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吉
田
松
陰
『
涙
松
集
』
の
「
鈴
木
大
人
に
お
く
る
」
歌
解
釈
考

─
　君
こ
そ
は
蛙
鳴
く
音
も
聞
き
わ
か
ん
公
の
た
め
に
か
お
の
が
た
め
に
か
　─

小

　
　野

　
　美

　
　典

キ
ー
ワ
ー
ド
：
鈴
木
高
鞆
、
梁
川
星
巌
、
口
羽
杷
山
、『
杷
山
遺
稿
』、『
晋
書
』

一
　
は
じ
め
に

『
涙
松
集
』
は
わ
ず
か
二
十
首
か
ら
な
る
、
江
戸
時
代
末
に
成
立
し
た
歌
集
で
あ
る
。
通
常
な
ら
ば
、
歯
牙
に
も
掛
け
ら
れ
な

か
っ
た
で
あ
ろ
う
が
、
こ
の
歌
集
は
幕
末
維
新
期
、
そ
し
て
明
治
に
入
っ
て
も
袋
綴
じ
本
・
折
り
本
と
し
て
刊
行
さ
れ
、
多
く
の
読

者
を
持
っ
た
。
現
在
も
『
涙
松
集
』
を
紐
解
く
人
は
少
な
く
な
い
。
た
だ
し
、
純
粋
に
和
歌
文
学
に
興
味
が
あ
る
人
と
い
う
よ
り
も
、

歴
史
・
教
育
・
政
治
・
経
営
な
ど
に
興
味
を
持
つ
人
が
多
い
の
で
は
な
い
か
。

理
由
は
、『
涙
松
集
』
が
吉
田
松
陰
の
最
晩
年
の
和
歌
を
集
め
た
歌
集
で
あ
る
と
い
う
点
に
求
め
ら
れ
る
。
松
陰
の
略
歴
は
省
略

す
る
が
、
安
政
の
大
獄
で
捕
縛
さ
れ
た
梅
田
雲
浜
と
の
関
わ
り
か
ら
、
安
政
六
年
（
一
八
五
九
）
四
月
に
江
戸
送
致
の
幕
命
が
長
州

藩
に
下
さ
れ
る
。
松
陰
は
五
月
二
十
五
日
に
萩
を
出
立
。
長
州
藩
が
移
送
役
を
担
当
し
た
と
は
い
え
、
腰
縄
か
手
鎖
の
状
態
で
錠
前

三
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付
き
の
檻
輿
で
護
送
さ
れ
る
と
い
う
過
酷
な
も
の
で
あ
っ
た
。
松
陰
に
は
紙
筆
の
所
有
が
許
さ
れ
ず
、
檻
の
傍
ら
に
い
た
藩
士
（
片

野
十
郎
ら
）
が
松
陰
の
口
授
す
る
詠
歌
を
筆
記
し
て
成
立
し
た
の
が
『
涙
松
集
』
で
あ
る
。
同
年
五
月
か
ら
七
月
の
詠
歌
が
収
め
ら

れ
る
。
松
陰
は
そ
の
後
、
伝
馬
町
の
獄
舎
に
移
さ
れ
て
幕
吏
か
ら
の
尋
問
を
受
け
、
同
年
十
月
二
十
七
日
、
獄
内
で
処
刑
さ
れ
た
。

享
年
三
十
歳
で
あ
る
。

『
涙
松
集
』
は
、
松
陰
最
晩
年
の
思
想
と
心
情
を
理
解
す
る
上
で
格
好
の
資
料
と
な
る
。
さ
ら
に
現
在
で
は
、
松
陰
へ
の
人
間
的

興
味
も
加
わ
っ
て
、
先
述
の
通
り
様
々
な
分
野
・
領
域
で
歌
集
内
の
歌
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
も
多
い
。
し
か
し
、
和
歌
を
表
芸

と
す
る
わ
け
で
は
な
い
松
陰
の
詠
作
に
は
、
そ
の
内
容
を
理
解
す
る
上
で
非
常
に
困
難
を
伴
う
歌
が
多
い
の
も
事
実
で
あ
る
。
ま
た

成
立
を
め
ぐ
る
様
々
な
問
題
や
諸
本
の
存
在
な
ど
も
相
俟
っ
て
、
解
釈
に
は
問
題
の
存
す
る
歌
も
多
い
。

そ
れ
ら
の
幾
つ
か
は
拙
著
（
１
）で

取
り
上
げ
た
。
そ
し
て
、
左
記
の
よ
う
に
述
べ
て
筆
を
擱
い
た
。

死
を
覚
悟
し
て
江
戸
に
護
送
さ
れ
て
い
く
松
陰
が
、
檻
の
中
と
い
う
極
限
状
況
で
詠
出
し
た
歌
の
真
意
を
探
る
こ
と
は
重
要
で

あ
る
。
奇
し
く
も
、
本
稿
で
は
、
最
晩
年
の
松
陰
の
思
想
や
孔
子
へ
の
理
解
と
表
裏
一
体
と
な
っ
た
解
釈
が
導
き
出
さ
れ
た
。

松
陰
の
口
授
そ
の
ま
ま
の
『
涙
松
集
』（
松
陰
本
）
所
収
歌
に
は
、
他
に
も
歌
意
の
つ
か
み
に
く
い
箇
所
や
理
論
の
飛
躍
し
て
い

る
箇
所
が
見
ら
れ
る
が
、
松
陰
の
他
の
著
述
や
思
想
的
背
景
を
参
酌
し
な
が
ら
原
歌
に
即
し
た
丁
寧
な
解
釈
を
行
な
う
こ
と
で
、

新
た
な
松
陰
の
歌
の
世
界
が
見
え
て
く
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
（
２
）。

『
涙
松
集
』
の
三
番
歌
「
君
こ
そ
は
」
歌
は
「
鈴
木
大
人
に
お
く
る
」
と
の
詞
書
を
持
つ
歌
で
、
防
府
天
満
宮
の
神
職
鈴
木
高
鞆

を
「
お
く
る
」
相
手
と
し
た
歌
で
あ
る
。
ま
た
、
萩
市
松
陰
神
社
所
蔵
の
『
涙
松
集
』（
以
下
「
松
陰
本
」
と
略
）
の
当
該
歌
の
頭
欄

九
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に
は
、
当
人
高
鞆
の
歌
が
自
書
さ
れ
て
い
る
（
３
）。

こ
の
書
き
入
れ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
を
考
察
し
た
論
考
は
管
見
に
入
ら
な
い
。

三
番
歌
は
、
先
学
に
よ
り
『
晋
書
』
の
孝
恵
帝
の
故
事
を
も
と
に
解
釈
試
案
が
出
さ
れ
、
そ
れ
が
ほ
ぼ
通
説
的
に
扱
わ
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
。
し
か
し
、
松
陰
の
最
晩
年
の
書
簡
類
や
先
学
が
使
用
し
な
か
っ
た
高
鞆
詠
に
ま
つ
わ
る
資
料
な
ど
を
援
用
す
る
と
、
三

番
歌
に
は
新
た
な
解
釈
の
可
能
性
が
出
て
く
る
。
本
稿
は
、
三
番
歌
に
関
係
す
る
周
辺
資
料
を
用
い
な
が
ら
歌
の
意
味
す
る
と
こ
ろ

と
そ
の
背
景
を
多
角
的
に
考
察
し
、
一
つ
の
試
解
を
提
示
す
る
も
の
で
あ
る
。

二
　『
涙
松
集
』
三
番
歌
と
そ
れ
を
め
ぐ
る
先
行
研
究

⑴
『
涙
松
集
』
諸
本
と
吉
田
松
陰
全
集

『
涙
松
集
』
に
は
、
松
陰
詠
を
そ
の
ま
ま
筆
記
し
た
と
さ
れ
る
写
本
「
松
陰
本
」、
そ
の
松
陰
本
の
現
存
本
で
あ
る
萩
市
松
陰
神
社

所
蔵
の
本
文
に
書
き
入
れ
の
形
で
加
筆
訂
正
さ
れ
た
も
の
に
ほ
ぼ
近
い
本
文
を
持
つ
写
本
「
書
陵
部
本
」、
更
に
は
大
幅
な
加
筆
訂

正
と
歌
の
増
補
が
な
さ
れ
た
二
種
類
の
版
本
「
流
布
本
」
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
関
係
は
注
１
の
拙
著
で
検
討
し
た
の
で
こ
こ
で
は
触

れ
な
い
。
本
稿
で
検
討
の
対
象
に
す
る
の
は
松
陰
本
で
あ
る
が
、
適
宜
流
布
本
も
参
照
す
る
。
な
お
、
吉
田
松
陰
全
集
か
ら
の
引
用

は
、
漢
文
資
料
を
書
き
下
し
て
一
般
に
広
く
使
わ
れ
て
い
る
所
謂
「
大
衆
版
」
全
集
（
４
）を

用
い
る
（「
全
集
」
と
略
、
巻
数
を
丸
囲
い
算
用

数
字
で
表
示
、
漢
数
字
で
頁
、
本
文
の
振
り
仮
名
は
そ
の
ま
ま
に
掲
出
）。
た
だ
し
、『
涙
松
集
』
本
文
に
つ
い
て
は
、
書
き
入
れ
や
流
布
本

の
歌
が
大
衆
版
で
は
全
て
削
除
さ
れ
て
い
る
の
で
、
注
３
の
定
本
版
を
用
い
る
。

⑵
松
陰
本
の
三
番
歌
と
書
き
入
れ
歌

ま
ず
、
松
陰
本
の
三
番
歌
ま
で
を
掲
出
し
、
三
番
歌
の
書
き
入
れ
・
流
布
本
本
文
を
併
記
す
る
。

一
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・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・

涙
松

１
帰
ら
し
と
思
ひ
さ
た
め
し
旅
な
れ
は
ひ
と
し
ほ
ぬ
る
ゝ
涙
松
か
な
　
　
五
月
廿
五
日

菅
公
廟

２
思
ふ
か
な
君
か
つ
く
し
の
こ
ゝ
ろ
し
は
賤
か
あ
つ
ま
の
旅
に
つ
け
て
も
　
　
廿
六
日

鈴
木
大
人
に
お
く
る

３
君
こ
そ
は
蛙
鳴
音
も
聞
わ
か
ん
公
の
た
め
に
か
を
の
か
た
め
に
か
　
　
同

・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・

［
松
陰
本
三
番
歌
頭
欄
の
書
き
入
れ
歌
］

ひ
そ
み
て
も
鳴
と
は
す
れ
と
天
に
さ
へ
蛙
の
声
の
き
こ
え
け
る
か
な
　
高
鞆

［
流
布
本
三
番
歌
］

鈴
木
高
鞆
か
家
の
ほ
と
り
す
く
る
を
り
蛙
の
こ
ゑ
を
聞
て

君
こ
そ
は
蛙
の
声
も
き
ゝ
わ
か
め
た
か
た
め
夜
た
ゝ
な
き
あ
か
す
ら
む

・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・

松
陰
本
の
三
番
歌
詞
書
は
「
鈴
木
大
人
に
お
く
る
」
と
だ
け
記
す
。
こ
の
「
お
く
る
」
と
は
ど
う
い
う
意
味
か
。
厳
重
に
警
固
さ

れ
た
護
送
途
上
の
松
陰
が
、
歌
を
「
贈
る
」
こ
と
が
出
来
た
の
か
。
否
、「
心
の
中
で
贈
っ
た
」
の
か
。
一
方
、
流
布
本
詞
書
で
は

松
陰
が
高
鞆
の
家
の
ほ
と
り
を
通
過
し
た
際
に
蛙
の
鳴
き
声
を
聞
い
て
詠
ん
だ
と
し
、「
お
く
る
」
と
い
う
言
葉
は
抹
消
さ
れ
て
蛙

声
が
実
際
に
登
場
す
る
。『
涙
松
集
』
は
松
陰
の
門
弟
た
ち
が
出
版
し
た
版
本
（
松
下
村
塾
版
）、
す
な
わ
ち
流
布
本
の
本
文
で
幕
末

二
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か
ら
明
治
期
に
は
読
ま
れ
て
い
た
。
松
陰
神
社
所
蔵
の
松
陰
本
（
こ
れ
と
て
転
写
本
で
あ
る
が
）
が
世
に
知
ら
れ
、
そ
の
本
文
で
読
ま

れ
て
理
解
さ
れ
鑑
賞
出
来
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
定
本
版
の
松
陰
全
集
巻
四
に
掲
載
さ
れ
た
昭
和
九
年
十
二
月
以
降
で
あ
る
。
し

か
し
、
そ
れ
か
ら
も
し
ば
ら
く
の
間
は
流
布
本
本
文
で
読
ま
れ
て
い
た
。
こ
の
点
に
留
意
し
て
、
当
該
歌
に
関
す
る
先
学
の
解
釈
を

確
認
す
る
。

加
え
て
も
う
一
つ
、
重
要
な
問
題
が
あ
る
。
松
陰
本
の
頭
欄
に
高
鞆
歌
が
記
載
さ
れ
る
こ
と
の
意
味
と
当
該
歌
の
解
釈
で
あ
る
。

高
鞆
は
い
つ
こ
の
歌
を
詠
み
、
そ
れ
を
ど
う
し
た
の
か
。
歌
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
何
な
の
か
。
本
稿
で
は
、
こ
れ
ら
の
問
題
に
も

目
を
向
け
て
行
き
た
い
。

⑶
三
番
歌
を
め
ぐ
る
先
行
研
究

ま
ず
、
先
学
の
研
究
を
掲
出
す
る
（
丸
囲
み
数
字
と
傍
線
は
稿
者
、
以
下
同
断
）。

・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・

Ａ
大
村
注
釈
〔
大
村
武
一
・
昭
和
九
年
（
５
）〕

鈴
木
高
鞆
が
家
の
ほ
と
り
す
ぐ
る
を
り
蛙
の
こ
ゑ
を
聞
て

君
こ
そ
は
蛙
の
声
も
き
ゝ
わ
か
め
た
が
た
め
夜
た
だ
な
き
あ
か
す
ら
む

「
蛙
の
声
」
①
蛙
の
声
を
以
て
草
莽
の
微
臣
で
あ
る
自
分
が
君
国
の
為
に
尽
す
叫
に
喩
へ
た
の
で
君
こ
そ
は
我
が
至
誠
の
叫
び
声

を
真
に
聞
き
わ
け
て
く
れ
る
で
あ
ら
う
と
の
意
。

「
た
が
た
め
夜
た
だ
な
き
あ
か
す
ら
む
」
蛙
は
一
晩
中
誰
の
為
に
ガ
ヤ
〳
〵
鳴
き
明
か
す
の
で
あ
ら
う
か
。
裏
面
に
②
自
分
は
誰

の
為
に
叫
ぶ
の
で
も
な
く
唯
君
国
の
為
に
叫
ぶ
の
で
あ
る
。
と
の
意
を
含
む
。

二
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こ
れ
は
、
③
西
晋
の
孝
恵
帝
が
華
林
園
に
在
つ
て
蛙
の
声
を
聞
い
て
、
彼
の
鳴
く
者
は
官
の
為
に
鳴
く
か
。
私
の
為
に
鳴
く
か
。

と
問
ふ
た
の
に
、
左
右
が
答
へ
て
、
官
地
に
在
る
も
の
は
官
の
為
に
し
、
私
地
に
在
る
も
の
は
私
の
為
に
す
。
と
云
つ
た
故
事
を
思

ひ
合
は
さ
れ
た
も
の
で
あ
ら
う
。

Ｂ
福
本
注
釈
〔
福
本
義
亮
・
昭
和
十
二
年
（
６
）〕

鈴
木
高
鞆
が
家
の
ほ
と
り
す
ぐ
る
を
り
蛙
の
声
を
聞
て

君
こ
そ
は
蛙
の
声
も
き
ゝ
わ
か
め
た
が
た
め
夜
た
ゞ
な
き
あ
か
す
ら
む

〈
前
略
〉
松
陰
先
生
は
「
鈴
木
議
論
慨
忼
、
一
寄
二

諸
国
風
一

、
蓋
非
二

尋
常
社
官
一

也
」
と
謂
つ
て
居
ら
れ
る
、
以
て
其
人
為
を
知

る
に
足
る
。
　
○
此
の
歌
は
④
蛙
の
声
を
以
て
松
陰
先
生
の
尊
皇
攘
夷
、
殉
国
奉
公
の
大
義
高
唱
に
喩
へ
た
も
の
で
あ
つ
て
、
た
と

へ
草
莽
の
微
臣
な
り
と
雖
も
、
君
国
の
為
に
身
を
鴻
毛
の
軽
き
に
比
し
て
叫
び
尽
す
吾
が
至
誠
一
念
の
声
は
君
こ
そ
は
真
に
聞
き
わ

け
く
る
ゝ
な
ら
む
と
の
意
で
あ
る
。
　
○
こ
れ
は
西
晋
の
孝
恵
帝
［
小
野
注
割
書
：
第
二
世
、
姓
は
司
馬
、
名
は
衷
、
字
は
正
度
、

性
昏
愚
な
り
］
が
嘗
て
天
下
の
民
が
餓
え
た
る
時
に
、
華
林
園
に
在
つ
て
蛙
の
声
を
聞
き
彼
の
鳴
く
も
の
は
官
の
た
め
に
鳴
く
か
、

私
の
た
め
に
鳴
く
か
と
問
ふ
た
時
に
、
左
右
之
に
答
へ
て
曰
く
、
官
地
に
在
る
も
の
は
官
の
た
め
に
し
、
私
地
に
在
る
も
の
は
私
の

た
め
に
す
、
と
云
つ
た
⑤
故
事
を
思
ひ
合
は
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
　
　
○
「
た
が
た
め
夜
た
ゞ
な
き
あ
か
す
ら
む
」
蛙
が
一
晩
中
誰

の
為
に
ガ
ヤ
〳
〵
と
鳴
き
明
す
の
で
あ
ら
う
か
と
云
は
れ
た
反
面
に
は
、
自
分
の
鳴
き
叫
ぶ
の
は
誰
の
た
め
で
も
な
く
、
只
君
国
へ

の
た
め
な
り
と
の
意
を
暗
に
含
む
　
　
○
此
歌
に
対
し
⑥
高
鞆
は
松
陰
先
生
の
心
中
を
汲
み
て
「
ひ
そ
み
て
も
鳴
と
は
す
れ
ど
天
に

さ
へ
蛙
の
声
の
き
こ
え
け
る
か
那
」
と
詠
ん
で
居
る
所
で
あ
つ
て
君
国
を
思
ふ
同
志
の
心
情
相
互
に
通
ず
と
謂
ふ
べ
き
で
あ
ら
う
。

二
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Ｃ
山
中
論
文
〔
山
中
鉄
三
論
文
・
昭
和
五
十
六
年
（
７
）〕

君
こ
そ
は
蛙
鳴
く
音
も
聞
き
わ
か
ん
公き
み

の
た
め
に
か
お
の
が
た
め
に
か
（
鈴
木
大う

人し

に
〔
マ
マ
〕・

同
日
）

鈴
木
高
鞆
は
直
通
の
子
、
父
子
共
に
古
学
者
歌
人
で
防
府
天
満
宮
神
官
。
高
鞆
編
「
玉
石
集
」
は
全
国
歌
人
集
で
あ
る
。
松
陰
も

歌
の
指
導
を
受
け
て
い
た
。
⑦
玉
と
石
を
見
分
け
ら
れ
る
だ
け
で
な
く
蛙
の
声
の
良
悪
を
聞
き
分
く
こ
と
の
で
き
る
人
と
い
う
の
は

歌
を
見
分
く
人
だ
と
賞
揚
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
玉
石
集
は
松
陰
も
見
て
い
た
筈
で
あ
る
。
此
集
の
竟
宴
の
高
鞆
の
歌
は
「
石
を

さ
へ
玉
の
た
ぐ
ひ
に
ま
じ
へ
し
は
時〔

マ
マ
〕代

の
光
り
を
た
の
む
な
り
け
り
（
８
）」

で
あ
る
。

Ｄ
山
中
単
行
本
〔
山
中
鉄
三
著
書
・
昭
和
五
十
八
年
（
９
）〕

君
こ
そ
は
蛙
鳴
く
音
も
聞
き
わ
か
ん
公き
み

の
た
め
に
か
お
の
が
た
め
に
か
（
鈴
木
大う

人し

に
〔
マ
マ
〕・

同
日
）

鈴
木
高
鞆
は
直
通
の
子
、
父
子
共
に
古
学
者
歌
人
で
防
府
天
満
宮
神
官
。
松
陰
の
歌
の
師
で
、
そ
の
「
家
の
ほ
と
り
過
ぐ
る
を
り

蛙
の
声
を
聞
て
」
と
あ
り
、
松
陰
の
叫
び
の
声
も
お
分
り
だ
ろ
う
の
意
。
下
句
は
西
晋
孝
恵
帝
が
蛙
を
聞
き
誰
の
た
め
に
鳴
く
の
か

と
問
い
、
⑧
官
人
は
公
の
た
め
野
の
人
は
私
自
身
の
た
め
に
、
と
臣
が
答
え
た
と
い
う
故
事
に
よ
り
、
松
陰
は
野
に
あ
っ
て
公
の
た

め
に
尽
す
と
い
う
心
を
歌
っ
た
の
で
あ
る
。
高
鞆
編
「
玉
石
集
」
の
竟
宴
歌
に
は
「
石
を
さ
へ
玉
の
た
ぐ
ひ
に
ま
じ
へ
し
は
時〔

マ
マ
〕代

の

光
り
を
た
の
む
な
り
け
り
」
の
歌
が
あ
る
。

二
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Ｅ
そ
の
他
（
10
）

（
一
）
松
陰
全
集
の
大
衆
版
が
三
番
歌
に
注
を
施
す
。
四
句
の
「
公
」
に
「
天
皇
」
と
注
記
（
11
）。

（
二
）『
吉
田
松
陰
撰
集
』（
平
成
八
年
刊
）
に
『
涙
松
集
』
抄
出
。「
公
」
に
「
藩
主
毛
利
敬
親
」
と
注
記
（
12
）。

・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・

Ａ
の
大
村
注
釈
は
『
涙
松
集
』
解
説
・
注
釈
の
嚆
矢
で
、
注
も
詳
細
で
あ
る
。
以
後
の
研
究
・
注
釈
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
。

同
本
の
河
野
通
毅
の
辞
に
依
る
と
、
瀧
口
吉
良
（
明
城
）
の
委
嘱
で
大
村
武
一
が
釈
文
と
注
解
、
香
川
政
一
が
解
説
、
河
野
が
校
合

と
補
足
の
任
に
当
た
っ
た
と
い
う
。
出
版
当
時
、
岩
波
書
店
の
定
本
版
松
陰
全
集
は
未
刊
で
、
流
布
本
を
底
本
と
し
た
注
釈
で
あ
る
。

傍
線
部
①
②
に
三
番
歌
の
歌
意
が
記
さ
れ
、
傍
線
部
③
で
歌
の
背
景
に
晋
の
孝
恵
帝
の
華
林
園
故
事
を
想
定
す
る
（「
思
ひ
合
は
さ
れ

た
も
の
で
あ
ら
う
」）。
た
だ
し
、
華
林
園
故
事
と
歌
の
関
係
は
詳
細
に
は
説
明
さ
れ
な
い
。

Ｂ
の
福
本
注
釈
は
そ
の
解
題
で
、
Ａ
の
大
村
注
釈
を
斟
酌
参
考
し
た
旨
と
、
定
本
版
全
集
は
公
に
さ
れ
て
い
る
が
「
多
く
世
人
に

読
ま
れ
て
居
る
故
に
」
流
布
本
（
版
本
）
の
本
文
に
依
っ
た
旨
と
を
記
す
。
ほ
ぼ
Ａ
の
大
村
注
釈
に
則
っ
て
い
る
が
、
蛙
の
声
に
喩

え
ら
れ
て
い
る
松
陰
の
声
の
内
実
は
「
尊
皇
攘
夷
、
殉
国
奉
公
の
大
義
高
唱
に
喩
へ
た
」（
傍
線
部
④
）
と
、
よ
り
明
確
に
書
か
れ
て

い
る
。
ま
た
、
Ａ
の
大
村
注
釈
で
は
華
林
園
故
事
を
踏
ま
え
た
点
は
推
測
で
あ
っ
た
が
、
Ｂ
で
は
断
定
（
傍
線
部
⑤
）
に
な
っ
て
い

る
。
た
だ
し
、
華
林
園
故
事
と
歌
の
内
容
と
の
関
係
の
詳
細
に
は
言
及
し
な
い
。
な
お
、
傍
線
部
⑥
は
重
要
で
あ
る
。
松
陰
本
頭
欄

の
高
鞆
歌
が
紹
介
さ
れ
、「
高
鞆
は
松
陰
先
生
の
心
中
を
汲
み
て
…
と
詠
ん
で
居
る
」
と
す
る
。
福
本
は
詠
歌
状
況
を
は
っ
き
り
と

説
明
し
て
い
な
い
が
、
三
番
歌
を
後
日
知
っ
た
高
鞆
が
松
陰
の
心
中
を
汲
ん
で
詠
ん
だ
歌
を
頭
欄
に
書
き
付
け
た
と
理
解
し
た
の
で

あ
ろ
う
か
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
高
鞆
の
書
き
入
れ
歌
は
今
一
つ
成
立
状
況
の
掴
み
に
く
い
歌
と
い
え
る
。

Ｃ
・
Ｄ
の
山
中
の
論
考
が
、
松
陰
本
三
番
歌
へ
の
唯
一
の
ま
と
ま
っ
た
言
及
で
あ
る
。
Ｃ
で
雑
誌
論
文
と
し
て
発
表
し
た
の
ち
、

二
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Ａ
・
Ｂ
の
先
行
研
究
を
踏
ま
え
て
大
幅
に
改
稿
し
、
Ｄ
の
単
著
で
の
見
解
に
落
ち
着
い
た
と
想
定
さ
れ
る
。
Ｃ
で
は
高
鞆
を
歌
の
良

し
悪
し
を
見
分
け
る
人
だ
と
称
賛
し
た
（
傍
線
部
⑦
）
と
解
し
た
が
、
Ｄ
で
は
Ａ
・
Ｂ
の
説
に
沿
っ
た
解
釈
と
な
っ
て
い
る
。
傍
線

部
⑧
で
華
林
園
故
事
に
言
及
す
る
が
、『
晋
書
』
の
解
釈
に
や
や
問
題
が
あ
る
（
五
章
参
照
）。

そ
の
他
、
松
陰
本
の
和
歌
本
文
を
掲
載
し
て
注
記
の
形
で
三
番
歌
に
触
れ
た
も
の
が
Ｅ
で
あ
る
。（
一
）（
二
）
と
も
に
四
句
「
公

（
き
み
）」
に
注
を
施
す
。「
天
皇
」「
藩
主
毛
利
敬
親
」
で
は
大
き
く
解
釈
が
異
な
っ
て
く
る
。

以
上
、
先
行
研
究
を
概
観
し
た
が
、
当
該
歌
に
関
し
て
は
、
以
下
の
よ
う
な
問
題
が
未
解
決
と
い
え
る
。
一
つ
に
は
、
三
番
歌
が

詠
ま
れ
た
状
況
の
解
明
。
詞
書
は
「
鈴
木
大
人
に
お
く
る
」
で
あ
る
が
、
護
送
途
中
の
松
陰
が
贈
歌
と
し
て
三
番
歌
を
送
る
こ
と
が

で
き
た
の
か
。
ま
た
、
詠
作
状
況
は
歌
の
中
身
の
解
釈
に
も
か
か
わ
る
は
ず
で
あ
る
。
加
え
て
、
Ｂ
の
福
本
が
紹
介
し
た
高
鞆
の
書

き
入
れ
歌
が
何
を
意
味
し
意
図
す
る
の
か
も
不
明
な
ま
ま
で
あ
る
。
こ
れ
ら
も
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。
二
つ
目
に
は
、
Ａ
の
大
村

注
釈
以
降
、『
晋
書
』
華
林
園
故
事
が
松
陰
詠
の
背
後
に
あ
る
と
さ
れ
て
き
た
が
そ
の
内
実
は
検
討
さ
れ
な
い
ま
ま
に
至
っ
て
い
る
。

こ
れ
を
ど
う
考
え
る
か
。
今
一
度
、『
晋
書
』
の
原
文
に
則
し
て
考
え
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

『
涙
松
集
』
は
死
を
覚
悟
し
た
松
陰
自
身
の
護
送
中
で
の
詠
作
で
あ
る
。
当
時
の
松
陰
の
思
い
が
率
直
に
表
明
さ
れ
て
い
る
可
能

性
も
あ
る
。
ま
た
、
思
想
的
な
背
景
も
重
要
で
あ
ろ
う
。
松
陰
を
取
り
巻
く
当
時
の
関
係
者
た
ち
の
日
記
・
書
簡
類
を
も
参
酌
し
て
、

右
に
上
げ
た
二
つ
の
問
題
を
検
討
し
て
い
き
た
い
。

三
　
鈴
木
高
鞆
と
三
番
歌
が
詠
ま
れ
た
背
景

⑴
鈴
木
高
鞆
と
松
陰

詞
書
に
登
場
す
る
鈴
木
大
人
と
は
、
防
府
天
満
宮
神
官
の
鈴
木
高
鞆
の
こ
と
で
あ
る
。『
涙
松
集
』
は
わ
ず
か
二
十
首
の
歌
集
で

二
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は
あ
る
が
、
そ
の
中
で
の
実
名
表
記
は
こ
の
高
鞆
だ
け
で
あ
る
。「
警
固
の
人
（
十
番
歌
）」「
護
送
の
人
々
（
十
九
番
歌
）」
と
い
っ
た

詞
書
は
あ
り
、
六
番
歌
詞
書
で
は
門
弟
の
寺
島
（
作
間
）
忠
三
郎
が
街
道
脇
で
見
送
っ
た
こ
と
を
「
呼
坂
に
て
し
る
人
の
陰
な
か
ら

見
送
り
け
る
時
」
と
、
実
名
を
出
さ
な
い
（
13
）。

そ
れ
だ
け
に
、
こ
の
「
鈴
木
大
人
」
と
い
う
記
載
は
際
立
つ
。

高
鞆
に
関
し
て
は
、
拙
稿
（
14
）に

纏
め
た
の
で
詳
細
は
そ
れ
に
譲
り
、
本
稿
に
関
わ
る
閲
歴
を
略
記
す
る
。

高
鞆
は
、
文
化
九
年
（
一
八
一
二
）
生
ま
れ
、
万
延
元
年
（
一
八
六
〇
）
四
月
四
日
没
、
享
年
四
十
九
歳
。
松
陰
が
安
政
六
年

（
一
八
五
九
）
十
月
二
十
七
日
に
刑
死
し
て
ほ
ぼ
半
年
後
に
高
鞆
も
逝
去
。
鈴
木
家
は
松
崎
神
社
（
松
崎
天
満
宮
、
現
在
の
防
府
天
満
宮
）

の
社
家
。
父
直
道
と
と
も
に
周
防
国
三
田
尻
の
歌
壇
を
牽
引
し
、『
類
題
玉
石
集
』〔
上
下
二
冊
、
嘉
永
四
年
（
一
八
四
一
）
十
月
刊
〕、

『
防
府
現
存
　
佐
波
の
あ
ら
玉
　
三
十
六
歌
仙
』〔
安
政
四
年
（
一
八
五
七
）
八
月
刊
〕
を
編
集
す
る
ほ
か
、『
鴨
川
集
』
な
ど
当
時
の

多
く
の
歌
集
に
詠
歌
が
載
り
、
全
国
規
模
で
活
躍
し
た
歌
人
で
あ
る
。

松
陰
と
高
鞆
の
交
友
が
い
つ
ご
ろ
か
ら
始
ま
っ
た
の
か
は
不
明
で
あ
る
。
安
政
五
年
二
月
二
十
六
日
付
「
清
狂
に
与
ふ
（
15
）」

に
次
の

よ
う
に
書
か
れ
る
（《
注
》
は
稿
者
）。
清
狂
と
は
海
防
僧
と
し
て
著
名
な
月
性
の
こ
と
で
あ
る
。

①
防
府
の
天
満
社
官
鈴
木
高た

か

鞆と
も

過よ
ぎ

ら
る
。
議
論
忼こ

う

慨が
い

、
一
に
こ
れ
を
国
風
に
寄
す
、
蓋け

だ

し
尋
常
の
社
官
に
非
ざ
る
な
り
。
②
上

人
の
世
の
緇し

流り
ゅ
う

に
非
ざ
る
を
聞
く
や
、
一
見
し
て
志
を
論
ぜ
ん
と
欲
す
。
夫
れ
今
世
、
社
官
と
云
ひ
緇
流
と
云
ふ
者
、
皆
乞こ

つ

丐が
い

非
人
な
り
、
吾
れ
の
歯
す
る
所
に
非
ざ
る
な
り
。
其
の
或
は
然
ら
ざ
る
者
に
至
り
て
は
、
或
は
神
或
は
仏
、
畛し

ん

域い
き

あ
る
な
し
。

因
つ
て
書
を
附
し
鈴
木
の
先
客
と
為
す
、
炳
亮
あ
ら
ば
幸
甚
な
り
。
念
六
日
、
藤
寅
再
拝
　
　《
注
》
緇
流
…
僧
侶
社
会
。
　

畛
域
…
境
界
、
わ
け
へ
だ
て
。

三
三
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こ
の
時
期
、
松
陰
は
日
米
修
好
通
商
条
約
の
締
結
問
題
な
ど
で
幕
政
批
判
を
強
め
、
老
中
間
部
詮
勝
要
撃
計
画
を
立
て
る
が
、
門

弟
た
ち
の
多
く
か
ら
は
自
重
を
促
さ
れ
、
藩
か
ら
も
危
険
視
さ
れ
て
同
年
末
の
十
二
月
に
、
藩
の
野
山
獄
に
再
投
獄
さ
れ
る
。
し
か

し
、
右
の
資
料
の
二
月
二
十
六
日
頃
は
杉
家
の
幽
室
で
子
弟
を
教
育
し
て
い
た
。
松
陰
は
高
鞆
と
対
面
し
て
談
論
風
発
、
日
本
を
取

り
巻
く
外
国
勢
力
や
国
内
政
治
の
あ
り
方
に
関
し
て
悲
憤
慷
慨
の
思
い
で
一
致
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
傍
線
部
①
で
高
鞆
を
高
く
評
価

す
る
。
松
陰
の
思
想
が
晩
年
に
な
っ
て
国
学
重
視
へ
と
転
換
し
た
こ
と
は
諸
家
が
指
摘
す
る
所
で
、「
国
風
に
寄
す
」
も
高
鞆
の
国

学
の
立
場
か
ら
の
議
論
を
松
陰
が
賞
揚
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
続
く
傍
線
部
②
で
は
、
上
人
（
月
性
）
が
尋
常
な
ら
ざ
る
僧
侶
だ
と

聞
い
た
高
鞆
が
月
性
に
是
非
対
面
し
た
い
と
言
っ
た
旨
を
記
す
。
さ
ら
に
松
陰
は
、
今
の
世
の
僧
侶
も
社
官
も
乞
食
非
人
ば
か
り
で
、

自
分
た
ち
と
対
等
に
議
論
な
ど
出
来
る
も
の
で
は
な
い
が
、
月
性
と
高
鞆
は
違
う
と
述
べ
る
。

月
性
の
理
論
と
行
動
力
を
松
陰
が
高
く
評
価
し
て
い
た
こ
と
は
著
名
だ
が
、
そ
の
月
性
と
同
等
に
高
鞆
を
評
価
し
て
い
る
点
は
見

逃
せ
な
い
。⑵

三
番
歌
の
詠
ま
れ
た
状
況

─
『
玉
石
集
料
詠
草
』
を
手
掛
か
り
に

右
に
高
鞆
と
松
陰
の
関
係
を
見
た
が
、
松
陰
全
集
に
は
高
鞆
に
言
及
す
る
資
料
が
少
な
く
、
こ
れ
以
上
は
判
然
と
し
な
い
。
鈴
木

家
は
明
治
十
三
年
に
火
難
に
遭
い
、「
父
高
鞆
翁
の
詠
草
数
冊
、
外
に
年
月
か
き
つ
め
か
う
が
へ
お
か
れ
し
文
書
ど
も
あ
ま
た
あ
り

け
る
を
、
ひ
と
歳
火
の
わ
ざ
は
ひ
に
あ
ひ
て
、
お
ほ
く
や
け
う
せ
ぬ
る
こ
そ
い
と
も
〳
〵
く
ち
を
し
け
れ
（
16
）」

と
な
っ
た
と
い
う
。

こ
う
し
た
中
、
三
番
歌
の
成
立
に
触
れ
た
著
書
と
し
て
御
薗
生
翁
甫
の
『
続
防
府
市
史
（
17
）』

が
あ
り
、
こ
れ
以
降
の
論
稿
は
御
薗
生

の
記
載
に
依
拠
す
る
こ
と
が
多
く
な
っ
た
。

三
三
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松
陰
江
戸
に
檻
致
さ
る
る
身
と
な
っ
て
安
政
六
年
五
月
二
十
五
日
萩
を
出
で
て
、
防
府
の
高
鞆
が
家
近
く
を
過
ぎ
り
、
折
柄

蛙
の
鳴
く
を
聴
い
て
高
鞆
を
偲
び

君
こ
そ
は
蛙
の
声
も
聞
き
わ
か
め
た
が
た
め
よ
た
だ
鳴
き
あ
か
す
ら
ん

松
陰
の
こ
の
旅
の
歌
集
涙
松
集
は
高
鞆
の
添
削
を
経
た
も
の
と
い
わ
れ
る
。

右
の
傍
線
部
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
流
布
本
詞
書
で
詠
歌
状
況
を
理
解
し
（
歌
も
流
布
本
本
文
）、
蛙
が
鳴
く
の
を
実
景
と
し
た
う

え
で
、
松
陰
が
高
鞆
を
「
偲
び
」
て
詠
ん
だ
と
す
る
（
松
陰
本
と
流
布
本
の
関
係
が
截
然
と
区
別
さ
れ
て
い
な
い
時
代
な
の
で
、
こ
れ
は
止

む
を
得
な
い
解
釈
で
あ
ろ
う
。
状
況
説
明
の
よ
り
詳
し
い
流
布
本
本
文
に
依
拠
し
た
の
で
あ
る
）。
高
鞆
は
存
命
中
な
の
で
、
こ
の
「
偲
ぶ
」

は
死
者
へ
の
哀
悼
で
は
な
く
、「
会
え
な
い
人
、
遠
く
離
れ
て
い
る
人
な
ど
を
懐
か
し
む
、
慕
わ
し
く
思
う
」
意
で
用
い
ら
れ
て
い

る
。
二
章
で
、
当
該
歌
へ
の
先
行
論
を
見
た
が
、
そ
の
詠
歌
状
況
の
理
解
の
延
長
に
御
薗
生
の
記
述
は
あ
る
と
言
え
よ
う
。

し
か
し
、
稿
者
は
こ
れ
ら
従
来
の
見
解
に
疑
念
を
呈
し
た
い
。

山
口
県
文
書
館
に
『
玉
石
集
料
詠
草
』
な
る
資
料
が
あ
る
（
18
）。

こ
れ
は
、
吉
田
樟
堂
が
近
藤
芳
樹
筆
本
を
転
写
（
昭
和
十
八
年
八
月

写
）
し
た
も
の
で
、
冒
頭
に
吉
田
に
よ
る
資
料
概
要
が
掲
出
さ
れ
る
。
稿
者
に
よ
る
補
足
説
明
も
加
え
て
、
資
料
の
概
略
を
説
明
す

る
。『

玉
石
集
料
詠
草
』
は
、
高
鞆
の
『
類
題
玉
石
集
』
編
集
に
際
し
て
、
料
歌
を
求
め
ら
れ
た
近
藤
芳
樹
・
静
間
三
積
・
冷
泉
古

風
・
瀬
能
言
直
（
正
路
）・
松
岡
経
平
ら
五
人
が
高
鞆
に
書
き
贈
っ
た
も
の
を
綴
じ
て
、
表
紙
に
芳
樹
の
筆
で
「
玉
石
集
料
詠
草
」

と
題
し
た
も
の
。
当
該
資
料
の
後
半
に
は
「
武
蔵
野
集
料
詠
草
」
と
題
し
て
高
鞆
歌
（
自
書
）
が
掲
出
さ
れ
る
。
こ
れ
は
、
仲
田
顕

忠
が
『
類
題
武
蔵
野
集
』
の
料
歌
を
募
っ
た
際
に
高
鞆
か
ら
芳
樹
に
提
出
さ
れ
た
も
の
と
思
し
く
、
芳
樹
の
批
点
が
添
え
ら
れ
る
。

三
九
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さ
ら
に
そ
の
後
に
仲
田
に
提
出
し
た
歌
と
は
別
と
思
し
き
七
首
が
掲
出
さ
れ
、
吉
田
に
よ
っ
て
「
右
七
首
も
高
鞆
歌
也
」
と
付
記
さ

れ
る
。
そ
の
七
首
（
便
宜
的
に
稿
者
が
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
を
付
す
）
の
中
の
松
陰
関
連
の
五
首
が
左
掲
の
資
料
で
あ
る
（
五
・
六
番
歌
は
松

陰
と
は
無
関
係
な
の
で
省
略
。
Ｅ
歌
は
七
番
歌
に
相
当
）。

松
陰
吉
田
矩
方
か
お
し
こ
め
ら
れ
居
け
る
頃
ひ
そ
か
に
よ
み
て
つ
か
は
す

Ａ
天
地
も
せ
は
し
と
お
も
ふ
こ
ゝ
ろ
に
は
い
か
に
い
ふ
せ
き
す
ま
ゐ
な
る
ら
ん

同
し
人
の
許
に
て

Ｂ
道
か
へ
て
ゆ
く
と
お
も
ひ
し
人
見
れ
は
お
な
し
心
の
魁
に
こ
そ

Ｃ
涙
こ
そ
さ
し
く
み
に
け
れ
璞

〔
あ
ら
た
ま
〕を

い
た
き
て
ね
な
く
君
を
お
も
へ
は

Ｄ
道
か
へ
て
か
た
み
に
ゆ
か
ん
国
の
た
め
心
の
駒
の
足
を
る
ゝ
ま
て

吉
田
矩
方
か
と
ら
は
れ
て
東
に
行
と
き
わ
か
家
の
ほ
と
り
に
て
　
①
君
こ
そ
は
蛙
の
声
も
き
ゝ
わ
か
め

た
か
た
め
よ
た
ゝ
鳴
あ
か
す
ら
ん
　
と
②
よ
み
て
ひ
そ
か
に
お
こ
せ
た
り
け
れ
は

Ｅ
ひ
そ
み
ゐ
て
な
く
と
は
す
れ
と
天
に
さ
へ
蛙
の
声
の
き
こ
え
け
る
か
な

Ａ
歌
は
松
陰
が
野
山
獄
な
い
し
は
杉
家
の
幽
室
に
在
っ
た
折
に
高
鞆
が
送
っ
た
歌
で
あ
ろ
う
。
Ｂ
～
Ｄ
歌
は
詞
書
に
「
同
し
人
の

許
に
て
」
と
あ
る
の
で
、
助
詞
「
に
て
」
を
字
義
通
り
に
解
す
れ
ば
面
会
の
上
で
、
或
い
は
松
陰
の
居
る
所
で
の
詠
作
と
な
る
。
Ｃ

歌
の
三
句
以
下
は
、
将
来
宝
玉
と
な
る
で
あ
ろ
う
原
石
（
璞
）
の
ま
ま
を
抱
い
て
、
声
を
上
げ
る
松
陰
を
思
い
や
る
。
四
句
に
「
ね

な
く
（
音
鳴
く
）」
と
い
う
動
詞
が
使
わ
れ
る
点
は
興
味
深
い
。「
音
鳴
く
」
は
鳥
・
虫
な
ど
が
鳴
く
意
で
あ
り
、
三
番
歌
頭
欄
書
き

三
一
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入
れ
の
高
鞆
歌
と
何
ら
か
の
関
係
が
窺
わ
れ
る
が
、
こ
れ
以
上
は
不
明
で
あ
る
。

注
目
す
べ
き
は
Ｅ
歌
。
詞
書
で
松
陰
護
送
に
触
れ
、
傍
線
部
①
に
『
涙
松
集
』
三
番
歌
（
流
布
本
）
が
引
用
さ
れ
て
、
②
で
「
詠

み
て
密
か
に
お
こ
せ
た
り
け
れ
ば
」
と
記
す
。
そ
し
て
高
鞆
の
詠
ん
だ
Ｅ
歌
は
初
句
に
「
ひ
そ
み
ゐ
て
／
ひ
そ
み
て
も
」
の
異
同
が

あ
る
も
の
の
、
松
陰
本
『
涙
松
集
』
に
高
鞆
に
よ
っ
て
自
書
さ
れ
た
歌
（
本
稿
二
章
⑵
掲
載
の
「
松
陰
本
頭
欄
の
書
き
入
れ
歌
」）
と
見
做

し
て
問
題
は
あ
る
ま
い
。

つ
ま
り
、『
涙
松
集
』
三
番
歌
は
「
鈴
木
大
人
に
お
く
る
」（
松
陰
本
）
と
「
鈴
木
高
鞆
か
家
の
ほ
と
り
す
く
る
を
り
蛙
の
こ
ゑ
を

聞
て
」（
流
布
本
）
と
で
詞
書
が
異
な
り
、
詠
作
状
況
も
違
っ
て
く
る
が
、
松
陰
本
が
記
す
通
り
、
三
番
歌
は
鈴
木
高
鞆
の
邸
宅
近
辺

を
通
過
し
た
際
に
松
陰
に
よ
っ
て
詠
ま
れ
、
そ
れ
が
密
か
に
高
鞆
の
も
と
に
も
た
ら
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
受
け
て
高
鞆

が
詠
ん
だ
歌
が
、
松
陰
本
頭
欄
の
書
き
入
れ
歌
で
あ
っ
た
。
詞
書
か
ら
は
断
言
で
き
な
い
が
、
恐
ら
く
は
高
鞆
の
も
と
に
密
か
に
遣

わ
さ
れ
た
使
者
に
託
さ
れ
て
、
高
鞆
の
返
歌
も
松
陰
に
口
頭
で
伝
え
ら
れ
た
の
で
は
な
い
か
。『
玉
石
集
料
詠
草
』
付
載
の
資
料
に

よ
っ
て
、『
涙
松
集
』
三
番
歌
と
高
鞆
の
書
き
入
れ
歌
が
「
贈
答
歌
」
の
関
係
に
あ
る
と
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
両
歌

に
共
通
す
る
「
蛙
の
声
（
蛙
鳴
く
音
／
蛙
の
声
）」
は
解
釈
上
の
重
要
語
と
な
っ
て
く
る
。
次
章
以
下
で
、
更
に
考
察
を
深
め
た
い
。

な
お
、
本
稿
の
論
旨
か
ら
は
逸
れ
る
が
、『
玉
石
集
料
詠
草
』
Ｅ
歌
詞
書
で
流
布
本
『
涙
松
集
』
が
引
用
さ
れ
て
い
る
点
は
注
目

さ
れ
る
。
鈴
木
高
鞆
の
没
し
た
万
延
元
年
（
一
八
六
〇
）
四
月
四
日
ま
で
に
は
、
流
布
本
『
涙
松
集
』
本
文
が
完
成
し
て
い
た
こ
と

を
窺
わ
せ
る
か
ら
で
あ
る
。
た
だ
し
、
護
送
中
の
松
陰
か
ら
高
鞆
に
も
た
ら
さ
れ
た
歌
は
松
陰
本
本
文
の
は
ず
で
あ
る
。
松
陰
本
本

文
を
引
用
す
る
形
で
自
詠
の
詞
書
を
記
さ
な
か
っ
た
の
は
な
ぜ
か
。
や
や
不
審
が
残
る
（
19
）。

三
二
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四
　『
涙
松
集
』
三
番
歌
の
「
蛙
鳴
く
音
」
を
め
ぐ
っ
て

前
章
で
、『
涙
松
集
』
三
番
歌
と
高
鞆
の
書
き
入
れ
歌
と
が
贈
答
歌
に
準
じ
て
扱
え
る
こ
と
を
考
察
し
た
。
両
者
の
間
に
は
、
蛙

の
声
を
め
ぐ
る
共
通
認
識
が
在
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

二
章
で
見
た
先
行
研
究
は
『
晋
書
』
の
孝
恵
帝
の
華
林
園
故
事
に
言
及
し
て
い
た
。
稿
者
も
そ
の
方
向
性
に
は
左
袒
し
た
い
が
、

当
時
の
松
陰
の
動
向
に
少
し
注
意
を
払
い
た
い
。

御
薗
生
翁
甫
が
『
続
防
府
市
史
』
の
中
で
、
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
（
20
）。

（
高
鞆
は
）
吉
田
松
陰
と
は
心
交
が
あ
り
、
松
陰
の
対
外
意
見
書
が
梁
川
星
巌
の
手
を
経
て
、
乙
夜
の
覧
に
入
っ
た
時
、
左
の

和
歌
を
松
陰
に
贈
っ
た
。

忍
び
て
は
鳴
く
と
は
す
れ
ど
雲
の
上
に
蛙
の
声
の
聞
え
け
る
か
な

松
陰
本
頭
欄
三
番
歌
書
き
入
れ
（
高
鞆
歌
）
と
類
似
す
る
が
、
初
句
（
忍
び
て
は
／
ひ
そ
み
て
も
）、
三
句
（
雲
の
上
に
／
天
に
さ
へ
）

が
異
な
る
。
松
陰
東
送
の
一
年
前
（
安
政
五
年
）
に
松
陰
の
対
外
意
見
書
が
天
覧
に
供
さ
れ
た
時
の
詠
歌
と
し
て
は
「
忍
び
て
は
…

雲
の
上
に
」
が
、
掛
詞
「
雲
の
上
」
の
使
用
な
ど
詠
作
状
況
に
即
し
た
表
現
で
ふ
さ
わ
し
い
。
一
方
、
護
送
の
際
（
安
政
六
年
）
の

松
陰
を
詠
む
と
す
れ
ば
、「
ひ
そ
み
て
も
…
天
に
さ
へ
」
が
よ
か
ろ
う
。
檻
の
中
の
松
陰
は
ま
さ
に
「
潜
ん
だ
」
状
態
で
あ
る
。

右
掲
出
の
御
薗
生
の
記
述
の
原
拠
は
、
香
川
政
一
の
昭
和
十
二
年
新
春
の
講
演
「
防
長
文
学
の
色
彩
」
と
そ
の
講
演
記
録
（
21
）と

思
わ

れ
る
が
、
香
川
が
「
忍
び
て
は
」
の
歌
を
引
用
し
た
、
更
に
も
と
の
史
料
が
不
明
で
あ
る
。
た
だ
し
、
松
陰
が
意
見
書
を
天
覧
に
入

三
二
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れ
る
こ
と
を
望
ん
で
い
た
こ
と
、
実
際
そ
れ
が
叶
っ
た
こ
と
は
、
周
辺
の
資
料
か
ら
窺
え
る
。

安
政
五
年
一
月
以
降
、
堀
田
正
睦
ら
が
奔
走
し
て
日
米
修
好
通
商
条
約
の
調
印
勅
許
を
得
よ
う
と
す
る
が
、
三
月
に
「
勅
許
不

可
」
の
勅
答
が
出
さ
れ
る
。
幕
府
は
諸
大
名
に
条
約
調
印
問
題
を
諮
問
す
る
。
長
州
藩
も
そ
れ
に
応
じ
て
勅
答
を
奉
じ
る
方
針
を
打

ち
出
す
。
こ
れ
ら
を
背
景
に
松
陰
は
梁
川
星
巌
を
通
じ
て
自
分
の
意
見
書
『
対
策
』『
愚
論
』『
続
愚
論
』
が
孝
明
天
皇
の
天
覧
に
供

さ
れ
る
よ
う
に
取
り
計
ら
い
を
願
い
出
た
。
松
陰
は
既
に
嘉
永
六
年
十
月
一
日
に
京
都
の
梁
川
星
巌
を
訪
ね
て
面
識
を
得
て
お
り
（
22
）、

同
年
十
二
月
に
も
対
面
し
て
い
る
。
梁
川
は
当
時
既
に
詩
壇
の
雄
で
あ
っ
た
が
、
尊
皇
攘
夷
運
動
に
も
身
を
投
じ
て
い
た
。
こ
れ
ら

を
踏
ま
え
て
の
松
陰
の
行
動
で
あ
る
。

具
体
的
に
は
、
安
政
五
年
五
月
十
五
日
付
で
書
簡
を
梁
川
に
送
り
、「
小
生
の
画か

く

計け
い

は
別
紙
対
策
並
び
に
愚
論
の
通
り
に
御
座
候
。

御
懇
考
の
上
然
る
べ
く
思お

ぼ
し

召め

し
下
さ
れ
度
く
候
。
何
卒
密ひ

そ

か
に
青
雲
遼
廊
の
上
に
達
し
候
様
御
処
置
下
さ
る
間ま

布じ

く
や
。
幽
囚
の

身
是
れ
等
の
事
も
実ま

こ
と

以
て
恐
れ
多
く
存
じ
奉
り
候
へ
ど
も
、
杞き

憂ゆ
う

の
已や

む
を
得
ざ
る
此か

く
の
如
く
に
御
座
候
間
、
何
卒
御
一
計

萬
々
祈
り
奉
り
候
（
23
）」

と
記
す
。
傍
線
部
で
天
覧
に
供
す
る
こ
と
を
願
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
翌
月
、
上
京
す
る
門
弟
の
中
谷
正
亮
に
書

簡
と
続
愚
論
を
託
し
て
梁
川
の
も
と
に
届
け
さ
せ
た
（
24
）。

そ
し
て
、
こ
れ
ら
松
陰
の
著
述
が
孝
明
天
皇
の
叡
覧
を
賜
わ
っ
た
と
の
知
ら

せ
が
松
陰
に
も
た
ら
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。「
向さ

き

に
愚
論
数
道
を
以
て
之
れ
を
梁
川
緯
に
致
す
。
緯
窃ひ
そ

か
に
上
　
青
雲
の
上
を
瀆け
が

す
、

蓋
し
　
乙い

つ

夜や

の
覧
を
経
た
り
と
云
ふ
。
一
介
の
草
莽
区
々
の
姓
名
、
聖
天
子
の
垂
知
を
蒙
む
る
、
何
の
栄
か
之
れ
に
加
へ
ん
（
25
）」。

傍

線
部
の
「
乙
夜
の
覧
」
は
政
務
を
終
え
た
天
皇
が
夜
十
時
ご
ろ
に
読
書
し
た
こ
と
に
由
来
す
る
語
で
、「
と
云
ふ
」
と
い
う
伝
聞
の

形
な
が
ら
自
著
が
上
覧
に
供
さ
れ
た
栄
誉
を
綴
る
。

こ
の
よ
う
に
見
て
来
る
と
、
先
に
御
薗
生
が
記
し
た
「
忍
び
て
は
」
歌
は
、
出
典
が
不
明
な
が
ら
も
高
鞆
か
ら
松
陰
に
送
ら
れ
た

祝
意
の
歌
と
し
て
十
分
に
理
解
で
き
よ
う
（
26
）。

と
と
も
に
、
こ
の
安
政
五
年
の
際
の
歌
を
想
起
さ
せ
る
形
で
、
初
句
と
三
句
を
変
え
た

三
二
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歌
（
松
陰
本
頭
欄
書
き
入
れ
歌
）
を
、
安
政
六
年
五
月
二
十
六
日
護
送
中
の
松
陰
か
ら
寄
越
さ
れ
た
三
番
歌
へ
の
答
歌
と
し
て
詠
じ
た

の
で
あ
る
。

五
　『
晋
書
』
帝
紀
第
四
巻
「
孝
恵
帝
」
の
華
林
園
故
事

前
章
で
、『
涙
松
集
』
三
番
歌
を
詠
出
す
る
よ
り
も
一
年
ほ
ど
前
に
、
松
陰
・
高
鞆
間
で
蛙
の
声
に
関
す
る
共
通
認
識
が
存
し
た

こ
と
が
わ
か
っ
た
。
そ
れ
を
も
と
に
、
三
番
歌
を
解
釈
す
る
必
要
が
あ
る
。
と
な
る
と
、
先
学
が
指
摘
し
た
『
晋
書
』
華
林
園
故
事

は
重
要
で
あ
る
。「
蛙
の
声
」
を
め
ぐ
る
孝
恵
帝
の
逸
話
だ
か
ら
で
あ
る
。
本
章
で
は
、
当
該
故
事
を
原
典
に
則
し
て
詳
細
に
検
討

し
た
い
。
な
お
、
近
代
以
降
日
本
語
で
の
『
晋
書
』
の
全
文
注
釈
書
は
出
版
さ
れ
て
い
な
い
。
抄
訳
本
に
も
当
該
箇
所
の
掲
出
は
な

い
よ
う
な
の
で
、
松
会
堂
の
元
禄
年
間
刊
本
の
影
印
本
文
（
志
村
楨
幹
・
荻
生
徂
徠
句
読
）
で
解
釈
す
る
（
27
）。《

原
文
》
の
返
り
点
・
送

り
仮
名
は
版
本
の
マ
マ
、《
注
》《
通
釈
》
は
稿
者
に
よ
る
私
解
。

・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・

《
原
文
》

帝
又
嘗
在
テ二

華
林
園
ニ一

、
聞
テ二

蝦
蟆
ノ

声
ヲ一

、
謂
テ二

左
右
ニ一

曰
、
①
此
ノ

鳴
者
、
為
ニ
ス
ル
カ

レ

官
ノ

乎
私
カ

乎
、
或
人

対
テ

曰
、
②
在
テ
ハ

二

官
ノ

地
ニ一

為
ニ
シ

レ

官
ノ

、
在
テ
ハ

二

私
地
ニ一

為
ニ
ス

レ

私
ノ

、
及
二

天
下
荒
乱
シ

、
百
姓
餓
死
ス
ル
ニ

一

、
帝
曰
、
何
ゾ

不
ル
ト

レ

食
ハ二

肉
糜
ヲ一

、
③
其
ノ

蒙
蔽
皆
此
ノ

類
ナ
リ

也
、 

後
因
テレ

食
ニレ

䴵
ヲ

中
テレ

毒
ニ

而
崩
ズ

、
或
云
司
馬
越
カ

之
鴆
ナ
リ
ト

、

《
注
》

帝
…
孝
恵
帝
（
司
馬
衷
、
恵
帝
、
諡
号
孝
恵
帝
。
二
五
九
～
三
〇
六
年
）。
西
晋
（
二
六
五
～
三
一
六
）
の
第
二
代
皇
帝
。

華
林
園
…
宮
廷
に
附
属
す
る
庭
園
。
社
交
・
酒
宴
の
会
が
催
さ
れ
た
。

三
二
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蝦が

蟆ま

…
ガ
マ
ガ
エ
ル
。

肉に
く
び糜

…
肉
入
り
の
粥
。

蒙
蔽
…
明
智
が
覆
わ
れ
て
暗
い
こ
と
。
暗
愚
。

䴵へ
い

…
小
麦
粉
で
作
ら
れ
た
饂
飩
・
蕎
麦
・
団
子
な
ど
。

司
馬
越
…
西
晋
の
皇
族
。
八
王
の
乱
の
八
王
の
一
人
。

鴆ち
ん

…
羽
に
猛
毒
を
持
つ
鳥
。
ま
た
そ
れ
に
由
来
す
る
猛
毒
。
転
じ
て
猛
毒
。

《
通
釈
》

孝
恵
帝
が
か
つ
て
華
林
園
に
（
臣
下
た
ち
と
）
居
て
、
ガ
マ
ガ
エ
ル
が
鳴
く
声
を
聞
い
て
側
近
の
者
た
ち
に
尋
ね
る
に
は
、「
こ
の
鳴

い
て
い
る
者
は
、
公

お
お
や
け

の
た
め
に
鳴
い
て
い
る
の
か
個
人
の
た
め
な
の
か
」
と
。（
側
近
の
中
の
）
或
る
者
が
答
え
て
言
う
こ
と
に
は
、

「
官
地
に
あ
っ
て
は
官
の
た
め
に
し
、
私
地
に
あ
っ
て
は
個
人
の
た
め
に
鳴
い
て
い
る
の
で
す
」
と
。
天
下
が
ひ
ど
く
乱
れ
人
々
が

餓
死
す
る
よ
う
に
な
っ
て
、
孝
恵
帝
が
い
う
こ
と
に
は
、「（
餓
え
た
者
た
ち
は
）
ど
う
し
て
肉
入
り
の
粥
を
食
べ
な
い
の
か
」
と
。

そ
の
愚
鈍
さ
は
す
べ
て
こ
れ
ら
の
た
ぐ
い
か
ら
わ
か
る
。（
孝
恵
帝
は
）
後
に
、
小
麦
粉
で
作
っ
た
食
事
を
食
べ
て
毒
に
あ
た
っ
て
亡

く
な
っ
た
。
一
説
に
は
、（
同
族
の
）
司
馬
越
が
猛
毒
の
鴆
を
使
用
し
た
と
い
う
こ
と
だ
。

・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・

公
私
の
別
な
ど
あ
ろ
う
は
ず
の
な
い
ガ
マ
ガ
エ
ル
の
鳴
き
声
を
「
公
の
た
め
に
鳴
く
の
か
、
個
人
の
た
め
に
鳴
く
の
か
」（
傍
線

部
①
）
と
尋
ね
る
こ
と
自
体
が
、
孝
恵
帝
の
知
恵
の
足
り
な
さ
を
示
し
て
い
る
が
、
側
近
の
返
答
も
興
味
深
い
。「
官
地
で
は
官
の

た
め
、
私
地
で
は
個
人
の
た
め
に
鳴
い
て
い
る
」（
傍
線
部
②
）
と
答
え
る
。
傍
線
部
③
で
、
帝
の
愚
鈍
さ
は
こ
れ
ら
（
蛙
の
問
い
と

餓
死
の
問
い
）
で
わ
か
る
と
言
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
蛙
の
問
い
へ
の
側
近
の
返
答
も
帝
の
無
知
蒙
昧
を
揶
揄
し
た
返
事
と
解
す
べ

三
二
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き
だ
ろ
う
（
28
）。

し
か
つ
め
ら
し
く
勿
体
ぶ
っ
て
「
官
地
で
は
官
の
た
め
、
私
地
で
は
個
人
の
た
め
で
す
」
と
答
え
つ
つ
も
、
う
つ
む
い

て
舌
を
ペ
ロ
リ
と
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
為
政
者
と
し
て
は
あ
ま
り
に
も
魯
鈍
す
ぎ
る
孝
恵
帝
か
ら
側
近
の
心
は
完
全
に
離
反
し

て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
華
林
園
故
事
を
理
解
す
る
と
、
本
稿
二
章
で
概
観
し
た
先
行
研
究
の
多
く
が
、「（
蛙
が
鳴
く
の
は
）
官
地
で
は
官
の

た
め
、
私
地
で
は
個
人
の
た
め
」
と
答
え
た
側
近
の
言
と
は
違
う
点
を
強
調
し
て
、
松
陰
が
故
事
を
引
用
し
て
三
番
歌
を
詠
じ
た
と

す
る
の
も
無
理
か
ら
ぬ
解
釈
と
言
え
よ
う
。「
私
（
松
陰
）
は
華
林
園
故
事
と
は
異
な
り
、
ひ
た
す
ら
公
の
た
め
に
鳴
い
て
い
る
。

そ
れ
を
真
に
理
解
し
て
下
さ
る
の
は
高
鞆
大
人
だ
け
だ
」
と
い
う
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
の
解
釈
は
直
截
す
ぎ
て
や
や
不
自
然
さ
が
残
る
。
そ
も
そ
も
華
林
園
故
事
と
は
、
蛙
の
鳴
き
声
が
誰
の
た
め
に
鳴
く

の
か
と
い
う
質
問
自
体
が
愚
鈍
さ
を
示
す
故
事
で
あ
っ
た
。
松
陰
が
「
自
分
は
そ
れ
と
は
違
う
」
と
主
張
し
た
の
な
ら
ば
、
自
身
の

英
邁
さ
を
強
調
し
た
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
か
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
は
牽
強
付
会
な
揚
げ
足
取
り
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
前
章
で
見
た

一
年
前
の
高
鞆
詠
（
松
陰
の
著
作
が
天
覧
に
供
さ
れ
た
こ
と
へ
の
祝
意
の
歌
）
と
の
関
連
性
が
説
明
で
き
て
い
な
い
。
も
う
少
し
周
辺
資

料
を
精
査
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

稿
者
は
、
三
番
歌
が
華
林
園
故
事
を
踏
ま
え
る
こ
と
に
は
賛
成
す
る
が
、
そ
こ
か
ら
直
ち
に
三
番
歌
に
至
る
こ
と
に
は
躊
躇
す
る
。

間
に
も
う
一
つ
の
作
品
、
三
番
歌
を
詠
ん
だ
当
時
の
護
送
中
の
松
陰
と
深
く
か
か
わ
る
『
杷
山
遺
稿
』
を
介
し
て
解
釈
す
べ
き
と
考

え
る
。

六
　
口
羽
杷
山
『
杷
山
遺
稿
』
の
「
蛙
皷
」
詩
と
『
涙
松
集
』
三
番
歌

口
羽
杷
山
（
徳
祐
）
は
松
陰
を
考
え
る
上
で
重
要
な
人
物
で
あ
る
。
松
陰
の
処
刑
前
日
、
安
政
六
年
十
月
二
十
六
日
黄
昏
時
に
完

三
二
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成
し
た
『
留
魂
録
』
は
松
陰
の
遺
書
と
も
呼
び
う
る
著
作
で
あ
る
が
、
そ
の
中
で
「
清
狂
の
護
国
論
及
び
吟
稿
、
口
羽
の
詩
稿
、
天

下
同
志
の
士
に
寄
示
し
た
し
。
故
に
余
是
れ
を
水
人
鮎
澤
伊
太
夫
に
贈
る
こ
と
を
許
す
。
同
志
其
れ
吾
れ
に
代
り
て
此
の
言
を
践
ま

ば
幸
甚
な
り
」
と
明
記
す
る
（
29
）。

月
性
（
清
狂
）・
口
羽
の
詩
文
を
藩
外
に
も
広
く
流
布
さ
せ
る
の
に
水
戸
藩
の
鮎
澤
の
行
動
力
（
30
）に

期

待
し
た
の
だ
ろ
う
が
、
同
志
の
士
に
口
羽
の
詩
稿
を
知
ら
し
め
る
必
要
性
を
痛
感
し
て
い
た
の
だ
（
傍
線
部
）。
な
ぜ
こ
れ
ほ
ど
ま
で

に
最
晩
年
の
松
陰
か
ら
口
羽
は
称
揚
さ
れ
る
の
か
。

口
羽
杷
山
は
、
天
保
五
年
（
一
八
三
四
）
生
ま
れ
。
安
政
二
年
（
一
八
五
五
）
に
藩
主
毛
利
敬
親
が
家
臣
か
ら
俊
才
五
人
を
選
抜
し

て
遊
学
さ
せ
た
と
き
の
一
人
。
江
戸
で
は
羽
倉
簡
堂
に
就
き
、
の
ち
昌
平
黌
に
入
る
。
安
積
艮
斎
・
藤
森
弘
庵
ら
に
も
学
ん
だ
。
安

政
四
年
十
月
か
ら
松
陰
と
文
通
を
開
始
。
同
五
年
八
月
に
家
督
を
継
ぎ
藩
の
寺
社
奉
行
に
な
っ
た
が
、
同
六
年
八
月
十
一
日
に
病
没
。

口
羽
が
没
し
た
時
に
松
陰
は
江
戸
伝
馬
町
の
牢
内
に
い
た
。
口
羽
に
後
れ
る
こ
と
二
か
月
半
で
松
陰
は
逝
っ
て
い
る
（
31
）。

口
羽
は
松
陰
よ
り
も
四
歳
年
下
だ
が
、
松
陰
は
口
羽
の
才
を
高
く
評
価
し
て
い
た
。
口
羽
の
師
の
羽
倉
簡
堂
は
「
追
補
書
杷
山
遺

稿
」
の
中
で
、「
与
吉
田
松
陰
意
気
契
合
、
松
陰
有
所
著
述
、
必
送
致
而
叩
論
（
32
）」

と
追
記
す
る
。
両
者
は
意
気
が
ぴ
っ
た
り
と
合
っ

て
い
て
、
松
陰
が
著
述
す
る
と
そ
れ
を
必
ず
口
羽
に
送
っ
て
批
正
し
て
も
ら
っ
た
と
い
う
の
だ
。

安
政
六
年
四
月
十
九
日
に
松
陰
東
送
の
幕
命
が
下
る
が
、
ち
ょ
う
ど
そ
の
頃
（
幕
命
は
五
月
十
四
日
頃
に
萩
に
も
た
ら
さ
れ
た
）、
奇

し
く
も
口
羽
か
ら
「
自
分
の
詩
稿
を
評
し
て
欲
し
い
」
と
の
依
頼
が
あ
っ
た
（
33
）。

松
陰
は
多
忙
な
中
、
口
羽
の
依
頼
を
聞
き
入
れ
詩
稿

に
目
を
通
し
た
。
松
陰
の
強
く
願
っ
た
「
口
羽
の
詩
稿
、
天
下
同
志
の
士
に
寄
示
し
た
し
」（
前
掲
『
留
魂
録
』
傍
線
部
）
と
す
る
『
杷

山
遺
稿
』
は
、
結
局
、
明
治
に
入
っ
て
口
羽
の
家
来
坂
上
寓
所
（
忠
介
）
に
よ
っ
て
編
纂
・
上
梓
さ
れ
る
（
34
）が

、
そ
の
末
尾
に
松
陰

（
二
十
一
回
猛
士
）
評
が
置
か
れ
て
い
る
。「
此
稿
①
篇
々
真
情
血
涙
。
反
復
甚
感
。
②
然
吾
於
世
荷
大
不
韙
名
之
人
。
不
可
以
煩
用

世
之
君
子
。
故
手
抄
一
本
。
随
意
加
評
。
以
蔵
笥
底
。
如
原
本
。
婉
謝
反
之
。
　
己
未
五
月
三
日
　
二
十
一
回
猛
士
」（
全
文
掲
出
）。

九
三
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傍
線
部
①
で
は
、
詩
稿
の
編
々
に
は
真
情
が
あ
ふ
れ
て
い
て
悲
痛
を
極
め
、
繰
り
返
し
読
ん
で
感
じ
入
っ
た
旨
を
記
す
。
し
か
し
、

傍
線
部
②
以
降
で
は
、
世
の
厄
介
者
で
あ
る
松
陰
自
身
の
立
場
を
記
し
て
、
評
語
は
加
え
る
が
笥
底
に
蔵
す
旨
を
断
る
。

日
付
の
「
己
未
五
月
三
日
」
は
松
陰
萩
出
発
の
二
十
二
日
前
で
あ
る
。
松
陰
は
護
送
の
旅
中
、
口
羽
の
詩
稿
に
大
い
に
思
う
と
こ

ろ
が
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
が
、
江
戸
到
着
後
の
伝
馬
町
牢
獄
内
で
口
羽
逝
去
の
報
に
接
し
、
前
述
の
よ
う
に
門
弟
た
ち
に
遺
稿

刊
行
を
託
す
こ
と
に
繋
が
っ
た
と
考
え
て
相
違
あ
る
ま
い
。

『
杷
山
遺
稿
』
は
、
少
年
稿
「
戊
申
早
春
」（
嘉
永
元
年
、
口
羽
十
五
歳
の
作
）
以
下
、
ほ
ぼ
年
代
順
に
配
列
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
中

に
「
蛙
皷
　
今
歳
各
国
蛙
鳴
異
音
」
と
題
す
る
七
言
詩
が
あ
る
。
こ
の
詩
に
続
い
て
、
安
政
五
年
五
月
十
一
日
に
没
し
た
月
性
を
悼

む
「
哭
月
性
」
詩
、
次
に
日
米
修
好
通
商
条
約
の
違
勅
問
題
に
関
す
る
「
遵
勅
行
」
が
掲
載
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、「
蛙
皷
」
は
こ
の

頃
の
世
相
を
踏
ま
え
て
の
作
と
思
わ
れ
る
。
以
下
に
全
文
と
注
・
通
釈
を
挙
げ
る
。《
原
文
》
は
版
本
『
杷
山
遺
稿
』、《
注
》《
通

釈
》
は
稿
者
に
よ
る
私
解
で
あ
る
。

・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・

《
原
文
》

蛙
皷
　
①
今
歳
各
国
蛙
鳴
異
音

②
官
地
為
官
私
池

〔
マ
マ
〕私

。
音
節
各
異
亦
其
宜
。
見
石
為
虎
心
固
虎
。
風
声
鶴
唳
皆
晋
師
。
③
万
事
在
我
不
在
彼
。
④
此
般
事
理
非
難

窺
。
天
下
蛙
声
唯
閣
々
。
何
人
聴
得
能
分
之
。
曰
擲
曰
愕
或
其
爾
。
曰
我
曰
欲
吾
不
知
。
曰
撃
曰
撃
声
尤
激
。
此
声
何
故
壮
且
悲
。

稲
芽
初
抽
鍼
破
水
。
平
田
漠
々
風
畳
漪
。
夢
回
窓
外
蛙
声
起
。
欹
枕
撃
々
是
可
疑
。
予
性
平
生
軟
柔
質
。
今
聞
蛙
声
何
若
斯〔
マ
マ
〕是

理
至

竟
解
不
得
。
或
是
蛙
声
真
有
奇
。
嗟
乎
撃
々
君
勿
咎
。
此
音
激
越
壮
人
思
。

九
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《
注
》

蛙あ

皷こ

…
「
皷
」
は
「
鼓
」。
蛙
鼓
で
蛙
の
鳴
き
声
の
意
。

蛙
鳴
異
音
…
蛙
の
鳴
き
声
が
各
地
で
ま
ち
ま
ち
に
聞
こ
え
る
。
注
26
も
参
照
。

音
節
…
音
や
音
楽
の
調
子
。

見
石
為
虎
…
『
漢
書
』
李
広
伝
ほ
か
で
知
ら
れ
る
「
石
に
立
つ
矢
」「
虎
と
見
て
射
る
矢
の
石
に
立
つ
」
の
故
事
。

風
声
鶴か

く

唳れ
い

…
『
晋
書
』
謝
玄
伝
の
「
棄
レ

甲
宵
遁
、
聞
二

風
声
鶴
唳
一

、
皆
以
為
二

王
師
已
至
一

」（
甲
を
棄
て
て
宵
に
遁
る
る
に
、
風
の
声

鶴
の
唳な

く
を
聞
き
て
、
皆
以
っ
て
王
師
〔
敵
の
勝
っ
た
軍
〕
已
に
至
る
と
為
す
）
に
依
る
故
事
。
華
北
を
掌
握
し
た
前
秦
の
苻ふ

堅け
ん

ら
の
軍

が
勢
い
に
乗
じ
て
東
晋
に
攻
め
入
ろ
う
と
し
た
が
、
東
晋
軍
を
率
い
る
謝
玄
ら
に
阻
ま
れ
て
大
敗
し
た
戦
い
（
淝ひ

水す
い

の
戦
い
）
に

由
来
す
る
。
前
秦
軍
は
総
崩
れ
と
な
り
、
風
の
音
や
鶴
の
鳴
き
声
に
怯
え
つ
つ
敗
走
し
た
こ
と
か
ら
、
些
細
な
こ
と
に
も
怖
気
づ

く
こ
と
の
た
と
え
。

晋
師
…
前
項
の
淝
水
の
戦
い
故
事
に
お
け
る
、
謝
玄
ら
が
率
い
る
東
晋
の
軍
。

此
般
…
今
般
の
こ
と
。
安
政
五
年
（
一
八
五
八
）
に
江
戸
幕
府
と
米
国
と
の
間
で
結
ば
れ
た
日
米
修
好
通
商
条
約
の
違
勅
批
准
を
め

ぐ
る
諸
々
の
動
き
。

閣
々
…
蛙
の
鳴
き
声
の
形
容
。

曰
擲
曰
愕
或
其
爾
。
曰
我
曰
欲
吾
不
知
…
や
や
不
分
明
。「
閣カ

ク

々カ
ク

」
と
鳴
く
蛙
の
声
が
、「
擲テ

キ

・
愕ガ

ク

・
我ガ

・
欲ヨ

ク

」
な
ど
と
聞
く
側
の
心

次
第
で
様
々
に
聞
こ
え
る
こ
と
を
言
う
と
と
も
に
、「
捨
て
て
お
け
、
驚
く
べ
き
こ
と
、
私
、
欲
」
な
ど
と
、
勝
手
気
ま
ま
な
意

見
が
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
、
音
訓
両
様
を
用
い
て
表
現
し
た
も
の
か
。

稲
芽
初
抽
鍼
破
水
…
稲
の
発
芽
の
様
子
。
針
の
よ
う
な
芽
を
出
し
田
の
水
面
を
突
き
抜
く
こ
と
。

九
九
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漠
々
…
広
々
と
し
て
は
て
し
な
い
さ
ま
。
遙
か
に
続
く
さ
ま
。

畳
漪
…
重
な
っ
て
波
の
よ
う
に
寄
せ
る
さ
ま
。

夢
回
…
夢
か
ら
覚
め
て
。

欹
枕
…
枕
を
傾
け
、
耳
を
澄
ま
せ
て
聞
く
と
。

予
性
平
生
軟
柔
質
…
私
は
普
段
か
ら
軟
弱
と
言
わ
れ
る
性
格
だ
、
の
意
。
柔
弱
な
自
分
に
さ
え
も
蛙
の
声
が
「
撃
々
」
と
聞
こ
え
る

こ
と
を
言
う
。

至
竟
…
結
局
、
畢
竟
。

《
通
釈
》

蛙
の
声
　
①
今
年
、
全
国
各
地
で
蛙
の
声
が
ま
ち
ま
ち
に
聞
こ
え
る

②
（
晋
の
孝
恵
帝
に
は
揶
揄
の
意
味
と
さ
え
も
理
解
で
き
な
か
っ
た
、
蛙
が
鳴
く
の
も
）
官
地
で
は
官
の
た
め
、
私
有
地
で
は
自
分
の
た
め

と
い
う
故
事
も
、
音
の
高
低
緩
急
は
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
が
、
こ
れ
も
ま
た
も
っ
と
も
な
こ
と
だ
。（
故
事
に
い
う
）「
石
を
見
て
虎
と

為
す
」
の
も
、
心
で
は
も
と
も
と
虎
と
思
っ
て
射
る
の
だ
（
だ
か
ら
、
石
を
も
矢
で
射
貫
く
の
だ
）。
風
の
声
や
鶴
の
鳴
き
声
も
（
心
の

状
況
に
よ
っ
て
は
）
す
べ
て
敵
た
る
晋
の
軍
隊
の
音
で
あ
ろ
う
。
③
万
事
（
何
ご
と
も
判
断
す
る
の
）
は
自
分
自
身
に
あ
り
、
そ
れ
以
外

に
は
な
い
。
④
此
般
の
一
連
の
出
来
事
（
条
約
の
違
勅
批
准
）
の
道
理
は
、
察
し
が
た
い
こ
と
は
な
い
。（
に
も
か
か
わ
ら
ず
）
天
下
は
、

蛙
の
声
が
た
だ
ガ
ヤ
ガ
ヤ
と
騒
ぎ
立
て
て
い
る
だ
け
だ
。
誰
が
、
こ
れ
ら
の
声
を
分
別
し
て
聞
き
わ
け
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
。

曰
く
「
擲
」、
曰
く
「
愕
」、
た
だ
そ
れ
だ
け
。
曰
く
「
我
」、
曰
く
「
欲
」、
私
に
は
わ
か
ら
な
い
。
曰
く
「
撃
」。
曰
く
「
撃
」
の

声
が
最
も
激
し
い
。
こ
の
蛙
の
声
は
、
ど
う
い
う
わ
け
で
心
を
奮
い
立
た
せ
、
か
つ
悲
し
い
の
か
。
稲
が
発
芽
し
て
鍼
の
よ
う
な
葉

を
水
面
か
ら
出
し
て
い
る
。
平
ら
な
田
は
果
て
し
な
く
続
き
、
風
が
そ
よ
そ
よ
と
吹
い
て
い
る
。
夢
か
ら
醒
め
る
と
窓
の
外
で
蛙
の

九
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声
が
し
て
い
る
。
枕
を
傾
け
耳
を
澄
ま
せ
て
聞
く
と
「
撃
て
、
撃
て
」
の
声
ば
か
り
で
、
実
に
訝
し
い
。
私
の
性
格
は
普
段
は
柔
弱

だ
。
今
、
蛙
の
声
を
聞
く
と
ど
う
し
て
こ
の
よ
う
に
聞
こ
え
る
の
か
。
こ
の
道
理
は
結
局
答
え
を
得
ら
れ
な
い
。
或
い
は
、
蛙
の
声

は
本
当
に
奇
妙
な
声
な
の
か
。
あ
あ
「
撃
て
、
撃
て
」
の
声
を
、
あ
な
た
は
咎
め
て
は
な
ら
な
い
。
こ
の
声
は
高
く
激
し
く
聞
こ
え
、

人
の
心
を
奮
い
立
た
せ
る
も
の
だ
。

・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・

原
文
・
通
釈
で
対
応
す
る
箇
所
に
同
一
番
号
・
傍
線
を
付
し
た
。

傍
線
部
①
で
は
、
題
名
「
蛙
鼓
」
に
説
明
を
加
え
る
。
今
年
、
全
国
で
蛙
が
異
な
っ
た
声
で
鳴
き
騒
い
で
い
る
と
。
こ
の
「
今

歳
」
は
、
傍
線
部
④
の
「
此
般
」
で
注
記
し
た
通
り
、
今
般
の
こ
と
、
安
政
五
年
の
条
約
違
勅
批
准
を
め
ぐ
る
動
き
を
指
す
。
幕
府

が
全
国
の
大
名
に
意
見
を
下
問
し
た
こ
と
は
す
で
に
述
べ
た
が
、
そ
れ
を
受
け
て
各
地
で
様
々
な
意
見
が
沸
き
上
が
っ
た
。
そ
れ
を

言
っ
た
も
の
で
あ
る
。

口
羽
の
詩
は
、
前
章
で
見
た
華
林
園
故
事
を
踏
ま
え
た
叙
述
か
ら
始
ま
る
。
孝
恵
帝
の
質
問
は
愚
問
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
へ
の
側

近
の
答
え
は
更
に
帝
の
愚
か
さ
を
際
立
た
せ
た
も
の
だ
っ
た
。
そ
の
側
近
の
返
答
を
、
口
羽
は
「
音
節
各
々
異
な
る
も
亦
た
其
れ
宜

な
り
」（
傍
線
部
②
）
と
首
肯
す
る
。
注
26
で
も
触
れ
た
通
り
、
も
と
も
と
「
蛙
鳴
」
は
ガ
ヤ
ガ
ヤ
と
う
る
さ
い
だ
け
で
な
く
、
無
駄

が
多
く
て
中
身
の
乏
し
い
議
論
や
文
章
を
指
し
た
。
口
羽
は
全
国
で
上
が
っ
て
い
る
時
局
へ
の
声
々
を
「
声
の
ト
ー
ン
が
ま
ち
ま
ち

な
の
も
、
も
っ
と
も
な
こ
と
」
と
断
じ
る
。
そ
し
て
、
見
石
為
虎
と
風
声
鶴
唳
の
故
事
を
踏
ま
え
て
、
何
ご
と
も
判
断
す
る
の
は
自

分
自
身
だ
（
傍
線
部
③
）
と
す
る
。
判
断
す
る
の
は
自
分
の
心
と
い
う
こ
と
を
言
っ
た
も
の
だ
が
、
全
国
各
地
で
上
が
る
中
身
の
な

い
蛙
の
声
の
よ
う
な
意
見
は
、
所
詮
は
自
身
の
た
め
に
都
合
が
よ
い
よ
う
に
述
べ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
、
と
い
う
意
で
解
せ
ら
れ
る
。

そ
し
て
、
傍
線
部
④
で
「
誰
が
、
こ
れ
ら
の
騒
ぎ
立
て
る
だ
け
の
蛙
の
ま
ち
ま
ち
の
声
を
聞
き
わ
け
る
こ
と
が
で
き
よ
う
か
」
と
述

九
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べ
る
。
続
く
「
曰
く
」
の
繰
り
返
し
は
解
釈
が
難
し
い
。
語
注
に
記
し
た
よ
う
に
、
稿
者
は
蛙
の
声
が
「
擲テ
キ

・
愕ガ
ク

・
我ガ

・
欲ヨ
ク

」
な
ど

と
聞
く
側
の
心
次
第
で
好
き
勝
手
に
聞
こ
え
る
こ
と
を
言
う
と
解
し
て
お
く
。
と
と
も
に
、「
捨
て
て
お
け
、
驚
く
べ
き
こ
と
、
私

の
た
め
、
欲
の
た
め
」
な
ど
と
、
勝
手
気
ま
ま
な
意
見
が
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
、
音
訓
両
様
を
用
い
て
表
現
し
た
も
の
で
も
あ
ろ

う
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
中
で
、
最
も
激
し
く
聞
こ
え
る
の
は
「
撃ゲ

キ
（
異
国
を
撃
て
＝
攘
夷
）」
の
声
だ
と
は
っ
き
り
と
言
う
。

口
羽
の
詩
は
、
全
国
で
上
が
っ
て
い
る
千
差
万
別
の
意
見
が
、
所
詮
は
自
分
の
身
に
引
き
寄
せ
て
の
意
見
で
し
か
な
い
こ
と
を
、

「
蛙
鼓
」
と
い
う
題
名
に
凝
縮
し
て
述
べ
る
。
し
か
し
、
普
段
周
囲
か
ら
柔
軟
と
言
わ
れ
る
性
格
の
口
羽
自
身
で
す
ら
、
蛙
の
声
は

「
攘
夷
」
を
暗
示
す
る
「
撃
」
と
聞
こ
え
て
く
る
と
い
う
。「
蛙
皷
」
詩
全
体
は
攘
夷
に
向
か
っ
て
進
撃
す
る
こ
と
を
躊
躇
し
つ
つ
も

そ
う
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
、
周
囲
が
攘
夷
に
進
ん
で
い
る
こ
と
へ
の
疑
念
を
差
し
挟
み
つ
つ
も
自
身
が
流
れ
に
棹
さ
し
て
進
む

こ
と
を
述
べ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

松
陰
は
口
羽
の
詩
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
を
理
解
し
た
上
で
、
詩
の
前
半
部
の
蛙
の
声
が
自
身
に
と
っ
て
都
合
の
良
い
勝
手
な
意
見

で
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
三
番
歌
に
取
り
込
ん
だ
。
松
陰
は
、
既
に
安
政
五
年
に
、
自
身
の
意
見
を
孝
明
天
皇
に
呈
し
て
お
り
、
高

鞆
か
ら
は
「
忍
び
て
は
鳴
く
と
は
す
れ
ど
雲
の
上
に
蛙
の
声
の
聞
え
け
る
か
な
」
と
い
う
歌
を
送
ら
れ
て
い
た
。

つ
ま
り
、「
蛙
の
声
」
は
華
林
園
故
事
を
踏
ま
え
た
口
羽
の
詩
で
は
自
分
の
立
場
か
ら
発
す
る
独
善
的
な
意
見
の
意
と
な
る
が
、

松
陰
が
安
政
五
年
に
献
じ
た
意
見
書
は
、
そ
う
し
た
自
身
の
こ
と
だ
け
を
考
え
た
「
蛙
の
声
」
と
は
異
な
る
「
蛙
の
声
」
と
し
て
天

聴
に
達
し
た
。
そ
の
よ
う
に
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

七
　
お
わ
り
に

─
『
涙
松
集
』
三
番
歌
の
解
釈

以
上
を
踏
ま
え
て
、『
涙
松
集
』
三
番
歌
を
解
釈
す
る
。
松
陰
本
に
適
宜
送
り
仮
名
・
振
り
仮
名
・
濁
点
を
付
し
、
仮
名
遣
い
も

九
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正
し
た
本
文
を
示
す
。

　
　
鈴
木
大う

人し

に
お
く
る

君
こ
そ
は
蛙か
は
づ

鳴
く
音ね

も
聞
き
わ
か
ん
公き
み

の
た
め
に
か
お
の
が
た
め
に
か

三
番
歌
は
、
安
政
五
年
の
六
・
七
月
頃
に
松
陰
の
著
作
『
愚
論
』
ほ
か
が
梁
川
星
巌
を
通
じ
て
孝
明
天
皇
に
献
上
さ
れ
た
際
、
そ

れ
を
知
っ
た
高
鞆
か
ら
松
陰
に
送
ら
れ
た
歌
「
忍
び
て
は
鳴
く
と
は
す
れ
ど
雲
の
上
に
蛙
の
声
の
聞
え
け
る
か
な
」
を
踏
ま
え
て
詠

ま
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
高
鞆
が
松
陰
の
意
見
書
を
「
蛙
の
声
」
と
喩
え
る
の
は
不
自
然
な
の
で
、
こ
の
歌
の
前
提
と
し
て
松
陰
か

ら
高
鞆
に
贈
ら
れ
た
歌
が
想
定
さ
れ
る
（
た
だ
し
、
管
見
に
入
ら
な
い
）。
そ
し
て
三
番
歌
は
、
先
学
が
指
摘
し
た
よ
う
に
孝
恵
亭
の

華
林
園
故
事
を
踏
ま
え
た
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
の
内
容
は
『
杷
山
遺
稿
』
の
「
蛙
鼓
」
詩
を
受
け
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

本
来
の
『
晋
書
』
掲
載
の
華
林
園
故
事
は
、
公
私
の
別
な
ど
な
い
蛙
声
を
「
公
、
私
、
ど
ち
ら
の
た
め
に
鳴
く
の
か
」
と
尋
ね
る

愚
鈍
な
帝
と
、
そ
れ
を
内
心
で
は
馬
鹿
に
し
つ
つ
も
「
官
地
で
は
官
、
私
地
で
は
個
人
の
た
め
に
鳴
く
」
と
平
然
と
答
え
る
臣
下
の

対
応
が
、
一
層
帝
（
為
政
者
）
の
愚
か
し
さ
を
際
立
た
せ
る
話
で
あ
っ
た
。

口
羽
は
そ
の
故
事
を
、
安
政
五
年
の
条
約
違
勅
批
准
で
の
幕
府
の
対
応
、
各
藩
へ
の
下
問
、
各
藩
で
の
対
応
の
声
に
転
用
す
る
。

「
蛙
鼓
」
詩
で
は
、「
天
下
で
は
た
だ
蛙
の
声
が
が
や
が
や
と
騒
ぎ
立
て
て
い
る
ば
か
り
。
孝
恵
帝
の
愚
問
は
臣
下
か
ら
「
官
地
で
は

官
、
私
地
で
は
個
人
の
た
め
に
鳴
く
」
と
嘲
弄
の
意
を
含
ん
で
返
答
さ
れ
た
が
、
全
国
各
地
で
は
心
の
引
き
引
き
に
好
き
勝
手
な
こ

と
を
言
っ
て
い
る
。
愚
か
な
烏
合
の
衆
で
あ
る
。
た
だ
騒
ぎ
立
て
る
だ
け
で
、
誰
も
蛙
声
を
聞
き
分
け
る
も
の
は
い
な
い
。
そ
し
て
、

た
だ
た
だ
外
夷
を
撃
て
撃
て
と
い
う
声
が
激
し
く
聞
こ
え
て
く
る
」
と
詩
に
作
る
。

九
二



216 桜 文 論 叢

松
陰
は
、
三
番
歌
を
詠
ん
だ
五
月
二
十
六
日
の
同
月
初
旬
の
三
日
に
口
羽
の
全
詩
稿
に
目
を
通
し
「
真
情
血
涙
。
反
復
甚
感
」
と

加
評
し
た
。『
晋
書
』
の
華
林
園
故
事
、『
杷
山
遺
稿
』
の
「
蛙
鼓
」
詩
、
そ
し
て
安
政
五
年
の
高
鞆
の
「
忍
び
て
は
」
歌
を
踏
ま
え

る
な
ら
ば
、
三
番
歌
は
左
記
の
よ
う
に
解
せ
な
い
だ
ろ
う
か
。

　『
晋
書
』
に
は
官
地
・
私
地
で
誰
の
た
め
に
鳴
く
の
か
と
問
う
愚
鈍
な
為
政
者
の
故
事
が
記
さ
れ
る
が
、
口
羽
が
「
蛙
鼓
」

詩
に
詠
む
よ
う
に
、
蛙
が
日
本
各
地
で
愚
か
に
も
鳴
き
騒
い
で
い
る
。
そ
れ
ら
は
私
情
に
よ
る
も
の
で
、
口
羽
の
言
う
が
ご
と

く
音
調
は
ま
ち
ま
ち
、
主
張
の
中
身
も
ば
ら
ば
ら
だ
。
し
か
し
、
私
が
天
皇
の
た
め
を
思
っ
て
鳴
き
声
を
上
げ
る
の
か
、
私
自

身
の
た
め
を
思
っ
て
鳴
き
声
を
上
げ
る
の
か
は
、
一
年
前
に
私
の
意
見
書
が
乙
夜
の
覧
に
入
っ
た
折
に
歌
を
贈
っ
て
下
さ
っ
た

鈴
木
大
人
こ
そ
は
分
か
っ
て
下
さ
る
だ
ろ
う
。

和
歌
一
首
に
こ
れ
だ
け
多
く
の
内
容
を
込
め
る
こ
と
、
或
い
は
、
解
釈
す
る
に
あ
た
っ
て
右
の
よ
う
な
補
足
説
明
を
大
量
に
要
す

る
解
釈
は
、
伝
統
的
な
歌
の
世
界
か
ら
は
異
端
視
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
松
陰
は
専
門
歌
人
で
は
な
い
。
理
論
の
人
で
あ
り
、

且
つ
行
動
の
人
で
あ
る
。
松
陰
没
後
に
『
涙
松
集
』
の
歌
が
門
弟
た
ち
に
よ
っ
て
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
と
し
て
利
用
さ
れ
て
い
く
こ
と
を

拙
著
（
35
）で

も
述
べ
た
が
、
松
陰
自
身
も
歌
の
持
つ
そ
う
し
た
側
面
を
知
悉
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
松
陰
の
歌
は
、
松
陰
の
思
い
と
行
動

が
結
実
し
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
て
解
釈
す
る
必
要
が
あ
る
。
本
稿
は
、
そ
の
試
み
の
一
端
で
あ
る
。

〔
注
〕

（
１
）	

小
野
美
典
『
幕
末
維
新
期
の
近
藤
芳
樹

─
和
歌
活
動
と
そ
の
周
辺
』〔
新
典
社
、
令
和
３
年
５
月
〕
の
第
三
部
⑴
～
⑶
章
。

九
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（
２
）	

注
１
の
拙
著
三
一
七
頁
。

（
３
）	

左
記
の
松
陰
全
集
（
所
謂
「
定
本
版
」
全
集
）
の
『
涙
松
集
』
の
「
解
題
幷
凡
例
」
に
「
此
の
原
本
に
は
三
様
の
朱
筆
書
入
れ
が
あ
る
、

鈴
木
高
鞆
、
僧
黙
霖
と
某
で
あ
る
、
高
鞆
と
黙
霖
の
書
入
れ
は
欄
外
に
夫
々
一
箇
処
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
は
自
書
し
て
あ
る
」
と
す
る
。

山
口
県
教
育
会
編
『
吉
田
松
陰
全
集
　
第
四
巻
』〔
岩
波
書
店
、
昭
和
９
年
12
月
、
四
八
九
頁
〕

（
４
）	
山
口
県
教
育
会
編
『
吉
田
松
陰
全
集
　
第
一
巻
～
第
十
巻
、
別
巻
』〔
大
和
書
房
、
昭
和
47
～
49
年
刊
〕

（
５
）	
大
村
武
一
『
註
釈
　
涙
松
集
』〔
山
口
県
立
萩
図
書
館
発
行
、
昭
和
９
年
１
月
〕

（
６
）	

福
本
義
亮
『
訓
註
　
吉
田
松
陰
殉
国
詩
歌
集
』〔
誠
文
堂
新
光
社
、
昭
和
12
年
12
月
〕

（
７
）	

山
中
鉄
三
「
吉
田
松
陰
の
詩
藻

─
和
歌
・
俳
句
編

─
」〔
徳
山
大
学
経
済
学
会
『
徳
山
大
学
創
立
十
周
年
記
念
論
文
集
』
昭
和
56
年

11
月
〕

（
８
）	

四
句
「
御
代
の
光
り
を
」
の
誤
植
か
。
版
本
の
『
類
題
玉
石
集
』
下
（
山
口
県
立
山
口
図
書
館
蔵
）
は
「
御
代
」
と
判
読
で
き
る
。
防

府
史
料
第
21
集
〔
兼
清
正
徳
翻
刻
、
昭
和
48
年
８
月
〕
の
翻
刻
も
「
御
代
の
光
り
を
」。

（
９
）	

山
中
鉄
三
『
吉
田
松
陰
の
詩
藻

─
詩
と
短
歌
と
俳
句
の
年
代
別
研
究
』〔
徳
山
大
学
総
合
経
済
研
究
所
、
昭
和
58
年
４
月
〕

（
10
）	

注
１
の
拙
著
二
七
八
～
二
八
〇
で
も
三
番
歌
に
触
れ
た
が
、
松
陰
本
と
流
布
本
の
異
同
の
問
題
を
中
心
に
扱
っ
た
の
で
省
略
す
る
。

（
11
）	

全
集
⑥
二
八
一
頁
。

（
12
）	

松
風
会
編
『
脚
注
解
説
　
吉
田
松
陰
撰
集

─
人
間
松
陰
の
生
と
死
』〔
松
風
会
、
平
成
８
年
２
月
、
六
八
〇
頁
〕

（
13
）	

全
集
別
巻
所
収
の
久
坂
玄
瑞
の
『
九
仭
日
記
』
安
政
六
年
六
月
七
日
の
条
に
、
寺
島
が
郷
里
熊
毛
か
ら
戻
っ
て
久
坂
に
報
告
し
た
話
と

し
て
、「
三（
マ
ヽ
）日
松
陰
師
に
呼よ
び

坂さ
か

に
て
見あ

ふ
、
師
は
従
容
と
し
て
読
書
せ
ら
れ
た
り
、
護
者
数
人
、
緩か
ん

晤ご

す
る
を
得
ず
と
」〔
二
一
〇
頁
〕
と
あ

る
。（
マ
ヽ
）
は
原
文
注
記
。

（
14
）	

小
野
美
典
「
弘
正
方
編
『
勝
間
の
若
菜
』
歌
人
略
歴
稿

─
近
世
後
期
周
防
国
三
田
尻
の
歌
人
た
ち
」〔
日
本
大
学
法
学
部
『
桜
文
論
叢
』

一
〇
六
巻
、
令
和
４
年
２
月
〕

小
野
美
典
「
撰
集
資
料
と
し
て
の
『
勝
間
の
若
菜
』

─
『
類
題
玉
石
集
』『
類
題
和
歌
鴨
川
集
』
と
の
関
係
」〔『
山
口
国
文
』
四
五
号
、
令

和
４
年
３
月
〕

（
15
）	

全
集
④
『
戊
午
幽
室
文
稿
』
三
一
五
頁
。

（
16
）	

高
鞆
の
子
静
雄
の
歌
集
『
瑞
穂
廼
屋
歌
集
』。
引
用
は
、
防
府
市
教
育
委
員
会
編
『（
防
府
史
料
第
20
集
）
類
題
玉
石
集
　
上
』〔
防
府
図

書
館
、
昭
和
47
年
10
月
〕
の
解
題
（
兼
清
正
徳
担
当
）。

九
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（
17
）	

御
薗
生
翁
甫
『
続
防
府
市
史
』〔
続
防
府
市
史
刊
行
会
、
昭
和
35
年
11
月
、
四
七
九
頁
〕

（
18
）	

山
口
県
文
書
館
、
吉
田
樟
堂
文
庫
二
一
八
。

（
19
）	

流
布
本
本
文
は
高
鞆
や
近
藤
芳
樹
の
手
が
加
わ
っ
た
可
能
性
が
高
く
（
注
１
の
拙
著
参
照
）、
特
に
高
鞆
が
添
削
し
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は

従
来
か
ら
言
わ
れ
て
い
る
。
高
鞆
か
ら
す
れ
ば
自
ら
添
削
し
て
完
成
さ
せ
た
本
文
（
流
布
本
）
を
定
本
と
す
る
の
が
当
然
だ
っ
た
の
か
も
し

れ
な
い
。
確
か
に
、
流
布
本
の
三
番
歌
は
係
り
結
び
も
訂
正
さ
れ
、
歌
意
も
わ
か
り
や
す
い
。
な
お
、
注
１
の
拙
著
二
八
〇
頁
で
は
、「
松
陰

の
論
考
が
天
覧
に
供
さ
れ
た
の
は
事
実
で
あ
り
、
恐
ら
く
そ
の
時
に
高
鞆
が
松
陰
に
「
ひ
そ
み
て
も
」
歌
（
松
陰
本
書
き
入
れ
歌
）
を
贈
っ

た
の
で
あ
ろ
う
」
と
推
測
し
て
書
い
た
が
、
こ
れ
は
訂
正
し
た
い
。
本
稿
で
述
べ
た
通
り
、
当
該
高
鞆
歌
は
『
玉
石
集
料
詠
草
』
に
よ
っ
て

安
政
六
年
五
月
の
檻
送
の
際
に
密
か
に
松
陰
と
交
わ
さ
れ
た
と
判
明
す
る
か
ら
で
あ
る
。

（
20
）	

注
17
『
続
防
府
市
史
』
四
七
九
頁
。

（
21
）	「
防
長
文
学
の
色
彩

─
昭
和
十
二
年
一
月
十
日
防
長
先
賢
祭
に
於
け
る
講
演
要
領
」〔
山
口
県
教
育
会
、『
山
口
県
教
育
』
四
三
九
号
、

昭
和
12
年
２
月
〕。
講
話
者
名
は
記
さ
れ
な
い
が
諸
資
料
か
ら
香
川
政
一
に
同
定
可
能
（
注
１
の
拙
著
二
九
六
頁
の
注
30
参
照
）。

（
22
）	

全
集
⑨
三
四
六
頁
『
長
崎
紀
行
』、
本
文
「
十
月
朔つ

い
た
ち日

　
草
津
を
発
し
、
琵
琶
湖
を
航
し
、
大
津
に
達
し
て
京
に
入
る
。
梁や

な

川が
わ

星せ
い

巌が
ん

を
訪

ふ
」。
な
お
、
松
陰
と
梁
川
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
左
記
の
徳
田
の
著
作
を
参
照
。

徳
田
武
『
吉
田
松
陰
と
学
人
た
ち
』〔
勉
誠
出
版
、
令
和
２
年
10
月
〕

（
23
）	

全
集
⑧
五
八
頁
「
梁
川
星
巌
宛
　
五
月
十
五
日
」。

（
24
）	

全
集
⑧
六
二
頁
「
梁
川
星
巌
宛
　
六
月
二
日
」、
本
文
「
吉き
つ

便び
ん

拙
策
・
愚
論
座
上
に
呈
し
候
分
最も
は
や早
御
一
閲
下
さ
れ
候
御
事
に
遠
察
し
奉

り
候
。
然
る
処
余よ

意い

未
だ
竭つ

き
ず
候
に
付
き
、
続
論
相
認し
た
た

め
差
出
し
候
節
此
の
人
に
託
し
申
し
候
」。

（
25
）	

全
集
④
四
三
二
頁
『
戊
午
幽
室
文
稿
』
の
「
家
大
人
・
玉
叔
父
・
家
大
兄
に
上
る
書
　
十
一
月
六
日
」。

（
26
）	

た
だ
し
、
若
干
の
不
審
な
点
も
存
す
る
。
蛙
の
鳴
き
声
（
蛙
鳴
）
は
「
蛙あ

鳴め
い

蝉せ
ん

噪そ
う

」
な
ど
の
四
字
熟
語
で
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
蝉
と
と

も
に
や
か
ま
し
く
鳴
き
騒
ぐ
代
表
と
さ
れ
る
。「
蛙
鳴
蝉
噪
」
は
う
る
さ
く
喋
り
た
て
る
こ
と
か
ら
転
じ
て
、
無
駄
が
多
く
て
内
容
の
乏
し
い

議
論
や
文
章
を
指
す
こ
と
も
多
い
。
高
鞆
が
松
陰
の
著
作
を
称
賛
し
、
叡
覧
に
入
っ
た
こ
と
を
祝
し
た
贈
歌
に
用
い
る
語
句
と
し
て
は
「
蛙

の
声
」
は
不
自
然
で
あ
る
。
恐
ら
く
は
松
陰
の
側
か
ら
自
分
の
主
張
を
「
蛙
の
声
」
と
卑
下
し
た
歌
（
梁
川
か
ら
の
吉
報
を
伝
え
た
歌
）
が

高
鞆
に
贈
ら
れ
、
そ
れ
に
対
す
る
答
歌
が
「
忍
び
て
は
」
歌
で
は
な
い
か
と
稿
者
は
推
測
す
る
。

（
27
）	

古
典
研
究
会
編
『
和
刻
本
正
史
　
晋
書
（
一
）』〔
汲
古
書
院
、
昭
和
46
年
２
月
、
六
二
頁
、
松
会
堂
元
禄
十
四
年
刊
本
の
影
印
〕。
な
お
、

『
晋
書
』
の
当
該
箇
所
は
簡
略
化
さ
れ
て
『
十
八
史
略
』
に
も
採
ら
れ
て
い
る
。
適
宜
『
十
八
史
略
』
も
参
照
す
る
が
、
そ
の
場
合
は
左
記
に

九
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依
っ
た
。

林
秀
一
『（
新
釈
漢
文
大
系
20
）
十
八
史
略
　
上
』〔
明
治
書
院
、
昭
和
42
年
７
月
〕

今
西
凱
夫
『（
中
国
の
古
典
15
）
十
八
史
略
上
』〔
学
習
研
究
社
、
昭
和
58
年
11
月
〕

（
28
）	『
十
八
史
略
』
で
は
、
当
該
箇
所
を
「
華
林
園
聞
蛙
鳴
。
帝
曰
、
彼
鳴
者
、
為
官
乎
、
為
私
乎
。
左
右
戯
之
曰
、
在
官
地
者
為
官
、
在
私

地
者
為
私
」
と
す
る
。
注
27
の
今
西
は
「
華
林
園
に
蛙
鳴
を
聞
く
。
帝
曰
く
、「
彼
の
鳴
く
者
は
、
官
の
為
に
す
る
か
、
私
の
為
に
す
る
か
」

と
。
左
右
、
之
に
戯
れ
て
曰
く
、「
官
地
に
在
る
者
は
官
の
為
に
し
、
私
地
に
在
る
者
は
私
の
為
に
す
」
と
。」
と
書
下
し
、
傍
線
部
を
「
側

近
の
者
も
つ
い
帝
を
馬
鹿
に
す
る
よ
う
に
答
え
た
」
と
訳
す
。
注
27
の
林
の
同
箇
所
の
通
釈
は
「
左
右
の
臣
た
ち
は
（
余
り
の
質
問
に
あ
き

れ
果
て
）
帝
を
か
ら
か
っ
て
」
で
あ
る
。『
十
八
史
略
』
の
も
と
と
な
っ
た
『
晋
書
』
の
当
該
箇
所
の
解
釈
も
、
同
様
に
考
え
て
よ
か
ろ
う
。

（
29
）	

全
集
⑥
『
留
魂
録
』
二
九
五
頁
。
他
に
も
松
陰
の
獄
中
書
簡
で
口
羽
の
死
に
言
及
す
る
も
の
は
多
い
。
例
え
ば
、
高
杉
晋
作
宛
書
簡
で

は
、「
口
羽
病
死
何
と
も
悲
慟
に
堪
へ
申
さ
ず
候
。
清
狂
も
死
ぬ
し
。
口
羽
も
死
ぬ
し
、
天
何
ぞ
江
家
に
福
さ
い
わ
い

せ
ざ
る
。
此
の
両
人
皆
有
一
無

二
の
士
、
回
等
が
如
く
塵
だ
め
を
搔
き
交
ぜ
て
も
出
る
士
に
非
ず
。
殊
に
口
羽
は
清
狂
の
比
に
非
ず
。
日く

さ
か下
・
久
保
な
ど
の
痛つ
う

哭こ
く

も
思
ひ
遣や

ら
れ
候
」〔
全
集
⑧
「
高
杉
晋
作
宛
　
十
月
六
日
」
四
〇
〇
頁
〕
と
し
、
門
弟
に
は
「
吾
が
藩
多
士
、
最
も
卓た
く

犖ら
く

を
称
す
る
者
は
僧
清
狂
な
り
、

而
し
て
清
狂
は
則
ち
死
す
。
最
も
忠
貞
を
称
す
る
者
は
口
羽
徳
祐
な
り
、
而
し
て
徳
祐
ま
た
死
す
。
此
の
二
人
の
者
は
人
士
の
望
を
属し

ょ
く

す
る

所
、
而
も
疾し

っ

病ぺ
い

の
犯
す
や
死
よ
り
貰ゆ
る

さ
れ
ず
」〔
全
集
⑧
「
諸
友
に
語つ

ぐ
る
書
」
十
月
二
十
日
頃
、
四
一
九
頁
〕
な
ど
と
送
っ
て
い
る
。

（
30
）	

松
陰
は
鮎
澤
に
も
書
簡
で
依
頼
し
て
い
る
。「
又
口
羽
徳
祐
と
申
す
者
頼
む
べ
き
人
物
に
御
座
候
所
、
先
日
死
去
、
年
二
十
五
六
に
て
寺

社
奉
行
相
勤
め
居
り
候
。
此
の
者
の
詩
稿
亦
其
の
志
を
見
る
べ
き
も
の
あ
り
。
何
卒
清
狂
と
口
羽
と
の
両
稿
、
久
坂
玄
瑞
へ
御
申
し
遣
は
し
、

御
取
寄
せ
御
一
誦
下
さ
る
べ
く
候
。
郷
友
の
姓
名
な
り
と
も
せ
め
て
同
志
へ
伝
へ
度
き
愚
心
に
御
座
候
」〔
全
集
⑧
「
鮎
澤
伊
太
夫
宛
　（
安

政
六
年
）
十
月
二
十
三
日
」
四
二
八
頁
〕。

（
31
）	

口
羽
の
略
伝
は
全
集
⑩
「
関
係
人
物
略
伝
」
五
一
三
頁
、『
萩
市
史
　
三
巻
』〔
萩
市
、
昭
和
62
年
３
月
、
五
九
〇
頁
〕
に
依
る
。
ま
た
、

『
杷
山
遺
稿
』
の
加
藤
桜
老
（
笠
間
藩
儒
学
者
、
長
州
藩
に
招
か
れ
て
明
倫
館
教
授
。
維
新
後
に
教
部
省
勤
務
）
の
序
も
参
照
。
注
22
の
徳
田

の
著
書
の
十
四
章
で
久
坂
玄
瑞
と
口
羽
の
関
係
が
詳
述
さ
れ
る
。

（
32
）	

羽
倉
簡
堂
『
簡
堂
遺
文
』〔
羽
倉
信
一
郎
編
、
吉
川
弘
文
館
、
昭
和
８
年
５
月
、
九
九
頁
〕。『
杷
山
遺
稿
』
の
序
の
追
補
部
分
（
版
本

『
杷
山
遺
稿
』
に
は
追
補
部
分
は
未
収
）。

（
33
）	

全
集
⑧
「
入
江
杉
蔵
宛
　（
安
政
六
年
）
五
月
上
旬
」
三
三
二
頁
、
本
文
「
口く
ち

羽ば

よ
り
詩
稿
を
評
し
て
呉
れ
い
と
云
う
て
来
た
。
別
に
日

下
書し
ょ

牘と
く

来
る
。
両
人
策
あ
る
と
見
え
る
、
ち
と
待
つ
て
事
の
結
局
を
み
よ
」。

一
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（
34
）	

口
羽
徳
祐
『
杷
山
遺
稿
』〔
坂
上
忠
介
編
纂
、
文
求
堂
、
明
治
16
年
５
月
〕。
以
下
、
引
用
は
国
会
図
書
館
デ
ジ
タ
ル
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の

画
像
に
依
る
。

（
35
）	

注
１
の
拙
著
二
九
一
～
二
九
三
頁
。

〈
付
記
〉

本
稿
を
成
す
に
あ
た
り
、
資
料
の
閲
覧
・
写
真
撮
影
に
際
し
て
山
口
県
文
書
館
に
便
宜
を
賜
わ
っ
た
。
衷
心
よ
り
御
礼
申
し
上
げ

る
。

一
三






