行
区
分
3
区
分
を
採
用
｡
さ
ら
に
宋
墨
点
区
分
の
際
に
新
た
に
つ

け
ら
れ
た
3
6
区
分
を
そ
の
ま
ま
採
用
｡
改
行
区
分
に
も
朱
墨
点
区
分
に

も
な
か
っ
た
現
行
区
分
の
際
に
つ
け
ら
れ
た
区
分
2
2
が
加
わ
-
､
合
計

2
4
4
区
分
と
な
っ
て
い
る
｡

正
徹
本
の
朱
墨
点
区
分
は
､
2
2
5
段
中
2
1
9
段
を
現
行
章
段
区
分

と
同
じ
く
す
る
｡
改
行
区
分
と
同
じ
-
す
る
の
は
1
8
9
区
分
で
､
よ
-

現
行
章
段
区
分
に
近
い
規
準
で
区
分
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ

う
｡
各
写
本
に
お
け
る
区
分
採
用
状
況
の
実
態
は
図
二
､
図
三
の
通
-
で

あ
る
15
｡

図
二

現
行
章
段
区
分
の
区
分
採
用
状
況

(常
緑
本
)

図
三

現
行
章
段
区
分
の
区
分
採
用
状
況

(東
大
本
)

東大本改行 東大本朱点 現行章段区

区分210 区分24232 分24431

210 10
210

203 1

7

1

18

以
上
の
こ
と
か
ら
考
え
ら
れ
る
の
は
､
写
本
に
お
け
る
宋
墨
印
は
､

1

つ
の
文
章
の
終
わ
り
が
行
末
ま
で
つ
ま
-
､
次
の
文
章
の
始
ま
り
が
次
行

の
行
頭
に
来
て
い
る
箇
所
が
書
写
校
注
者
の
改
行
の
意
の
表
れ
で
あ
る
と

判
断
さ
れ
て
､
つ
け
ら
れ
た
と
い
う
わ
け
で
は
な
-
､
も
と
も
と
書
写
校

注
者
に
改
行
の
意
が
な
い
箇
所
に
､
江
戸
期
注
釈
書
や
烏
丸
本
な
ど
の
現

行
章
段
区
分
に
近
い
写
本
及
び
注
釈
書
の
規
準
に
も
と
づ
い
て
つ
け
ら
れ

た
の
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡

＼



4
､
写
本
改
行
区
分
と
現
行
章
段
区
分

次
に
示
す
の
は
'
岩
波
文
庫
新
訂

『徒
然
草
』
16
の
本
文
を
立
て
続
け

に
並
べ
た
も
の
で
､
現
行
章
段
区
分
､
第
七
十
六
か
ら
七
八
段
で
あ
る
㌘

七
十
五
段

つ
れ
ぐ

わ
ぶ
る
人
は
､
い
か
な
る
心
な
ら
ん
｡
ま
ざ

る
ゝ
方
な
く
'
た
ゞ
ひ
と
り
あ
る
の
み
こ
そ
よ
け
れ
｡
世

に
従
へ
ば
､
心
､
外
の
塵
に
奪
ほ
れ
て
惑
ひ
易
-
､
人
に

交
れ
ば
､
言
葉
､
よ
そ
の
聞
き
に
随
ひ
て
､
さ
な
が
ら
'

心
に
あ
ら
ず
.
人
に
戯
れ
､
物
に
争
ひ
'

1
度
は
恨
み
､

一
度
は
喜
ぶ
｡
そ
の
事
､
定
ま
れ
る
事
な
し
｡
分
別
み
だ

-
に
起
こ
-
て
､
得
失
止
む
時
な
し
｡
惑
ひ
の
上
に
酔
へ

り
｡
酔
の
中
に
夢
を
な
す
｡
走
-
て
急
が
は
し
く
､
ほ
れ

て
忘
れ
た
る
事
'
人
骨
か
-
の
如
し
｡

未
だ
'
ま
こ
と
の
道
を
知
ら
ず
と
も
､
縁
を
離
れ
て
身

を
閃
か
に
し
､
事
に
あ
づ
か
ら
ず
し
て
心
を
安
-
せ
ん
こ

そ
､
し
ば
ら
-
楽
し
ぶ
と
も
言
ひ
っ
ぺ
け
れ
｡
｢生
活

･
人

事

･
伎
能

･
学
問
等
の
諸
縁
を
止
め
よ
｣
と
こ
そ
､
摩
討

止
観
に
も
侍
れ
｡

第
七
十
六
段

世
の
覚
え
花
や
か
な
る
あ
た
-
に
､
嘆
き
も
喜
び
も
あ

-
て
､
人
多
-
行
き
と
ぶ
ら
ふ
中
に
､
聖
法
師
の
交
り
て
､

言
ひ
入
れ
､
た

ゝ
ず
み
た
る
こ
そ
､
さ
ら
ず
と
も
見
ゆ
れ
｡

さ
る
べ
き
故
あ
-
と
も
､
法
師
は
人
に
う
と
く
て
あ
り

な
ん
｡

第
七
十
七
段

世
中
に
､
そ
の
比
､
人
の
も
て
あ
つ
か
ひ
ぐ
さ
に
言
ひ

合
へ
る
事
､
い
ろ
ふ
べ
き
に
は
あ
ら
ぬ
人
の
'
よ
-
案
内

知
-
て
､
人
に
も
語
-
聞
か
せ
'
間
ひ
聞
き
た
る
こ
そ
､

う
け
ら
れ
ね
｡
こ
と
に
､
片
ほ
と
り
な
る
聖
法
師
な
ど
ぞ
､

世
の
人
の
上
は
､
我
が
如
-
尋
ね
聞
き
､
い
か
で
か
ば
か
'

-
は
知
-
け
ん
と
覚
ゆ
る
ま
で
､
言
ひ
散
ら
す
め
る
｡

第
七
十
八
段

今
様
の
事
ど
も
の
珍
し
き
.を
､
言
ひ
広
め
､
も
て
な
す

こ
そ
､
ま
た
う
け
ら
れ
ね
｡
世
に
こ
と
古
-
た
る
ま
で
知

ら
ぬ
人
は
､
心
に
く
し
｡

い
ま
さ
ら
の
人
な
ど
の
あ
る
時
､
こ
ゝ
も
と
に
言
ひ
つ

け
た
る
こ
と
ぐ
さ
'
物
の
名
な
ど
､
心
得
た
る
ど
ち
'
片

端
言
ひ
交
し
､
目
見
合
は
せ
､
笑
ひ
な
ど
し
て
､
心
知
ら

ぬ
人
に
心
得
ず
恩
は
す
る
事
､
世
慣
れ
ず
､
よ
か
ら
ぬ
人

の
必
ず
あ
る
事
な
-
0

第
七
十
六
段
か
ら
七
八
段
は
､
現
行
章
段
区
分
が
､
七
六
段
を
法
師
が

人
に
ま
じ
わ

っ
て
い
る
の
は
み
ぐ
る
し
い
と
い
う
主
旨
の
文
章
､
七
七
段

を
巷
に
広
が
る
う
わ
さ
話
に
は
疎

い
方
が
い
い
と
い
う
主
旨
の
文
章
､
七

八
段
を
今
世
間
で
話
題
の
的
に
な

っ
て
い
る
話
を
も
て
は
や
す
の
は
見
苦

し
い
こ
と
だ
と

い
う
主
旨
の
文
章
と
受
け
取

っ
て
い
る
｡
こ
の
三
段
に
あ

た
る
文
章
を
続
け
て
読
む
と
､
人
間
に
交
わ
-
'
う
わ
さ
話
に
花
を
咲
か

せ
､
ま
た
そ
の
う
わ
さ
話
を
広
げ
る
中
心
人
物
と
も
な

っ
て
い
る
､
法
師

の
否
定
と
い
う
こ
と
で
読
め
る
の
に
対
し
､
現
行
章
段
区
分
で
は
'
単
な

る
社
交
上
の
注
意
事
項
'
処
世
術
を
述
べ
た
文
章
が
四
つ
並
ん
で
い
る
と

読
め
て
し
ま
う
の
で
あ
る
｡

し
か
し
'
東
大
本
で
は
､
七
十
六
段
の
末
尾

｢人
に
う
と
-
て
あ
り
な

ん
｣
が
そ
の
行
の
行
末
ま
で
つ
ま
-
､
七
七
段
の
冒
頭
が
次
の
行
の
行
頭

か
ら
は
じ
ま

っ
て
い
て
､
現
行
七
十
六
段
と
七
十
七
段
の
間
に
改
行
区
分

を
設
け
て
い
な
い
｡
ま
た
､
常
緑
本
で
は
'
現
行
七
十
五
段
の
文
末
が
行

末
ま
で
つ
ま
-
､
七
六
段
の
初
め
が
次

の
行
の
行
頭
に
さ
て
お
-
'
｢
JJ

の
印
が
つ
け
ら
れ
て
は
い
る
が
､
改
行
区
分
を
設
け
た
常
緑
本
の
書
写
校
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注
者
は
お
そ
ら
-
ひ
と
ま
と
ま
-
と
考
え
て
'
七
十
五
段

｢
つ
れ

ぐ

わ

ぶ
る
人
は
､
｣
以
下
の
縁
を
離
れ
て
身
を
閃
か
に
す
る
こ
と
を
す
す
め
た

文
章
と
七
六
段
を
読
ん
で
い
た
だ
ろ
う
｡

東
大
本
の
書
写
校
注
者
は
､
人
に
交
わ
る
法
師
の
様
子
を
述
べ
た
文
章

と
し
て
現
行
七
六
､
七
七
段
を
ひ
と
ま
と
ま
-
と
考
え
'
常
緑
本
は
'
現

･

行
七
五
､
七
六
段
を
､
身
を
閃
か
に
､
所
縁
を
離
れ
る
こ
と
を
勧
め
る
文

章
と
し
て
ひ
と
ま
と
ま
-
と
考
え
た
｡
現
行
七
六
段
は
'
改
行
区
分
を
設

け
た
二
本
の
書
写
校
注
者
そ
れ
ぞ
れ
の
興
味

･
解
釈
に
よ

っ
て
､
人
に
交

わ
る
法
師
の
様
子
を
描
写
し
た
も
の
と
と
ら
れ
る
の
か
'
所
縁
放
下
を
勧

め
る
も
の
と
と
ら
れ
る
の
か
が
決
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
｡

つ
ま
-
'
も
と
も
と
現
行
七
六
段
の
本
文
は
､
先
の
七
五
段
部
分
と
も

つ
な
が
っ
て
お
-
､
後
の
七
七
段
部
分
と
も

つ
な
が

っ
て
い
る
｡
そ
れ
を

各
書
写
校
注
者
が
首
分
の
読
書
の
目
的
や
興
味
に
併
せ
て
､
よ
り
ま
と
ま

-
が
感
じ
ら
れ
る
方
に
つ
な
げ
て
改
行
し
た
と
い
う
こ
と
が
言
え
な
い
だ

ろ
う
か
｡

改
行
区
分
時
点
で
は
､
書
写
校
注
者
に
よ
っ
て
区
分
の
違
い
が
で
て
い

て
､
そ
こ
か
ら
読
み
取
ら
れ
る
意
味
に
力
点
の
か
た
よ
-
が
見
ら
れ
る
も

の
の
'
こ
の
部
分
､
.七
五
段
か
ら
七
八
段
ま
で
を
つ
な
げ
て
読
ん
だ
と
き

に
了
解
さ
れ
る
､
世
に
広
ま
る
噂
話
や
諸
々
の
話
題
へ
の
懐
疑
と
'
そ
の

話
題
に
ま
ど
わ
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
､
ま
し
て
や
､
そ
れ
を
率
先
し
て
広

め
る
こ
と
が
な
い
か
ら
こ
そ
の
閑
居
の
推
奨
と
い
う
､
意
味
が
ば
ら
ば
ら

に
さ
れ
て
い
な
い
｡
し
か
し
､
現
行
章
段
区
分
に
お
い
て
は
､
所
縁
放
下

の
す
す
め
と
､
人
に
交
わ
る
こ
と
を
批
難
し
た
文
章
､
人
の
う
わ
さ
話
に

耳
ざ
と
い
こ
と
の
見
苦
し
さ
を
述
べ
た
文
章
は
､
す
べ
て
そ
れ
ぞ
れ
処
世

訓
や
､
マ
ナ
ー
を
述
べ
た
も
の
と
し
て
独
立
し
て
お
-
､
つ
な
が

っ
て
ゆ

く
こ
と
で
意
味
が
深
ま

っ
て
ゆ
く
と
い
う
こ
と
が
な
い
｡

5
､
改
行
区
分
か
ら
の
本
文
理
解

こ
の
よ
う
に
各
写
本
と
現
行
章
段
区
分
の
見
解
が
分
れ
る
箇
所
を
も
う

1
つ
あ
げ
て
み
よ
う
｡
次
に
あ
げ
る
の
は
岩
波
文
庫
新
訂

『徒
然
草
』
第

七
九
段
か
ら
八

1
段
の
本
文
を
並
べ
た
も
の
で
あ
る
｡
説
明
の
便
宜
の
た

め
に
①

～
⑤
の
番
号
を
ふ
っ
た
｡

正
徹
本
は
①
と
②
の
間
で
改
行
'
③
と
④
の
間
で
改
行
を
し
た
｡
こ
れ

を
わ
か
り
や
す
-
記
号
で
示
す
と

｢①
/
②
③
/
④
⑤
｣
で
あ
る
｡
②
③
を

ひ
と
ま
と
ま
-
(
④
⑤
を
ひ
と
ま
と
ま
り
と
考
え
た
の
で
あ
る
｡
そ
し
て

常
緑
本
と
東
大
本
は
｢①
②
③
/
④
/
⑤
｣
､
鳥
丸
本
は

｢①
/
②
/
③
/

④
/
⑤
｣
､
現
行
章
段
区
分
で
は

｢①
/
②
/
③
④
/
⑤
｣
と
区
分
し
た
｡

第
七
十
八
段

①

今
様
の
事
ど
も
の
珍
し
き
を
､
言
ひ
広
め
､
も
て
な
す
こ
そ
､
ま
た

う
け
ら
れ
ね
｡
世
に
こ
と
古
-
た
る
ま
で
知
ら
ぬ
人
は
､
心
に
-
し
｡

い
ま
さ
ら
の
人
な
ど
の
あ
る
時
'
こ
､
も
と
に
言
ひ
つ
け
た
る
こ
と

ぐ
さ
､
物
の
名
な
ど
､
心
得
た
る
ど
ち
､
片
端
言
ひ
交
し
､
目
見
合
は

せ
'
笑
ひ
な
ど
し
て
､
心
知
ら
ぬ
人
に
心
得
ず
恩
は
す
る
事
'
世
慣
れ

ず
'
よ
か
ら
ぬ
人
の
必
ず
あ
る
事
な
-
0

第
七
十
九
段

､

②

何
事
も
入
-
た
､
ぬ
き
ま
し
た
る
ぞ
よ
き
.
.よ
き
人
は
'
知
-
た
る

事
と
て
'
さ
の
み
知
-
顔
に
や
は
言
ふ
｡
片
田
舎
よ
-
さ
し
出
で
た
る

人
こ
そ
'
万
の
道
に
心
得
た
る
よ
し
の
さ
し
い
ら
へ
は
す
れ
｡
さ
れ

ば
'
世
に
恥
づ
か
し
き
か
た
も
あ
れ
ど
'
自
ら
も
い
み
じ
と
恩
へ
る
気

色
'
か
た
-
な
な
-
0

よ
く
わ
き
ま
へ
た
る
道
に
は
､
必
ず
口
重
-
､
間
は
ぬ
限
り
は
言
は
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ぬ
こ
そ
､
い
み
じ
け
れ
｡

第
八
十
段

③

人
ご
と
に
､
我
が
身
に
う
と
き
事
を
の
み
ぞ
好
め
る
｡
法
師
は
､
兵

の
道
を
立
て
'
夷
は
､
弓
ひ
-
術
知
ら
ず
､
仏
法
知
-
た
る
気
色
し
､

連
歌
L
t
管
弦
を
噂
み
合
へ
-
｡
さ
れ
ど
､
お
ろ
か
な
る
己
れ
が
道
よ

-
は
､
な
は
､
人
に
思
ひ
侮
ら
れ
ぬ
べ
し
｡

④

法
師
の
み
に
も
あ
ら
ず
､
上
達
部

･
殿
上
人

･
上
ざ
ま
ま
で
､
お
し

な
べ
て
､
武
を
好
む
人
多
か
-
｡
百
度
戦
ひ
て
百
度
勝
つ
と
も
'
未

だ
､
武
勇
の
名
を
定
め
難
し
｡
そ
の
故
は
､
運
に
乗
じ
て
敵
を
砕
-

時
､
勇
者
に
あ
ら
ず
と
い
ふ
人
な
し
｡
兵
尽
き
､
矢
窮
-
て
､
つ
ひ
に

敵
に
降
ら
ず
'
死
を
や
す
-
し
て
後
､
始
め
て
名
を
顕
は
す
べ
き
道
な

り
｡
生
け
ら
ん
ほ
ど
は
､
武
に
誇
る
べ
か
ら
す
｡
人
倫
に
遠
-
､
禽
獣

に
近
き
振
舞
'
そ
の
家
に
あ
ら
ず
は
､
好
み
て
益
な
き
こ
と
な
-
0

第
八
十

1
段

⑤

犀
風

･
障
子
な
ど
の
､
絵
も
文
字
も
か
た
-
な
な
る
筆
様
し
て
書
き

た
る
が
､
見
に
-
き
よ
り
も
､
宿
の
主
の
つ
た
な
-
覚
ゆ
る
な
-
p

大
方
､
持
て
る
調
度
に
て
も
､
心
劣
-
せ
ら
る
ゝ
事
は
あ
り
ぬ
べ

し
｡
さ
の
み
よ
き
物
を
持
つ
べ
し
と
に
も
あ
ら
ず
｡
損
ぜ
ざ
ら
ん
た
め

と
て
､
品
な
-
､
見
に
く
き
さ
ま
に
し
な
L
t
珍
し
か
ら
ん
と
て
､
用

な
き
こ
と
ど
も
し
漆
へ
､
わ
づ
ら
ほ
し
く
好
み
な
せ
る
を
い
ふ
な
-
0

古
め
か
し
き
ゃ
う
に
て
､
い
た
-
こ
と
-

し
か
ら
ず
､
つ
ひ
え
も
な

-
て
､
物
が
ら
の
よ
き
が
よ
き
な
-
｡

東
大
本
､
常
緑
本
は
､
①
②
③
を
､
知

っ
た
か
ぶ
り
の
醜
さ
を
述
べ
た

文
章
'
④
を
武
を
好
む
こ
と
の
否
定
⑤
を
犀
風
障
子
な
ど
調
度
に
い
ろ
い

ろ
手
を
く
わ
え
る
こ
と
の
愚
か
さ
を
述
べ
た
文
章
と
と
る
｡

正
徹
本
は
､
東
大
本
や
常
緑
本
の
よ
う
に
①
②
③
を
ひ
と
ま
と
ま
-
と

は
捉
え
な
い
が
､
②
③
を
ひ
と
ま
と
ま
-
と
捉
え
る
｡
①
②
③
と
ま
と
め

て
読
む
読
み
方
に
比
べ
て
､
知

っ
た
か
ぶ
-
全
般
と
い
う
よ
-
は
'
道
に

お
け
る
知

っ
た
か
ぶ
-
に
的
が
縛
ら
れ
て
い
る
｡
そ
し
て
書

を
続
け
て

読
む
こ
と
が
非
常
に
特
徴
的
で
あ
る
｡

鳥
丸
本
は
､
①
か
ら
⑤
を
す
べ
て
切

っ
て
お
-
､
①
を
は
や
り
の
噂
に

対
す
る
好
ま
し
い
身
の
処
し
方
を
述
べ
た
も
の
､
②
を
よ
-
わ
き
ま
え
た

道
で
あ
れ
ば
こ
そ
口
は
重
-
有
る
べ
き
だ
と
い
う
や
は
-
身
の
処
し
方
を

述
べ
た
も
の
､
③
を
自
分
の
道
で
な
い
と
こ
ろ
で
の
物
知
-
顔
の
愚
を
述

べ
た
も
の
､
④
を
武
を
好
む
こ
と
の
愚
､
⑤
を
持
て
る
調
度
を
ご
て
ご
て

飾
る
愚
と

い
う
よ
う
に
､

一
つ

1
つ
が
淡

い
関
連
性
を
持
ち
な
が
ら
も
'

独
立
し
た
処
世
訓
と
し
て
受
け
取
れ
る
｡

そ
し
て
現
行
章
段
区
分
で
は
､
6
@

を
ひ
と
ま
と
ま
-
と
考
え
､
二
つ

の
こ
と
を
言

っ
て
い
る
と
理
解
さ
れ
て
い
た
も
の
が
'
③
を
④
と
い
う
本

題
に
は
い
る
前
置
き
と
し
て
位
置
づ
け
る
よ
う
に
な

っ
て
い
る
｡

③
の

｢人
ご
と
に
､
我
が
身
に
う
と
き
事
を
の
み
ぞ
好
め
る
｣
以
下
の

文
章
は
'
①
か
ら
続
け
て
読
む
の
な
ら
ば
､
は
や
-
の
世
間
話
に
通
じ
て
､

そ
れ
を
人
々
が
も
て
は
や
す
あ
り
さ
ま
が
､
自
分
の
道
で
は
な
い
の
に
万

の
道
を
知
れ
る
よ
う
な
物
知
-
顔
の
態
度
に
そ
の
ま
ま
通
じ
る
､
と
い
う

話
題
の
深
ま
-
を
決
定
づ
け
る
部
分
で
あ
る
｡
そ
れ
が
現
在
す
べ
て
の
身

分
の
人
が
武
を
好
む
と

い
う
風
潮
を
歎
-
④

の
文
章
に
つ
な
が

っ
て
ゆ

-
､
し
か
し
､
②
の
文
末

｢よ
-
わ
き
ま

へ
た
る
道
に
は
､
必
ず
口
重
-
､

間
は
ぬ
限
り
は
言
は
ぬ
こ
そ
'
い
み
じ
け
れ
｡
｣
を
こ
の
部
分
で
作
者
が

言
い
た
い
こ
と
の
結
論
と
し
､
③
を
④
の
前
置
き
と
し
て
ひ
と
ま
と
ま
-

と
し
た
切
り
方
は
､
よ
く
わ
き
ま
え
た
る
道
に
は
口
が
重
-
あ
る
べ
き
と

い
う
文
章
と
､
武
道
を
否
定
す
る
文
章
と
し
て
'
両
者
を
は

っ
き
-
区
分

し
て
し
ま
う
｡
現
行
章
段
区
分
で
は
､
②
か
ら
③

へ
話
題
が
深
ま
る
と
い

う
こ
と
が
な
い
｡
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正
徹
本
以
下
三
写
本
に
お
け
る
区
分
で
は
､
③
の
後
で

一
度
切
れ
る
｡

し
か
し
､
③
と
④
の
話
題
に
は
ほ
ぼ
類
似
の
話
題
を
あ
つ
か
っ
た
連
続
性

が
感
じ
ら
れ
る
た
め
､
決
定
的
に
切
れ
て
い
る
と
い
う
感
じ
を
う
け
な
い
｡

1
方
､
現
行
章
段
区
分
は
､
の
杏

と
書

の
間
に
決
定
的
な
断
絶
を
つ
-

っ
て
し
ま

っ
て
い
る
の
で
あ
る
｡
各
区
分
に
完
結
性
を
も
と
め
､
そ
の
文

章
に
お
け
る
作
者
の
意
図
を
そ
の
区
分
を
読
ん
だ
だ
け
で
は
っ
き
-
と
読

み
取
ろ
う
と
い
う
の
が
現
行
章
段
区
分
の
在
-
方
で
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ

う
｡
そ
れ
に
く
ら
べ
て
'
正
徹
本
を
は
じ
め
'
東
大
本
､
常
緑
本
の
改
行

区
分
は
､
各
区
分
の
完
結
性
が
低
い
'
そ
の
区
分
で
完
結
せ
ず
次
の
区
分

に
続
い
て
い
る
可
能
性
を
読
み
と
る
こ
と
が
で
き
る
｡

現
行
七
八
段
か
ら
八

一
段
を
通
し
て
読
む
と
､
そ
の
と
き
に
た
ま
た
ま

流
行
し
て
い
る
他
者
の
道
の
､
上
面
だ
け
を
摂
取
L
t
あ
た
か
も

｢万
の

道
に
心
得
た
る
｣
よ
う
に
振
る
舞
う
こ
と

へ
の
批
判
を
読
み
取
る
こ
と
が

で
き
る
｡
｢武
｣
と
は
ま
さ
に
見
た
目
や
格
好
だ
け
を
調
え
て
､
そ
の
人

を
強
く
力
あ
る
も
の
と
み
せ
る
こ
と
が
で
き
る
最
た
る
好
例
で
あ
る
｡
し

か
し
､
鍛
錬
や
特
別
な
目
的
も
な
-
､
気
軽
に
首
を
つ
っ
こ
め
ば
'
み
だ

り
に
立
ち
入
ら
な
け
れ
ば
味
わ
う
こ
と
の
な
か
っ
た
だ
ろ
う
'
こ
の
世
の

地
獄
を
み
る
こ
と
に
な
る
道
な
の
で
あ
る
｡

本
文
は
続
け
て
読
ん
で
ゆ
-
こ
と
で
､
①
の
内
容
が
深
ま

っ
て
ゆ
-
､

葦

が
す
べ
て
有
機
的
に
つ
な
が
っ
て
､
よ
-
深
い
意
味
を
生
み
だ

す
仕
組
み
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
｡
と
-
に
正
徹
本
の
区
分
は
､
題
材

と
い
う
点
か
ら
は

1
見
つ
な
が
-
の
見
え
な
い
④
と
⑤
を
つ
な
げ
て
読
ん

で
い
る
｡
持

っ
て
い
る
犀
風

･
障
子
に
専
門
家
で
も
な
い
の
に
む
だ
な
飾

り
を
す
る
こ
と
と
､
武

へ
の
批
判
が
ひ
と
ま
と
ま
-
と
読
め
､
単
な
る

｢武
｣
の
批
判
に
と
ど
ま
ら
ず
､
お
手
軽
な
底
上
げ
の
批
判
と
い
う
意
味

を
産
み
出
し
て
い
る
｡
こ
の
部
分
の
書
か
れ
た
意
図
を
よ
-
的
確
に
つ
か

ん
だ
区
分
を
展
開
し
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
｡

以
上
､
現
行
七
五
段
か
ら
八

一
段
を
写
本
の
改
行
区
分
に
注
目
し
て
読

ん
で
み
る
と
､
文
が
続
い
て
ゆ
く
こ
と
で
深
ま
り
少
し
ず
つ
あ
さ
ら
か
に

成

っ
て
-
る
よ
う
な
､
作
品
全
体
を
貫
-
作
者
の
意
図
と
い
う
も
の
の
存

在
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
る
｡
巷
に
交
わ
-
､
本
来
知
る
は
ず
の
な
い
う

わ
さ
話
に
詳
し
-
､
ま
し
て
そ
れ
を
言
い
.広
め
る
よ
う
な
､
ま
た
､
仝
-

そ
の
道
の
本
来
の
深
さ
を
し
ら
な
い
の
に
､
い
や
そ
れ
だ
か
ら
こ
そ
安
易

に
そ
れ
で
自
分
を
ご
て
ご
て
か
ざ
る
よ
う
な
､
い
わ
ば
自
分
を
見
失

っ
た
､

お
手
軽
な
万
能
主
義

へ
の
批
判
が
こ
の
部
分
を
通
し
て
繰
-
広
げ
ら
れ
て

い
る
こ
と
が
読
み
取
れ
る
の
で
あ
る
｡

宋
墨
点
区
分
が
な
さ
れ
る
以
前
の
､
写
本
の
改
行
区
分
に
よ
っ
て
区
分

さ
れ
た
本
文
に
注
目
し
て
わ
か
る
の
は
'
本
来
作
品
は
も

っ
と
つ
な
が
っ

て
い
る
も
の
せ

し
て
読
ま
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡
改
行
区
分
に

よ
っ
て
区
分
さ
れ
る
本
文
と
い
う
の
は
､
各
写
本
と
も
､
現
行
章
段
区
分

の
よ
う
に
､
区
分
毎
に
独
立
'
完
結
し
た
も
の
で
な
く
､
前
の
文
章
と
も

後
に
続
-
文
章
と
も
､
つ
な
が
-
が
感
じ
ら
れ
る
よ
う
な
区
分
の
さ
れ
方

で
あ

っ
た
と
い
う
こ
と
が
言
え
る
だ
ろ
う
｡
正
徹
本
以
下
､
四
本
の
写
本

と
江
戸
期
註
釈
書
の
最
大
の
相
違
は
､
ま
さ
に
､
作
品
を
も

っ
と
つ
な
が

っ
た
も
の
と
捉
え
る
か
､

1
区
分

一
区
分
が
独
立
し
た
も
の
を
考
え
る
か

と
い
う
点
で
あ
る
｡

そ
れ
は
'
四
本
の
写
本
に
お
い
て
は
必
ず
採
用
さ
れ
て
い
る
が
､
徒
然

草
注
釈
書
の
先
駆
け

『徒
然
草
寿
命
院
抄
』
以
降
の
注
釈
書
区
分
に
は
､

ま

っ
た
-
採
用
さ
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
､
現
行
章
段
区
分
に
お
け
る
序

文
と
第

一
段
を
わ
け
る
区
分
､
現
行
第

一
段
の
内
部
を
三
つ
な
い
し
四
つ

/
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に
わ
け
る
区
分
､
先
に
も
ふ
れ
た
､
現
行
八
十
段
の
内
部
に
設
け
ら
れ
た

｢法
師
の
み
に
あ
ら
ず
｣
以
下
の
文
章
と
そ
れ
以
前
の
文
章
を
わ
け
る
区

分
､
酒
の
害
と
効
用
を
述
べ
る
現
行

一
七
五
段
の
内
部
に
設
け
ら
れ
た
区

分
を
見
て
も
言
え
る
こ
と
だ
｡

第

一
段
は
此
の
世
に
生
ま
れ
で
て
望
む
も
の
に
つ
い
て
､
列
挙
し
て
い

る
部
分
で
あ
る
が
､
写
本
に
お
い
て
は
､
身
分
だ

っ
た
ら
こ
う
い
っ
た
身

分
が
よ
い
､
見
た
目
に
つ
い
て
は
こ
う
い
う
見
た
目
が
良
い
'
心
ざ
ま
で

あ

っ
た
ら
こ
う
い
っ
た
心
ざ
ま
が
良
い
､
才
芸
だ

っ
た
ら
こ
う
い
っ
た
才

芸
に
優
れ
て
い
る
の
が
良
い
と
い
う
望
の
単
な
る
列
挙
で
あ
-
､
そ
れ
は

身
分
高
い
人
の
身
の
処
し
方
は
こ
う
い
っ
た
の
が
良
い
と
い
う
､
現
行
第

二
段
の
文
章
に
､
ス
ム
ー
ズ
に
続
い
て
い
る
と
い
う
印
象
を
う
け
る
｡
写

本
に
お
い
て
は
､
こ
の
部
分
に
何
ら
か
の
結
論
や
､
世
渡
-
の
た
め
の
教

訓
を
得
よ
う
と
い
う
意
図
が
な
い
こ
と
が
わ
か
る
｡

し
か
し
現
行
区
分
に
至
る
過
程
で
､
写
本
に
は
あ

っ
た
改
行
区
分
は
削

除
さ
れ
て
ま

っ
た
｡
そ
れ
は
､
こ
の
世
に
生
ま
れ
て

一
番
願
わ
し
い
も
の

は
何
か
､
そ
の
結
論
を
こ
の
短
い
現
行
第

一
段
部
分
の
中
に
求
め
た
か
ら

で
あ
る
｡
だ
か
ら
こ
そ
､
こ
の
部
分
を
適
切
に
読
ん
だ
た
め
に
設
け
ら
れ

て
あ

っ
た
2
つ
な
い
し
3
つ
の
改
行
区
分
を
無
-
し
､
本
来
の
本
文
の
展

開
を
無
視
し
て
､
才
能
な
ら
こ
ん
な
才
能
が
あ
る
の
が
望
ま
し
い
と
い
う

1
部
分
を
､
此
の
世
に
生
ま
れ
て

1
番
願
は
し
い
こ
と
の
結
論
と
定
め
て
､

後
に
続
い
て
ゆ
-
文
章
と
の
つ
な
が
-
を
断
ち
切

っ
て
し
ま

っ
た
の
で
あ

る

｡ま
た
酒
の
害
と
効
用
を
の
べ
る
現
行

一
七
五
段
に
あ
た
る
部
分
で
も
事

情
を
同
じ
-
す
る
｡
写
本
で
は
前
の
文
章
か
ら
の
つ
な
が
-
と
､
後
の
文

章

へ
の
つ
な
が
-
を
視
野
に
い
れ
て
､
前
半
の
酒
の
害
を
の
べ
る
文
章
と

後
半
の
酒
の
害
を
の
べ
る
文
章
の
間
に
改
行
区
分
を
入
れ
て
い
る
｡
も
と

も
と
作
者
は
こ
こ
で
酒
の
良
し
悪
L
を
論
じ
た
の
で
な
い
｡
酒
を
人
に
強

い
る
こ
と
'
す
な
わ
ち
理
不
尽
な
'
根
拠
の
な
い
決
ま
-
を
強
い
る
こ
と

に
対
す
る
批
判
が
酒
の
害
の
部
分
で
は
述
べ
ら
れ
､
酒
の
効
用
を
説
-
部

分
で
は
､
強
い
ら
れ
な
い
配
慮
の
酒
､
皆
が
自
然
に
寄
-
集
ま

っ
て
酌
み

交
わ
さ
れ
る
酒
に
つ
い
て
'
す
な
わ
ち
'
人
の
自
然
な
和
の
あ
-
か
た
に

つ
い
て
の
洞
察
が
つ
づ
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
い
え
る
だ
ろ
う
'
そ
し

て
そ
れ
は
､
次
の
現
行

一
七
六
段
の
帝
と
な

っ
て
も
､
た
だ
人
で
あ

っ
た

と
き
の
習
慣
を

つ
づ
け
た
光
孝
天
皇
の
逸
話
に
ス
ム
ー
ズ
に
つ
な
が
っ
て

ゆ
く
の
で
あ
る
｡

し
か
し
江
戸
期
の
註
釈
書
で
は
､
写
本
に
は
存
在
し
た
酒
の
害
を
述
べ

る
部
分
と
酒
の
効
用
を
述
べ
る
区
分
逐
統
合
し
て
し
ま

っ
て
､
ま
ず
酒
の

l

害
を
解
き
､
後
に
効
用
を
進
め
､
酒
は
ほ
ど
ほ
ど
に
す
る
べ
き
だ
と
い
う

刀

よ
う
な
酒
の
飲
み
方
に
対
す
る
教
訓
や
処
世
術
を
見
出
す
読
み
方
を
し
て

l

い
る
の
で
あ
る
､
こ
の
酒
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
る
部
分
を
前
後
の
つ
な
が

り
か
ら
断
ち
切

っ
て
'
切
-
出
し
､
完
結
さ
せ
､
そ
こ
に
強
引
に
酒
の
飲

み
方
を
戒
め
る
と
い
う
教
訓
を
抽
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
｡.

6
､
正
徹
本
改
行
区
分
の
分
析

先
に
挙
げ
た
よ
う
な
､
現
行
八
十
段
の
後
半
に
あ
た
る
文
章
を
､

1
見

話
題
と
い
う
こ
と
か
ら
は
近
似
が
み
ら
れ
な
い
八

一
段
と
つ
な
げ
て
い
る

こ
の
よ
う
な
ケ
ー
ス
は
正
徹
本
の
改
行
区
分
に
は
よ
-
見
ら
れ
る
｡

か
為
に

計
ら
t
Jれ
付
ケ
り
速
の
t2
>,ら
-
7
名

利
の

3
8

度
J,,･D

JLJr
る
に
か
く
の
,,
JLJ
-

カ
辛
み
ナ
締

也

い
ふ
に
た
ら
す
ね
か
ふ
に
た
ら
す
(政
行
)



7

3
9

●
あ
る
人
泣
塵
上
人
に
食
岬
の
碕
紙
に
お
か
さ
れ
○
朽
㌢

お
,,
た
-
碑
,J
と
い
か
,
-
7
比
で
は
り
㌢
の
ぞ
き
碕
ら
ん
JLJ

や
け
れ
ば
句
の
さ

め
た
ら

し
は
1J
食
i
-
た
ま

へ
JLJ
,,
た

へ

ら
れ
イ
る
い
JLJ
た
う
.IJ
か
り
イ
-

え

後
生
は

一
久
1
J

お
も

へ
は

一
久

不
久
ナ
ヒ
り
ヒ
JL･
お
も

へ
は
不
定
ナ
り
JLJ
い
け
れ

け
-
‥
れ
も
た
-
JLJ
-
え
う
た

か
レ.
ナ
小
ら
･J
食
小
す
れ
ば

す
れ
打
抜
生
す
JLJ
い

け

れ
け
り
‥
れ
も
え
た
う
JJ
-

4

0

●
い
ナ
は
の
向
に
ナ
に
の
人
足
JL･
か
ヤ
い
ふ
む
の

･
r
す
め
か
た

ら
･L<
-
JLJ
さ
､'･え
7
人
あ
ま
た
い
レ､
わ
た
-
イ
れ
JLJ
,,
の

r
す

め
た
,
く
り
計
の
み
-
ひ
て
さ
ら
に
よ

ね
の
た

･･I

レ

ナ
く
わ
さ
り
イ

八
は

小
･
る
,
,
JLJ
ヤ
-
の
物
人
に
み
ゆ

へ
-

に
あ
ら
す
JLJ
て
お
ヤ
ゆ
る
+
,t
Jり
け
り
(政
行
)

4
1

●
且
月
且
8
常
民
の
-
ら

へ
鳥
>
,見
時
-
か
皐
の

ま

へ
に
さ

う
人
た
ち

へ
た
て

ゝ
み
え
さ
り
-
か
け
計
の

--
･

お
り
7
ら
ち
の
-
は
に
よ
り
た
れ
)1J,,
JLJ
に
人
お
は
･･I

た
-
,,
み
て
わ
け
人

へ
-
ヤ
う
む
ナ

-
か
･る
お
り
iL

r
か
レ
ナ
る
あ
ふ
-
の
ネ
ii
紘
師
の

･
ほ
-
7
本
の

ま
た
に
つ
為

,
7
物
み
る
あ
-
JLJ
り
つ
-
ナ
か
ら
い
た
-
ね

ふ
-
て
お
ら
ぬ

へ
さ
崎
に
め
㌢
ざ
ま
す
,,
A
Jた
レ､
-･･く
ケ
-

泉
>
.み
る
入
る
t
,け
り
あ
さ
み
て
よ
の
-
れ
物
か

ナか
-

･Lワ

あ
ヤ
う
-
枚
の
う

へ
に
7
ヤ
す
-
I)t

あ
り
7
ね
ふ
○

る

ら
ん
よ
JL･
い
ふ
に
我
が
t't
に
ふ
J
LJ
お

も
ひ
し
王

,
に
薯

に

か
生
死
の
列
束
た

,
い
ま

○
も
ヤ
あ
ら
ん
そ
れ

>主
.･27
物

丸
7
8
㌢
-
ら
す
お
ろ
か
ナ
る
,,
JLJ
は
絹
ま
さ

-
た
る

物

計
.
IJ
い
ひ
た
れ
は
ま
,,
JIJに
さ
に

,J
ヤ
縁
り
れ
も
.IJ
も

お
ろ

か

に
晩
JLJ
い
ひ
て
カ

ナ

う

-
ろ

と
か
へ
-
み
て
,
I

,
へ

い
ら
せ
給

へ
JLJ

7
印

A
,ナ
ウ
7
上
ひ
い
れ
時
に
さ
か
ほ
JLJ
の

右
は
現
行
三
八
段
か
ら
四

一
段
の
正
徹
本
本
文
で
あ
る
｡
正
徹
本
で
は

現
行
三
九
段
と
四
〇
段
を
ひ
と
ま
と
ま
-
と
す
る
｡
こ
の
部
分
を
ど
の
よ

う
に
正
徹
は
読
ん
だ
の
だ
ろ
う
か
､
検
討
し
て
み
た
い
｡
ま
ず
現
行
三
九

段
に
あ
た
る
部
分
は
､
法
念
上
人
が
念
仏
の
功
徳
を
の
べ
た
話
で
､
四
〇

段
は
因
幡
の
国
の
栗
ば
か
-
食
う
む
す
め
の
話
で
あ
る
｡

一
見
こ
の
二
つ

の
文
章
に
ひ
と
ま
と
ま
り
と
み
る
こ
と
の
で
き
る
要
素
は
な
い
｡
こ
の
二

つ
の
文
章
だ
け
を
み
て
い
た
の
で
は
説
明
が
つ
か
な
い
'
て
ん
で
ば
ら
ば

ら
の
話
の
よ
う
に
思
え
る
｡

し
か
し
､
前
後
現
行
三
八
段
と
四

1
億
の
内
容
を
考
慮
に
入
れ
て
考
え

て
み
た
い
｡
三
八
段
は
名
利
に
突
き
動
か
さ
れ
る
こ
と
の
愚
を
述
べ
る
内

容
で
あ
る
｡
そ
し
て
四

一
段
が
､
生
死
の
到
来
を
忘
れ
て
物
を
み
る
こ
と

は
､
落
ち
そ
う
な
木
の
上
で
居
眠
-
を
L
t
落
ち
そ
う
に
な
っ
て
あ
わ
て

-て
起
き
る
の
と
お
な
じ
こ
と
で
あ
る
と
い
う
内
容
で
あ
る
｡
名
利
は
む
な

し
-
､
何
が
可
で
何
が
不
可
か
そ
れ
は
紙

一
重
で
あ
る
と
い
う
こ
と
か
ら
､

四

1
段
の
死
が
今
に
も
せ
ま
る
の
に
物
を
み
て
日
を
暮
ら
し
て
い
る
場
合

で
は
な
い
と
い
う
内
容
に
つ
な
げ
て
い
る
の
が
'
現
行
三
九
段
､
四
〇
段

の
文
章
だ
と
す
る
と
､
ひ
た
す
ら
念
仏
を
し
て
成
果
を
だ
す
と
い
う
こ
と

よ
り
も
'
眠
り
か
ら
さ
め
て
い
る
間
だ
け
で
も
､
疑
い
な
が
ら
で
も
念
仏

す
れ
ば
往
生
す
る
と
い
う
そ
の
法
念
上
人
の
教
え
は
'
三
八
段
の
可
も
不

可
も

一
定
､
人
の
聞
き
を
喜
ぶ
な
か
れ
と
い
う
こ
と
の
延
長
線
上
に
あ
る

こ
と
に
な
る
｡

そ
し
て
､
続
-
因
幡
の
国
の
栗
ば
か
り
食
べ
る
娘
の
r許
で
は
､
美
し
い

と
い
う
評
判
が
た
っ
て
も
､
こ
の
娘
は
栗
ば
か
り
食
べ
る
故
に
､
人
に
み

ら
れ
る
こ
と
も
な
く
､
龍
も

っ
て
暮
ら
す
の
で
あ
る
｡
評
判
は
栗
を
食
べ

る
娘
に
は
何
の
意
味
も
な
さ
な
い
｡
評
判
の
む
な
し
さ
､
何
が
好
-
て
何

が
悪
い
の
か
､
こ
れ
も
可
も
不
可
も

一
条
と
い
う
例
で
あ
る
と
考
え
る
こ

と
が
で
き
る
｡
ま
た
､
｢
人
に
み
ゆ
｣
こ
と
が
な
い
隠
棲
の
暮
ら
し
と
い

/
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う
点
で
､
次
の
四

1
段
の
祭
-
を
み
て
生
死
の
到
来
を
忘
れ
て
い
る
と
い

う
閑
居
へ
の
推
奨
を
視
野
に
入
れ
た

二
言
に
内
容
が
通
じ
る
の
だ
｡

三
九
段
も
四
十
段
も
現
世
の
華
や
か
な
評
判
や
猛
烈
な
念
仏
信
仰
と
い

っ
た
､
極
端
な
思
想

へ
の
傾
倒
に
疑
問
を
な
げ
か
け
る
文
章
で
あ
る
と
い

う
こ
と
が
で
き
る
｡
も
し
-
は
､
往
生
に
意
外
に
も
自
分
を
い
た
め
つ
け

る
よ
う
な
修
行
の
必
要
が
な
い
こ
と
'
美
し
い
と
評
判
の
娘
が
実
は
栗
ば

か
町
食
べ
る
変
わ
っ
た
噂
好
の
持
ち
主
で
あ
る
こ
と
に
､
評
判
を
裏
切
る

よ
う
な
現
実
の
ギ
ャ
ッ
プ
を
表
現
し
た
部
分
と
も
と
る
こ
と
が
で
き
る
｡

そ
し
て
い
ず
れ
に
し
て
も
､
正
徹
本
の
改
行
区
分
は
､
現
行
三
九
段
と
四

〇
段
を
ひ
と
ま
と
ま
-
と
し
て
区
分
す
る
こ
と
で
､
前
後
の
現
行
三
八
段

と
四

1
段
を
ス
ム
ー
ズ
に
つ
な
い
で
い
る
と
い
う
こ
と
が
い
え
る
だ
ろ

I
つ

0

す
-

-

か
た
さ

と
人
て
み

れ
ば
あ
お
も
て
の
か
-
-
カ
ナ

お
ろ

-

7
さ
ひ

-
け
ナ
る

に
▲求
il
r
さ
て
?
ま
JLJ
の
よ
さ

は
JLJ
に
あ
-
た

る
か
み
す
の
ヤ
れ
･Li
り
み
れ
ば
か

た
-

上
け

ナ

る

お
.IJ
,J
の
.Jl
-
廿
はIT
か
り
に
て
う
-
JLJイ
た

れ
JLJ
t).
に
･1
,
の
JJ
ヤ
か
ナ
る
さ
ま
-
7
つ
-
え

に
寸
へ
と

1
-

ひ

ろ
イ
7
見
ろ
た
り
い
か
ナ
る
人
ナ
り
イ
ん
た

つ

ね
-
中

立
は
-

(政
衿
)

4
4

●あ
ヤ
-
の
竹

の
あ
ろ
JLJ
の
う
-
よ
-
い
JLJ
わ
か
-
男

の

月
の
か
け
に
色
あ
レt
さ
た
か
ケ
ら
ね
JLJ
つ
ヤ

,
か
ナ
る
か
り

き
ぬ
に
こ
き
で

-
ぬ
っ
さ
い
JLJ
ゆ

へ
つ
き
た
る
さ
ま
に
7

ヒ

さ
･
ヤ
小
ナ
る

わ
ら
は

レ
JL･-

㌢
･1
-
7
は
る
か
ナ
る

しか
の

4
2

4
3

･JJLJ
は
-
誰
小
は
思
･Li
ら
さ
ら
r
ナ
れ
JLJ

お
り
か
ら
の
5'･2
レ

か
け

ぬ
t)t
ら
-
7
し
わ
に
あ
た
り
け
る
に

ヤ
人
本
局
に
あ
ら
わ
は

碑

に
JLJ-
て
物
㌢
感
す
る
,,
JLJ
ナ
さ
ii
あ
ら
す
(政
行
)
`

●
,盾
揺
す
碑
JLJ
い
ふ

人
の
子
に
行
線
佃
都
JLJ
7

教
相
の

人

の
師
す
る
婚
ろ
-
け
り
丸
の
ろ
か
る
病

あ
り
7
JLJ
L
ヤ
う
･-
t､
た
-
る
ほ
JLJ
に
鼻
の
⊥7
･･H
,

か
り
て
い

さ

も
い
て

か
た
か
ウ
イ
れ

け

さ
ま
･･･
-
I
に
つ
-
ろ
い

け
れ
jLJ
わ

つ
ら
ほ
し
く
ウ
リ
て
め
王
ゆ
レ.
た
レー
ナ
A
IJも
ほ
れ
王

JLJレ1
7
う
ー
ワ
お
は
ひ
け

八
は.T
も
の
も
ht
え
す
に
の
ま
レ.
の

お
も
て
の
ヤ
う
i_:
み
え
け
る
か
た

･
お
そ
ろ
-
に
お
q-
ら

-
-

鬼
の
か
は
ii
ウ
リ
7
8
は
い
た

､
-
の
か
た
に
つ
き
ひ
た

い

の
は
JIJt･3
ケ
に
ナ

-ケJLJ
-
7
枚
ほ
う
の
寸
の
人
に
も

み
え
す
,,
も
り
ろ
7
JL,
-
久
･く
る
り
て
硝
わ

つ
ら
け
-
Il

戒
て
兎
に
け
り
か
,
る
病

も
あ
る
,J
JL･
に
,,
～･
ろ
-
け
れ

●

泰
の
-
八
つ
か
た
の
JLJ
か
に
え
r
ナ
る

食
に

い
ヤ
-
か
ら
ぬ
束
の

お
･･-
ふ
か
く
木
た
-
ふ
り
7
度
に
放
-
ほ
れ
た
る
見
丸

四

一
段
に
つ
づ
-
四
二
､
四
三
段
の
文
章
も
正
徹
本
は
改
行
区
分
を
設

け
ず
､
ひ
と
ま
と
ま
-
と
考
え
て
い
る
｡
右
は
現
行
四
二
段
か
ら
四
四
段

に
あ
た
る
正
徹
本
本
文
で
あ
る
｡

行
雅
僧
都
が
気
の
あ
が
る
病
で
鬼
の
よ
う
な
顔
に
な
り
､
ず

っ
と
寵
も

っ
て
い
た
と
い
う

エ
ピ

ソ
ー
ド
と
､
春
の
夕
暮
れ
に
い
や
し
か
ら
ぬ
家
の

な
か
に
発
見
し
た
t
か
た
ち
よ
げ
で
年
二
十
ば
か
-
な
る
男
の
心
に
く
い

様
子
の
描
写
､
お
な
じ
-
龍
も

っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
は
話
題
が
共
通

す
る
と
言
え
る
が
､
余
-
に
も
寵
も

っ
て
い
る
状
況
や
理
由
が
異
な
る
｡

行
雅
僧
都
は
病
気
で
ど
う
し
て
も
寵
も
ら
ざ
る
を
え
な
-
な

っ
た
｡
し
か

し
､
二
十
ば
か
-
な
る
男
は
み
ず
か
ら
龍
も
り
'
机
に
文
を
広
げ
る
の
で

あ
る
｡
も
と
も
と
寵
も
る
気
が
な
か

っ
た
者
と
'
自
ら
寵
も
る
者
､
こ
の

二
つ
の
エ
ピ

ソ
ー
ド
を
ひ
と
ま
と
ま
-
と
し
､
何
か

1
つ
の
こ
と
を
い
っ

て
い
る
と
す
れ
ば
'
そ
れ
は
､
自
ら
龍
も

っ
て
い
る
者

へ
の
賞
賛
と
､
も

と
も
と
寵
も
る
気
が
な
か

っ
た
も
の
へ
罰
を
表
現
し
て
い
る
か
'
も
し
く

は
､
二
十
ば
か
り
の
か
た
ち
よ
げ
な
る
男
が
閑
居
に
寵
も
る
こ
と
も
､
行

25



雅
僧
都
が
病
気
で
寵
も
ら
ざ
る
を
え
な
く
な

っ
た
の
も
､
実
は
同
じ
こ
と
､

優
雅
に
机
に
文
を
ひ
ろ
げ
る
の
も
､
顔
が
腫
れ
み
ち
る
病
に
か
か

っ
て
ど

う
し
て
も
外
に
出
ら
れ
な
い
よ
う
な
'
切
実
さ
が
背
後
に
は
隠
さ
れ
て
い

る
､
若
-
か
た
ち
よ
げ
な
男
に
も
同
じ
-
死
が
迫

っ
て
い
る
と
い
う
そ
の

差
し
迫

っ
た
状
況
を
浮
き
彫
-
に
し
た
文
章
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
｡

そ
し
て
四

一
段
の
生
死
の
到
来
が
す
ぐ
そ
こ
に
迫

っ
て
い
る
と
い
う
文
章

と
､
四
四
段
の
月
影
に
笛
の
音
を
立
て
る
宮
の
仏
事
の
描
写
は
'
正
徹
本

の
改
行
区
分
に
お
い
て
は
､
四
二
､
四
三
段
を
ひ
と
ま
と
ま
-
と
す
る
こ

と
で
'
ス
ム
ー
ズ
に
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
｡

ま
た
次
の
よ
う
な
箇
所
も
前
後
の
文
章
と
の
つ
な
が
-
を
考
え
る
と
納

得
が
出
来
る
｡

1

2

6

1

2

7

1

2

8

●
は
く

-
の
ま
け
-
は
ま
-
7
の
‥
り
ナ
-

う
-

入
せ
L
に
あ
ひ
て
は
う

つ
へ
か
ら
す

た
ら
か

へ
り

つ
,
け
7
か
っ
へ

-

碑
の
い
た
れ
る
JLJ
-
る

へ
し
†
の

碑
と
-
る
>
Jよ
さ
碑
巾
JLJ
い
ふ
也
JLJ
あ
る
物
や
-

●
政
7
番
ナ
さ
,,
JL･
付
政
ぬ

シ
カ
.IJす
る
ウ
リ
(政
行
)

●
ま

さ
ふ
さ
の
大
畑
せ
け
さ
え

か
-

,I
-
よ
-
人

に
7
人
碑
に
も
ナ
ナ
は
ヤ
JLJ
お
ほ
し
め

-
け
る
こ
ろ

●
是
強
付
け
上
帝

に
ば
ら
す
JLJ
い
へ
.L
J
も
尊
亙
㌢

た
7
す
t
:瑚
暴
食
岬
-
7
ヤ
す
ら
か

に
せ
>
,

す
-
す
あ

り
さ
ま
い
JIJあ
ら
王
ほ
し
人
に
お
-
れ
7

8
十
九
田
の
小
手

に
武

智
㌢
錦
-
棉
-
に
嵐
強

い

ろ
-
-

-
7
皆
人
汲
>
.ナ
か

-
け
り
導
師
か
へ

-
7
枚
-
千
-
も
ん
の
人
.J･J
も
い
つ
よ
り
も
殊
ケ
向

け

た
う
JLJ
-
見
待

つ
JLJ感
-
ろ

ヘ
リ
小

へ
り
,J
JLJ
に

ケ
に
JLJ
も
晩

へ
あ
れ
は
JLJ鬼
の
絢
に
似
晩
ナ
ん
う

へ
は
JLJ

い
ひ
た

-
-
に
あ
は
れ
も
さ
め
て
お
か
-
う
り
-

さ
る
導
師

の
は
め
ヤ
う
ヤ
ば
あ
る

へ
さ

え
人
に
さ
け

す

,
し
ろ
AJ
7
㌢
の
れ
ま

つ
た

へ
7
人
に
-
ろ
た
て

ま

つ
ら
ん
､
J
す
る
付
け
ん
に
7
人
-
ら
し
)1Jす
る
に

に
た
る
,J
JLJ
ナ
-
ェ
か
た
に
は･T
の
つ
-
た
れ
は
わ

た
-
る
碕

ま

つ
わ

か
顔
の
さ
る

ゝ
ゆ

へ
に
人
㌣
は

え
き
ら
ぬ
也
計
の
れ
ま

つ
え
い
7
ふ
し
ナ
付

上
LV
め
LT
L
JLJ血
丁･rゝ

り
ん
に
て
･rJ
り

t'1
み
た
-

け
る
iiヤ
い
JIJ
お
か
-
(政
行
)

正
徹
本
改
行
区
分
は
'
現
行
区
分
に
お
け
る

二

一四
段
と

二

一五
段
を
､

ま
た
､

〓

1六
段
と

〓

1七
段
を
ひ
と
ま
と
ま
-
と
考
え
た
.

〓

1四
段

と

一
二
五
段
も
､

一
見
ひ
と
ま
と
ま
-
と
考
え
ら
れ
な
い
内
容
で
あ
る
｡

二

一四
段
は
是
法
法
師
が
学
匠
を
た
て
な
い
で
た
だ
明
け
暮
れ
念
仏
を
し

て
過
ご
し
た
と
い
う
内
容
で
あ
る
｡
そ
し
て

一
二
五
段
は
四
十
九
日
の
法

要
で
聖
の
説
法
に
皆
が
涙
を
流
す
な
か
､
或
る
男
が
､
あ
れ
ほ
ど
唐
の
狗

に
似
て
い
れ
ば
､
そ
れ
は
有
-
が
た
-
思
え
る
だ
ろ
う
と
い
っ
た
､
同
じ

男
が
､
酒
を
人
に
勧
め
る
た
め
に
自
分
が
ま
ず
酒
を
飲
む
の
は
､
二
万
に

刃
の
つ
い
た
剣
で
人
を
切
ろ
う
と
し
て
先
に
自
分
の
頭
が
切
れ
る
の
と
同

じ
だ
と
い
う
こ
と
も
い
っ
て
い
て
非
常
に
興
味
深
か

っ
た
と
い
う
内
容
で

あ
る
｡

こ
の
二
つ
な
い
し
三
つ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
ひ
と
ま
と
ま
-
と
し
て
読
ま

れ
､
何
か

1
つ
の
表
現
効
果
を
あ
げ
て
い
る
と
す
る
と
'
考
え
ら
れ
る
の

は
学
匠
を
た
て
る
こ
と

へ
の
否
定
で
あ
る
｡
説
教
を
､
或
る
男
は
唐
渡
-

の
珍
し
い
も
の
に
喰
え
た
'
つ
ま
り
物
珍
し
さ
､
唐
渡
-
と
い
う
こ
と
だ

け
で
人
が
感
動
し
て
い
る
の
だ
と
い
う
､
感
動
の
正
体
の
指
摘
が
こ
の
男

に
よ

っ
て
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
｡
そ
し
て
'
そ
の
延
長
線
上
に
､

酒
を
人
に
飲
ま
せ
る
た
め
に
ま
ず
自
分
が
飲
む
こ
と
は
､
二
刃
の
剣
で
人
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を
切
ろ
う
と
し
て
､
ま
ず
自
分
の
頭
が
切
れ
る
の
と
同
じ
だ
と
い
う
話
を

考
え
る
な
ら
､
酒
の
よ
う
に
人
を
酔
わ
せ
る
よ
う
な
大
が
か
り
な
物
言
に

対
し
て
､
ま
ず
自
分
が
酔

っ
て
し
ま
う
の
で
､
結
局
そ
れ
を
人
に
飲
ま
せ

る
こ
と
が
で
き
な
い
､
大
言
に
対
す
る
い
ま
し
め
と
と
る
こ
と
が
で
き
る

の
で
あ
る
｡

さ
ら
に
､
続
-
現
行

〓

1六
段
と

〓

1七
段
を
ひ
と
ま
と
め
と
読
む
読

み
が
ど
の
よ
う
な
も
の
か
を
こ
の
流
れ
か
ら
検
討
す
る
と
､

〓

1六
段
は

博
打
ち
が
負
け
す
ぎ
て
残
-
な
-
す
べ
て
打
っ
て
し
ま
お
う
と
す
る
の
に

出
会

っ
て
は
'
こ
ち
ら
は
そ
れ
以
上
打

っ
て
は
い
け
な
い
､
必
ず
つ
づ
け

て
勝
つ
と
き
が
-
る
か
ら
だ
と
い
う
内
容
､

二

一七
段
は
改
め
て
特
に
益

の
な
い
と
き
は
､
改
め
な
い
ほ
う
が
い
い
と
い
う
に
内
容
で
あ
る
｡
こ
の

二
つ
の
文
章
が
ひ
と
ま
と
ま
り
で
何
か

一
つ
の
表
現
を
し
て
い
る
と
す
れ

ば
､
博
打
で
負
け
続
け
て
も
､
そ
の
ま
ま
打
ち
つ
づ
け
れ
ば
､
い
つ
か
勝

ち
つ
づ
け
る
時
が
や
っ
て
-
る
､
負
け
続
け
て
い
る
か
ら
と
言

っ
て
､
そ

れ
を
辞
め
て
し
ま
わ
な
け
れ
ば
必
ず
勝
ち
続
け
る
時
が
来
る
i
J
い
う
こ
と

で
あ
る
｡
そ
れ
は
､
改
め
て
特
に
益
が
な
い
と
き
は
改
め
な
い
こ
と
が
力

と
な
る
と
い
う

1
文
で
方
向
づ
け
ら
れ
る
｡
そ
し
て

〓

1八
段
の
弱
者
を

い
じ
め
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
話
題
に
つ
づ
-
の
で
あ
る
｡
正
徹
本
の
改

行
区
分
か
ら
本
文
を
読
む
な
ら
ば
､
こ
の
現
行

二

一四
段
か
ら

二

一八
段

は
'
虎
の
威
を
借
る
狐
と
し
て
人
を
感
動
さ
せ
､
人
を
改
め
さ
せ
る
こ
と

へ
の
批
判
､
時
流
に
の
っ
て
い
る
と
い
う
だ
け
で
む
や
み
に
評
判
が
高
-
､

力
が
あ
る
も
の
に
対
す
る
批
判
を
展
開
し
て
い
る
部
分
で
あ
る
と
い
う
こ

と
が
で
き
る
だ
ろ
う
｡
そ
し
て
そ
れ
は
､
ほ
ん
と
う
に
道
を
知
る
な
ら
決

し
て
人
と
争
わ
ず
'
善
に
ほ
こ
ら
ず
､
と
も
が
ら
と
争
わ
ず
､
己
を
知
る
を

本
当
の
智
と
す
る
と
い
う
先
々
の
展
開
に
つ
な
が
っ
て
ゆ
-
の
で
あ
る
｡

7
､
ま
と
め

『徒
然
草
』
は
､
各
写
本
の
改
行
区
分
を
も
と
に
読
み
解
い
て
み
る
な

ら
ば
､
①
の
文
章
が
②
の
文
章
に
､
②
の
文
章
が
③
の
文
章
に
③
の
文
章

が
④
の
文
章
に
,N
い
う
よ
う
ど
ん
ど
ん
と
つ
な
が
っ
て
お
り
､
そ
れ
に
よ

っ
て
文
章
が
展
開
し
て
ゆ
-
､
意
味
が
深
ま

っ
て
ゆ
-
よ
う
な
作
品
と
読

む
こ
と
が
出
来
る
｡
作
者
の
執
筆
時
の
意
識
を
想
像
す
れ
ば
､
①
の
文
章

か
ら
②
の
文
章
②
の
文
章
か
ら
③
の
文
章
と
い
う
読
み
は
､
ま
だ
､
題
材

や
話
題
に
よ
る
区
分
に
気
を
取
ら
れ
た
読
み
手
側
本
位
の
と
ら
え
方
で
あ

る
の
か
も
し
れ
な
い
｡
写
本
は
後
の
時
代
の
も
の
に
な
る
ほ
ど
素
材
に
注

目
し
て
､
改
行
区
分
を
細
分
化
さ
せ
て
ゆ
-
傾
向
が
目
立

っ
て
-
る
が
､

そ
れ
で
も
写
本
の
改
行
区
分
で
本
文
を
読
む
限
-
'
そ
こ
に
は
､
現
行
章

段
区
分
ほ
ど
に
､

一
区
分

一
区
分
に
お
け
る
文
章
の
完
結
性
の
高
さ
や
'

一
区
分
ご
と
に
教
訓
や
処
世
訓
や
作
者
の
執
筆
理
由
を
読
み
取
ろ
う
と
い

う
読
み
手
の
意
図
を
感
じ
る
こ
と
が
な
い
｡
作
中
の
各
文
章
は
､
独
立
し

て
完
結
し
､
そ
の
ひ
と
ま
と
ま
-
ご
と
に
べ
つ
べ
つ
の
テ
ー
マ
や
作
者
の

意
図
を
持

っ
て
い
る
の
で
は
な
-
'
次
か
ら
次

へ
と
つ
な
が
っ
て
ゆ
く
こ

と
に
よ
っ
て
､
的
確
に
そ
の
区
間
に
意
味
を
生
じ
さ
せ
深
か
ま

っ
て
展
開

し
て
ゆ
-
｡
そ
れ
が
､
写
本
改
行
区
分
か
ら
予
想
で
き
る
作
品
本
来
の
あ

り
か
た
だ
と
い
っ
て
い
い
だ
ろ
う
｡

特
に
正
徹
本
の
改
行
区
分
は
そ
う
い
っ
た
本
来
の
在
-
方
､
作
者
の
意

図
を
､
し
っ
か
-
と
つ
か
ん
で
い
る
よ
う
だ
｡
現
行
章
段
区
分
と
は
本
来

面
々
と
文
章
が
続
い
て
ゆ
-
作
品
か
ら
'
て
っ
と
-
ば
や
-
処
世
訓
や
､

教
訓
､
知
識
を
得
よ
う
と
し
て
本
来
の
改
行
区
分
を
細
分
化
し
て
い
っ
た

結
果
で
あ
る
｡
ま
さ
に
現
行
章
段
区
分
は
'
作
品
に
対
し
て
､
現
行
第
十

一
段
に
措
か
れ
る
よ
う
な
､
た
わ
わ
な
み
か
ん
の
木
に
つ
け
ら
れ
た
き
び
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し
い
囲
い
の
よ
う
な
役
割
を
果
た
し
て
し
ま
っ
て
い
る
｡
作
品
か
ら
自
分

に
と
っ
て
有
益
な
果
実
を
確
実
に
手
に
入
れ
る
為
に
､
本
来
続
け
て
作
品

を
読
む
こ
と
に
よ
っ
て
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
意
味
を
ば
ら
ば
ら
に
解
体

し
て
し
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
が
言
え
る
だ
ろ
う
｡

『徒
然
草
』
は
長
短
様
々
､
文
体
も
さ
ま
ざ
ま
､
内
容
も
雑
多
な
文
章

が
､
何
と
い
う
こ
と
も
な
-
書
き
連
ね
ら
れ
た
作
品
で
は
な
い
｡
ま
た
作

者
が
見
て
聞
い
て
日
常
か
ら
得
た
知
識
や
思
考
や
そ
れ
に
付
随
す
る
折
々

の
思
い
を
人
生
の
節
々
に
そ
の
ま
ま
に
書
き
つ
け
た
物
で
も
な
い
｡
作
者

の

一
つ
の
一
貫
し
た
意
図
に
よ
っ
て
､
書
き
た
い
も
の
､
表
現
し
た
い
こ

と
の
塊
が
し
っ
か
-
と
胸
に
あ

っ
て
､
そ
れ
ゆ
え
に
､
｢
そ
こ
は
か
と
な

-
｣

一
見
す
る
と
際
限
が
み
え
な
い
ぐ
ら
い
に
､
文
章
が
面
々
と
つ
づ
い

て
ゆ
く
､
作
者
の
確
た
る
創
作
意
欲
に
も
と
づ
い
て
生
じ
た
作
品
と
い
え

る
だ
ろ
う
｡

7

橘
純

1

『
日
本
古
典
選
』

1
九
四
七
年

一
月
二
十
五
日
初
版
発
行

朝
日
新
聞
社

松
本
新
八
郎

｢徒
然
草
そ
の
無
常
に
つ
い
て
｣
｢文
学
｣
二
六
巻
-

1

1
九
五
八
年

1
月

下
西
善
三
郎

『
日
本
の
作
家

1
0
0
人

兼
好
』
｢
Ⅱ
徒
然
草
｣

〔
p
.p
.2
)6
･2
2
0
〕
勉
誠
出
版
で
は
､
こ
れ
ま
で
の
成
立
諸
説
を
A

｢逐
段
執
筆
｣
説
と
B
｢編
集
｣
.説
と
い
う
二
つ
の
観
点
か
ら
ま
と

め
て
い
る
｡

朝
木
敏
子

『徒
然
草
と
い
う
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル

随
筆
の
生
成
と
語

り
手
た
ち
』
二
〇
〇
三
年

一
一
月

一
五
日
清
文
堂
出
版

桑
原
博
史

｢徒
然
草
本
文
批
評
の
方
法
｣
｢国
語
と
国
文
学
｣
東
京

大
学
国
語
国
文
学
会

一
九
六
六
年
八
月

｢正
徹
本
｣
は

『徒
然
草

(
上
)
静
嘉
堂
文
庫
蔵
正
徹
筆
』

一
九
九

八
年
三
月
二
十
日
四
版
弟

1
刷

『徒
然
草

(
下
)
静
嘉
堂
文
庫
蔵
正

徹
筆
』
二
〇
〇
三
年
三
月
二
十
日
四
版
第
1
刷
､
｢常
緑
本
｣
は
古

典
文
庫
弟

一
九
〇
冊

『
つ
れ
づ
れ
草
常
緑
本
上
巻
』

一
九
六
三
年
五

月
二
十
日
発
行
､
古
典
文
庫
弟

一
四
九
冊

『
つ
れ
づ
れ
草
常
緑
本
』

一
九
五
九
年
十
二
月
二
十
日
発
行
､
｢東
大
本
｣
は
勉
誠
社
文
庫
35

『徒
然
草
細
川
幸
隆
本

上
』

1
九
七
八
年
二
月
二
十
日
発
行
､
勉

誠
社
文
庫
36

『徒
然
草
細
川
幸
隆
本

下
』

一
九
七
八
年
二
月
二
十

八
日
発
行
､
｢鳥
丸
本
｣
は

『烏
丸
光
広
本

徒
然
草
』

一
九
九
四

年
三
月
二
五
日
再
版
発
行
勉
誠
社
を
調
査
し
た
｡

｢徒
然
草
寿
命
院
抄
｣
｢野
槌
｣
｢な
ぐ
さ
み
草
｣
に
つ
い
て
は
､
吉

沢
貞
人

『徒
然
草
古
注
釈
集
成
』

一
九
九
六
年
二
月
二
十
五
日
発
行

勉
誠
社
で
調
査
を
お
こ
な
っ
た
｡
｢磐
粛
抄
｣
は
有
吉
保
編
集

｢加
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藤
磐
斎
古
注
釈
集
成
3

『長
明
方
丈
記
抄

･
徒
然
草
抄
』｣

1
九
八

五
年

1
月
十
日
発
行
新
典
社
､
｢文
段
抄
｣
に
つ
い
て
は

『徒
然
草

文
段
砂
上
』
『徒
然
草
文
段
砂

下
』
北
村
季
吟
著
新
典
社

一
九

七
九
年
二
月
十
日
､

一
九
七
九
年
三
月
十
日
発
行
､
｢諸
抄
大
成
｣

は
､
長
野
県
立
図
書
館
蔵
､
奥
書

｢貞
享
五
辰
成
五
月
京
都
韓
昔
日

版
行
｣
『徒
然
草
諸
抄
大
成
』
で
調
査
を
お
こ
な
っ
た
｡

8

鳥
丸
本
と

『寿
命
院
抄
』
を
含
む
六
つ
の
注
釈
書
の
区
分
数
は
2
4

2
-
2
4
7
で
あ
る
｡

9

各
写
本
間
の
区
分
に
相
違
に
つ
い
て
は
最
近
の
も
の
で
は
'
池
田
恵

美
子

｢徒
然
草
の
章
段
配
列
に
つ
い
て
-
諸
本
間
の
章
段
区
分
の
相

違
I
L
｢中
央
大
学
国
文
｣
38
号

1
九
九
五
年
三
月
が
あ
る
｡
表
は

7
に
既
出
の
四
本
に
よ
っ
て
作
成
し
た
｡

10

鳥
丸
本
に
は
文
章
内
に
お
け
る
読
み
や
す
さ
に
便
宜
を
は
か
っ
て

｢
O
｣
が
用
い
ら
れ
て
い
る
｡
例
え
ば
現
行
区
分
の
序
段
と

一
段
は

｢
つ
れ
ぐ
な
る
ま
ま
に
○
ひ
-
ら
し
○

(次
行
)
す
ゞ
-
に
む
か
ひ

て
○
心
に
う
つ
-
ゆ
-

(次
行
)
よ
し
な
し
事
を
○
そ
こ
は
か
と
な

-

○
書

(次
行
)
つ
-
れ
ば

○
あ
や
し
う
こ
そ
も
の
ぐ
る
お

(次
行
)

し
け
れ
○
い
で
や
此
世
に
む
ま
れ
て
は
ね
が

(次
行
)｣
と
い
う
具

合
で
表
記
さ
れ
て
い
る
｡
現
代
の
読
点
や
句
読
点
と
も
異
な
る
読
み

や
す
さ
の
工
夫
が
な
さ
れ
て
い
る
｡

‖

正
徹
本
36
箇
所
､
東
大
本
31
箇
所
｡

12

現
行
第
四
段
と
五
段
の
間
と
､
現
行
第
95
段
と
96
段
の
間
､
現
行
2

2
8
段
と
2
2
9
段
の
間
は
改
行
は
さ
れ
て
い
る
が
文
頭
に
宋
点
が

な
い
｡

13

現
行

一
五
三
段
と

一
五
四
段
の
間
'

一
箇
所
｡

14

正
徹
本
の

｢●
｣
印
は
宋
墨
で
あ
る
こ
と
が
他
書
に
よ
っ
て
も
確
認

さ
れ
て
い
る
が
､
常
緑
本
の

｢JJ
印
に
つ
い
て
は
前
掲
の
古
典
文

庫
解
説
に
も
墨
色
に
つ
い
て
は
触
れ
ら
れ
て
お
ら
ず
､
朱
墨
で
あ
る

か
黒
墨
で
あ
る
か
は
は
っ
き
-
確
認
で
き
て
い
な
い
｡

15

7
に
既
出
の
諸
本
に
依
っ
て
作
成
し
た
｡
正
徹
本
の
図
と
同
じ
-
､

も
と
も
と
各
写
本
に
あ
っ
た
改
行
区
分
数
を
ロ
で
'
宋
墨
点
区
分
独

自
の
区
分
数
を
○
で
､
改
行
区
分
に
も
朱
墨
点
区
分
に
も
な
い
､
現

行
章
段
区
分
独
自
の
区
分
数
を
◇
で
囲
っ
て
現
し
て
あ
る
｡
ま
た
烏

丸
本
に
つ
い
て
は
印
に
よ
る
区
分
が
な
い
の
で
図
を
割
愛
し
た
が
､

改
行
区
分
2
4
3
の
う
ち
2
3
9
区
分
が
そ
の
ま
ま
採
用
さ
れ
'
四

区
分
が
不
採
用
.
五
区
分
が
改
行
区
分
に
は
存
在
せ
ず
現
行
章
段
区

分
に
は
存
在
す
る
､
現
行
章
段
区
分
独
自
の
区
分
と
な
っ
て
い
る
｡

16

岩
波
文
庫

『新
訂
徒
然
草
』

一
九
二
八
年

一
二
月
二
十
五
日
第

一
刷

発
行

西
尾
史

安
良
岡
康
作
徴
注
｡

17

一
行
の
字
数
は
本
論
に
よ
る
｡

(平
成
十
四
年
度
修
了
)

29


