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文
終
止
形
式
か
ら
見
た
荘
子
抄

の
成
立

古

田

雅

憲

荘
子
抄

の
諸
本

に
つ
い
て
は
、
土
井
家
蔵
本

(十
巻

五
冊
写
本

、
続
抄
物
資

料
集
成
第
七
巻
所
収

)
、
寛
永
年
間

の
古
活
字

本
、
正
保

二
年
版
本

、
足
利
学

(
1
)

校
遺
跡
図
童
、館
蔵
本
な
ど

の
雍

が
墾

.
さ
れ

て
い
る
。

そ
の
う
ち
足
利
本

は

関
東

語
脈

の
抄
物

の
よ
う
だ
が
、

そ
の
他

の
三
本

に

つ
い
て
舷
系
統
を
同
じ
く

(
3
)

す
る
も
の
と
の
こ
と

で
あ
る
。
そ
れ
ら
後
者

の
系
統
の
荘
子
抄

(
以
下
に

「
荘

子
抄
」
と
言

う
の
は

こ
ち
ら
の

も

の
で
あ
る
)
が

土
井
家

蔵
本

(以
下
に
は

「
土
井
本
」
と
称
す
る
)

で
言
え
ば
、
第

二
冊

四
二
丁
裏
=
巻

四
途
中

=
を
境

と
し
て
前
半
部
が

「
ゾ
体
」
、
後
半
部

は

「
ナ
リ

(也

)
体
」
と

い
う
体

裁
を

と
る

こ
と
は
よ
く
知
ら
れ

て
い
る
と
こ
ろ
か
と
思
う
。

こ
の
よ
う
に

一
風
変
わ

っ
た
姿
を
説
明
す
る
の
に
、

①
講
述
の

手
控
と
、

そ

の

講
述

の

筆
録

に
基

く

聞
書
と

が

何
ら
か

の

理

由

に
よ
り

相
補
わ
れ
た

(
も
ち

ろ
ん
、

前
半

を
聞
書
、

後
半
を

手
控
と
す

る
)
。

②

そ
の
手
控
を
成

し
、
講
述
を
行
な

っ
た
の
は
清
原
宣
賢
で
、
聞
書

は
そ
の

講
述

の
筆
録
を

も
と
に
誰
人
か
が
成

し
た
も

の
で
あ
る
。

(
4
)

と

い

っ
た
立
場
が
説

か
れ

て
い
る
。

な
る
ほ
ど

「
ベ
イ

・
ベ
シ
イ
対

ベ
シ
」
や

「
マ
イ

・
マ
ジ
イ
対

マ
ジ
」
な
ど
と
い

っ
た
対
立

が
前

・後
半
部

の
間

に
見
ら
れ

「
ウ
ズ

・
ウ
ズ

ル
」

「
サ

ブ

(候
)
」
な
ど
も
前
半
部

に
し
か
見
え
な
い
よ
う

で
あ
る
。
ま
た
筆
者
が
動
詞

の
音
便

に
つ
い
て
調
べ
て
み
た
と

こ
ろ
、
次

の
よ

う
な
数
値

を
得

た

(表
中
、
「
イ

・
ウ
…
…
」
は
そ
れ
ぞ
れ
イ
音
便

形
用
例
数
、

ウ
音
便

形
用
例
数
な
ど
を
示
し
、
「
音

一
非
」
と
は
上
段
が
音
便
形
用
例
総
数
、

下
段
が
非

音
便
形
用
例
総
数
を

示
す
。
ま
た

「%
」

は
各
行

の
全

用
例
数

に
占

め
る
音
便

形
用
例
数

の
比
率

=
音
便
率
と
称
す
=
を
示
す
)
。

こ
れ
ら
の
表
を
見

る
限
り
、
例
外

は
あ
る
も

の
の
、
巨
視
的

に
は
後
半
部
よ

り
前
半
部

で
の
音
便
率
が
高

い
傾
向

に
あ
る
と
言

っ
て
よ
か
ろ
う
。
確

か
に
前

半
部
は
後

半
部

よ
り
も
全
般
的

に
口
語
的
色
彩
に
富

ん
で
い
る
と

い
う
こ
と
は

言
え

そ
う
な
と
こ
ろ
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、

そ
の
よ
う
な
荘
子
抄
前
後
半
部

間
の
差
違
が

「
聞
書
」
と

「手
控
」
と

の
差
に
な
る
か
と
言
え
ば
、

そ
れ
は

一
考
要
す
る
と

こ
ろ
で
あ
ろ

う
。
と

い
う

の
も
以
下

に
示
す
よ
う
な
若
干

の
疑
問

点
が
見
出

さ
れ
る
か
ら
で

あ
る
。

そ
の

一
は
奥
書

の
記
載

に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。

土
井
本

に
は
数

ケ
所

に
奥
書

が
見

え
る
の
で
あ
る
が
、

そ
の
う
ち
、
前
半
=

ゾ
体

=
部
分

に
属
す
る
巻

一
末

、
後
半
日
也

(
ナ
リ
)
体
"
部
分

に
属
す
る
巻
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〈
前

半
〉

〈
後

半
〉

「30一

四
、
五
末

の
い
ず

れ
に
も

「
～

講
之
」

と
い
う
記
載
を
見

る
。

こ
の
表
現
は

(
5
)

あ
る
抄
物
を
講
述

の
手
控
と
考
え
る

一
証
と
も
な
る
も
の
と

い
う
。

そ
う
す
る

と
、
同
じ
立
場

(手
控
製
作
者
側

=
宣
賢
)

で
書
か
れ
た
識
語
が
、
本
来
別
個

の
人
間

の
手
に
成

る
と

こ
ろ

の
手
控
と
聞
書
と

に
渉

っ
て
現
わ
れ
る

こ
と
に
な

っ
て
し
ま
う
。

そ
れ

に
対
し

て
、
聞
書
と
手
控
と
を
取

り
合
わ
せ
る
際
に
、
手
控

に
有

っ
た

奥
書
だ
け
を
取
り
込
ん
だ

と
い
う
解
釈
も
成

り
立
た
な

い
で
は
な
い
が

い
か

に

も
苦
し

い
。
む
し
ろ
、
前
半
部
は
聞
書

で
は
な

い
と
考
え
た
方

が
自
然

で
は
な



か
ろ
う
か
。
前
半
部

は
、
今

日
後
半
部

と
し
て
し
か
姿
を
留
め
な

い
宣
賢

の
抄

(手
控
)
を
下
敷

に
し

て
作
り
出

さ
れ
た
抄

な
の
で
あ

っ
て
、

そ
の
製
作
時

に

元

々
の
宣
賢

の
抄
に
有

っ
た
奥
書
を
も
取

り
込
ん
だ

の
で
は
な
い
か
と
考
え

る

わ
け
で
あ
る
。

そ
の
二
は

サ
行
四
段
動
詞

の
音
便

に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。
先
に
荘
子
抄

の

動
詞

の
音
便

に
つ
い
て

一
覧
し
た
が
、

そ
の
サ
行

に
つ
い
て
見

て
み
る
と
、
後

半
部

よ
り
も
前
半
部

の
方
が
高

い
音
便
率
を

示
し
て
い
る

こ
と
は
他

の
各
行
と

ほ
ぼ
同
様
な

の
で
あ
る
が
、
前
半
部

に
於

け
る
イ
音
便
形

の
数
値

は
、
他

に
比

べ
る
と
極
め

て
低

い
も
の
と
言
わ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

参
考

の
為

に
毛
詩

抄
の
様
子
を
調

べ
て
み
た
。

こ
こ
で
は
大
方

の
傾
向
を
知

れ
ば

よ
い
の
で
、
便
宜
上

、
山
内
洋

一
郎

氏
作

製
の
索
引

(抄
物
資
料
集
成
第

七
巻
所
収
)

に
依

り
、

刊
本

(同
第

六
巻
所
収

)
を
資
料
と
し
た
。
そ
の
結
果

認
語
に
つ
い
て
、
イ
音
便
形

謝
例
、
非
音
便
形
35
例
を
数
え
た
。
音
便
率

に
し

て
86

・
6
%
と

い
う
値

は
か
な
り
高

い
も
の
と
言

っ
て
よ
か
ろ
う
。
ち
な

み
に

サ
行

イ
音
便

に
つ
い
て
は
拍
数
、

ア
ク
セ
ン
ト
型
、
語
構
成
な
ど

の
上

か
ら
、

音
硬
舛

る
か
否
か
の
区

別
原
理
が
当
時
、
中
央

の
口
語

に
存
し
た
と
言
わ
れ

て

い
る
。

そ
の
よ
う
な
観
点

か
ら
整
理
し
て
み
る
と
、
指
摘
さ
れ
て
い
る
区
別
原

理
を

ほ
ぼ
忠
実

に
反
映

し
て
い
る

の
が
認
め
ら
れ
た
。

つ
ま
り
毛
詩
抄

は
、

こ

の
点

に
関
し

て
当
時

の
口
語
を
か
な
り
忠
実

に
反
映
し

て
い
る
と
言

っ
て
よ
か

ろ
う
。

と

こ
ろ

で
、
毛
詩
抄
が
清
原
宣
賢
講
の
筆
録
を
基

に
林
宗
二
ら

が
成

し
た
聞

G
書

で
あ
る

こ
と
は
周
知

の
通
り
で
あ
る
。

そ
う
す
る
と
、
従
来

の
解
釈

で
は
荘

子
抄
前
半
部

も
宣
賢
講

に
基

い
て
成

っ
た

「
聞
書
」
と
さ
れ

て
い
る
の
で
あ

る

か
ら
、

こ
の
両
抄
物

は
同

一
講
述
者

に
依

り
な
が
ら
、

一
方
は
口
語
を

よ
く
反

映

し
、

一
方

は
反
映
し
な
い
と
い
う

こ
と
に
な
る
。

毛
詩

抄
が
基

い
た
講
述

の
講
述
者

が
宣
賢

で
あ
る

こ
と
は
動

か
な

い
も

の
で

あ
る
し
、
荘

子
の
講
述
が
あ
り
、

そ
の
講
述
者
が
宣
賢
で
あ

っ
た
ろ
う

こ
と
も

そ
の
推
察

に
疑
い
を
挾
む
余
地
は
無

さ
そ
う

で
あ
る
。

ま
た
、
宣
賢
が
詩

経
の

講
と
荘

子
の
講

と
で
語
り
口
を
変
え
た
と
は
思
い
難

い
。
従

っ
て
問
題
が
あ
る

と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
両
抄
物

の
製
作
者
側

に
起
因
す
る
も
の
の
筈

で
あ
る
。

つ

ま
り
以
下

の
二
様

の
解
釈
が
可
能

か
。

毛
詩
抄
、
荘

子
抄
前
半
部

と
も
講
述

の
場
と
関
連
す

る
聞
書

で
あ
る
と
す

る

な
ら
ば
、
両
抄
物

の
差

は
、

そ
の
作

製
上

の
意
識
な

い
し
は
態
度

の
違
い
に
依

る
、
例

え
ば
毛
詩
抄
は
講
述
者

の
語
り
に
忠
実

で
あ
る
が
荘
子
抄
前
半
部

は
か

な
り
変
え

て
し
ま

っ
た
な
ど
と
解
す

る
こ
と
が

で
き
る
だ
ろ
う
。
既

に
説
か
れ

て
い
る
よ
う

に
、
聞
書

で
あ
る
か
ら
と
言

っ
て
も
口
語
そ
の
も

の
で
あ
る
必
要

(
8
)

は
な
い
の
で
あ
る
。

も
う

一
つ
の
考
え
方
と
し

て
は
、
毛
詩
抄
は
聞
書

で
あ
る
が
、
荘

子
抄
前
半

部

は
講
述
お
よ
び
講
述
筆
録
と
は
直
接
的
関
係
を
持
た
ず

に
成

っ
た
抄
で
あ

る

と

い
う
よ
う
に
、
両
抄
物

の
成
立
事
情

そ
の
も

の
が
違
う
為

に
差
を
見
る
に
至

っ
た
と
解
す
る
立
場
も
許
さ
れ
よ
う
。

要
す
る

に
荘
子
抄
前
半
部
は
聞
書

で
は
な
い
と
す
る
余
地
も
ま
だ
残

さ
れ
て

い
る

の
で
あ
る
。

奥
書
か
ら
す
れ
ば

、
荘
子
抄
後

半
部

と
し
て
姿
を
留
め
る
抄
を
手
控
と
し
た

清
原
宣
賢

の
講
述

が
行
な
わ
れ
た
こ
と
は
恐
ら
く
事
実

で
あ
ろ
う
。
そ
し

て
荘

子
抄
前
半
部

が
口
語
的
色
彩

に
富

ん
だ

「
ゾ
体
」
抄
物

で
あ
る
と

い
う
こ
と
も

否
め
な

い
事
実

で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
奥
書

の
記
載

の
問
題
、
サ
行

イ
音
便

の
問
題
、
更

に
、
次

に
述

べ
る
、
文
末
辞

の
不
自
然
な
分
布
な
ど
を
考
え
合
わ
せ
る
な

ら
ば
、
荘

子

抄
前
半
部

と
い
う
抄
物
は
講
述
及
び
筆
録

に
基
く
聞
書

で
は
な
く
、

そ
れ
ら
と

一
31
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の
直
接
的
関
係
を
持
た
ず
に
成

っ
た
抄
と
考
え
て
然

る
べ
き
も
の
で
は
な

い
か

と
思
う
の
で
あ
る
。

さ
て
以
下

に
、
荘
子
抄
の
特
殊
性
を
最
も
明
確

に
示
し

て
い
る
文
末
の
様
子

を
見
て
み
よ
う
と

思
う
。
前
半
部

は

「
ゾ
終
止

」
七
割
強
、

「
ナ
リ
終
止
」

一

割
弱
、
後
半
部

は

「
磁

止
」

一
分
弱
、

「
ナ
リ
終
止
」
六
割
弱
と
な

.
て
い

る
旨

の
指
摘
を
見

る
が
、

こ
の
よ
う

な
点

に
関
し

て
い
ろ
い
ろ
と
考
え

て
み
よ

う
と

い
う
の
で
あ
る
。

資
料
と
し
て
は
土
井
本
を
用

い
、
各
巻

の
首
尾
と
中
間

の
三
箇
所

に
つ
い
て

各

五
丁
分

の
調
査
を
行

っ
た
。
便
宜
上
、

そ
の

一
文
に
仮
名
が
存
し
た
場
合
、

そ
の
文
末

の
状
態
の
如
何
を
数
値

の
対
象
と
し
た
。
な
お
そ
の
際

に
、
少

し
で

も
後

へ
続
き
そ
う
に
考
え
ら
れ
る
も
の
は
続
く
と
見
な
し
、

ま
た
、
引
用
な
ど

の
漢
文
注
は
数
え
な
い
こ
と
と
す
る
。
数

え
方

に
依

っ
て
は
数
値

に
若
干

の
変

動

が
出

る
か
も
し
れ
な
い
が
大
方

の
傾
向
は
動

か
な
い
と
思
う
。
以
下

に
そ

の

(
10
)

数
値
を
示
す

(
括
弧
内

の
数
値
は
、
該
当
箇
所

に
於

い
て
、
そ
の
形

の
文
が
占

め
る
百
分
率
を
示
す
)
。

こ
の
表
を
見
る
限
り
に
お
い
て
次

の
よ
う
な
こ
と
が
指
摘
さ
れ
よ
う

か
。

③

「
也

(
ナ
リ
)
」
で
終
止
す

る
文

(
以
後
也
型
文
と
称
す
る
)
に

つ
い
て

は
、
巻

四
首
以
前
と
そ
れ
よ
り
後
と

で
は
顕
著
な
差
が
あ
る
。

つ
ま

り
前
半

部

で
は
最
高

で
も
巻

四
首

の
14

・
3
%
、
他

は

一
桁

に
留
ま
る
の
に
対
し
、

後
半
部

で
は
最
低

で
も
巻
五
中

の
43

・
8
%
、
残
り
は
50
～
60
%
台

の
値
を

示
し

て
い
る
。

④

「
ゾ
」

で
終
止

す
る
文

(以
後

ゾ
型
文
と
称
す
る
)
に

つ
い
て
も
巻
四
首

以
前
と

そ
れ
よ
り
後

と
で
は
顕
著
な
差
を
認
め
得
る
。

つ
ま
り
、
前
半
部

で

一32「



は
最
低

で
も
巻
三
首
が
58

.
8
%

で
、
他
は
60
～
70
%
台
を
示
す

の
に
対
し

後
半
部

で
は
何
れ
も

5
%
以
内

に
留
ま
る
。

⑤
文
末

に

「
ゾ

.
也

(
ナ
リ
)
」

の
何
れ
も
現
わ
れ
な

い
文

(
以
後

0
型
文

と
称
す
る
)

に
つ
い
て
は
、
巻

四
首
以
前

の
部
分

は
そ
れ
よ
り
後

に
比

べ
て

小

さ
な
値
を
示
す
傾
向

に
あ
る
よ
う
だ
が
」

こ
れ
は
③
④
両
項

ほ
ど

の
大
差

を
見
せ
な

い
。

な
ど

の
事
柄
が
窺

わ
れ
よ
う
。
従
来

言
わ
れ

て
い
る
通
り
、
巻
四
途
中

に
転
換

点
が
在

っ
て
、
前
半
ゾ
体

、
後
半
也
体
と

い
う
明
ら
か
な
文
体
差

が
存
し

て
い

る
と
言

っ
て
よ
い
と

こ
ろ

で
あ
ろ
う
。

さ

て
こ
こ
で
以
上

に
示
し
た
数
値
を
、
毛
詩
抄
及
び
毛
詩
聴
塵

に

つ
い
て
土

(
11
)

井
洋

一
氏

が
明
ら
か

に
さ
れ
た
も

の
と
比

べ
て
み
よ
う
と
思
う

(表
中

、
括

弧

内

の
数
値

は
私

に
加
え
た
も
の
で
、
総
計

に
占
め
る
、
そ
の
型

の
用
例
数
の
百

分
率

で
あ

る
)
。

こ
の
表
を
見
る
限
り
に
お

い
て
、
次
の
よ
う
な

こ
と
が
指
摘

さ
れ

よ
う
か
。

⑥
毛
詩

聴
塵

に

つ
い
て
は
、
也
型
文

・
ゾ
型
文

・
0
型
文

の
占
め
る
割
合

は

荘

子
抄
後
半
部

の
状
態
に
よ
く
似

て
い
る
。

⑦
ゾ
型
文

に

つ
い
て
、
毛
詩
抄

で
は
90
%
を
示
す

の
に
対

し
、
荘

子
抄
前
半

部

で
は
高
く

て
76
%
、
平
均

で
は
66

・
8
%

で
し
か
な

い
。

⑧
也
型
文

に
つ
い
て
、
毛
詩
抄
と
荘

子
抄
前
半
部
と

の
間
に
大
差

は
認
め
ら

れ
ず
、

ほ
ぼ
似
通

っ
た
数
値
を
示
す
。

⑨

o
型
文

に
つ
い
て
、
毛
詩
抄

で
は

6
%
強
を
占
め
る
に
留
ま

る
が
、
荘

子

抄
前
半
部

で
は
低
く

て
も
15

・
8
%
、
平
均

で
は
25

・
5
%

に
も

の
ぼ
る
。

(
こ
れ
ら
⑥
か
ら
⑨
項

の
う
ち
⑦

に

つ
い
て
は
、
既
に
土
井
氏

の
言
及
を
見

(12
)

る
。
)

す
な
わ
ち
、
荘
子
抄
後
半
部

は
毛
詩
聴
塵
の
状
態
に
同
じ

で
あ
る
が
、
前
半

部
は
聞
書

で
あ
る
毛
詩
抄
と
比

べ
て
い
ろ

い
ろ
な
違

い
を
見
せ
て
い
る
。
前
半

部

は
毛
詩
抄

に
比

べ
て
、
ゾ
型
文

の
出
現
比
率
が
か
な
り
低

い
の
で
あ
る
が
、

也
型
文

の
比
率
は
両
抄
物
と
も

ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
か
ら
、
ゾ
型
文

の
低
下
分

は

0
型
文

へ
ま
わ

っ
て
い
る
と

み
る

こ
と
が
で
き
る
。

で
は
何
故
、
荘
子
抄
前
半
部

に
於

い
て

ー
ゾ
型
文

の
割
合
が
低
く
な

っ
て
い
て
、

Ⅱ
そ
の
分
、
0
型
文

の
割
合

が
高
く

な
る

な
ど
と

い

っ
た
こ
と
が
起

こ
る
の
か
、
と

い
う
疑
問

に
立
ち
至
る

の
で
あ

る
。

一33「

以
上

に
示
し
た
よ
う
な
問
題
を
考
え
る
端
緒
を
求

め
て
、

こ
こ
で
蒙
求
抄
に

注
目
し
て
み
た

い
と
思
う
。

(
13
)

蒙
求
抄

の
成

立
・諸
本

・系
統
な
ど
に

つ
い
て
は
鈴
木
博
氏

に
詳
論
が
あ
る
。

蒙
求
抄
中
、
筆
者

の
見
る

こ
と
が
叶
う

の
は
抄
物
資
料
集
成
第

六
巻
所
収

の
古



活
字
版
七
巻
七
冊
本

で
あ
る
。

こ
れ
は
鈴
木
氏

に
依

る
と
、
清
原
宣
賢

に
よ
る

享
禄

二
年

の
講
述
に
基

い
て
林
宗

二
が
成

し
た
も

の
に
属
す
る
。

そ
の
点

で
は

毛
詩
抄
と
同
様
の
成

り
立
ち
な

の
で
あ
る
が
、
筆
者
が

こ
こ
で
敢
え

て
蒙
求
抄

に
注
目
し
た

の
は
次

の
よ
う

な
点
を
重
く
み
た
か
ら
で
あ

る
。

先

の
鈴
木
氏

の
論
に
依

る
と
、

こ
の
系
統

に
属
す
る
蒙
求
抄
中
最
善
本

と
さ

れ
る

両
足
院
蔵

の

写
本

二
種

(存
三
冊
本

、
存

四
冊
本
)
な
ど

の

「
馬
安
」

(七
冊
本
巻

五
44
裏

)
の
右

に
次

の
よ

う
な
注

記
が
見

ら
れ

る
と

い
う
。

馬
安
伝

ヨ
リ
聞
書

ナ
シ
。
梅
屋
抄
、
井
、
真
座
主
聞
書
、
井
、

首
書

ヲ
モ

ツ
テ
補
之

。

(句
読
点
、
鈴
木
氏
)

こ
れ
は
鈴
木
氏
が
説
か
れ
る
よ
う

に
、
馬
安
伝

以
後

は
宣
賢

の
講
義
を
筆
録
し

た
も

の
が
な
く
、
梅
屋
抄
や
真
座
主
聞
書

(先

の
存
四
冊
本

は

「
真

首

座

聞

書
」
と
し

て
い
る
と

い
う
)
や
首
書
な
ど
を
用

い
て
補

う
旨
を
示
し
て

い
る
の

で
あ
ろ
う
。

氏

に
依
る
と
、
梅

屋
抄
な
る
も

の
は
蒙
求
聴
塵
と
比

べ
る
と
宣
賢
講

に
既
に

か
な

り
引
用

さ
れ

て
い
た
も
の
の
よ
う

で
あ
り
、
ま
た
、
首
書
な

る
も

の
は
業

賢
書
写

の
標
題
補
注
蒙
求

の
上
部
等

に
宣
賢
が
漢
文
で
頭
書
を
加
え
た
も

の
で

所
謂

カ
ナ
抄
物

で
は
な

い
よ
う
で
あ

る
。

そ
し

て
、
真
座
主

(真
首
座
)
聞
書

な
る
も

の
に
つ
い
て
は
宣
賢
講

の
聞
書
か
と
推
定

さ
れ
た
上
で
、

氏
は
蒙
求

抄

を
蒙
求
聴
塵
と
比
較

せ
ら
れ
、

「
馬
安
」
以
後

も
そ
れ
以
前

と
同
様
、
宣
賢
講

に
基

い
て
成

っ
た
聞
書

と
し
て
大
過
な

い
と
説
か
れ
る
。

と

こ
ろ
が
筆
者
が
蒙
求
抄

の
前
半
部

(
「
馬
安

」
よ
り
前
)
と
後

半
部

と
を

比
較

し
て
み
た
と

こ
ろ
様

々
な
差
を
認
め
得
た
。
例

え
ば
、
前
半

の
巻

一
、

二

で
は
地

の
文

で
の

「候
」
を

か
な
り
豊
富
に
見

る
が
、
後
半

の
巻
六
、
七
で
は

全
く
見
な

い
。

ま
た
比
況

の
表

現

と

し

て
、
前
半

で
は

「
ヤ

ウ
ニ

・
ヤ
ウ
ナ

(
ル
)
」

を
専
用
し
て
い
る
が
、

後
半

で
は

「
如

(
ク
)

二

.
如

(
ク
)

ナ

(
ル
)
」
を

も
多
用
す

る
。
ま
た
推
量

の
助
動
詞
で
は
、
前
半

の

「
ウ

.
ラ
ウ
」

語
形
専
用

に
対
し
、
後
半

で
は

「
ン

・
ラ
ン
」
が

「
ウ

.
ラ
ウ
」
と
ほ
ぼ
拮
抗

し
て
現
わ
れ

る
な
ど
。
特

に
、
地

の
文

に
お
け
る
「
候
」
は
、

そ
の
使

用
者

の
、

相
手
を
意
識

し
た
丁
寧
表
現
と
考

え
ら
れ
る

の
で
、

そ
の
有
無
多
少

は
講
述
と

い
う
、
語
り
手
と
聞
き
手
と
が
実
際

に
同
席
す
る
場
を
経
た
か
否
か
と
い
う

こ

(
14
)

と
と
密
接
な
関
わ

り
を
持

つ
で
あ
ろ
う
こ
と
か
ら
重
要
視

さ
れ
よ
う
か
。
と
も

か
く
蒙
求

抄
が
首
尾

一
貫
し

て
宣
賢
講
述

に
基

い
て
成

っ
た
聞
書

で
あ
る
と
は

思

い
難
い

一
証
で
は
あ
る
。

そ
も
そ
も
、
宣
賢
講
述

の
筆
録

と
擬
せ

ら
れ
る
真
座
主

(真
首
座
)
聞
書

な

る
も

の
の
実

は
未
詳

で
あ
る
。
先

の
鈴
木
氏

の
論

に
依

れ
ば
存

三
冊
本

の
中

ノ

下
15
裏

(七

冊
本

五
35
表

に
該
当

)
に

真
首
座
聞
書

一
義
、
沈

ト
云

ヲ
埋
タ
カ
水

二
入

タ
カ
ト
云

ミ
。
盛
私
云
、
恐
非

歎
、
又
云

(中

略
)。
同
前
陵
谷

ツ
レ
ニ
ハ
此
碑

ハ
成

マ
イ
。

(
句
読
点
、
鈴

木
氏
)

の
よ
う
な
出
典
注
記
を
見
る
と
い
う
。

こ
の
箇
所

は
前
半
部

(
「
馬
安

」
よ
り

前
)

で
あ
る
。
仮

に
、

こ
の
真
座
主
聞
書
が
宣
賢
講
述

の
筆
録
と
す
れ
ば
宗

二

は

(自

ら
の
)
筆
録
と
併

せ
て
二
種
の
講
述
筆
録
を
用
い
て
前
半
部
ー1
聞
書
を

作

っ
た

こ
と
に
な

る
。
そ
し
て
こ
の
箇
所

に
真
座
主

(真
首
座
)
聞
書

を
わ
ざ

わ
ざ
引
い
た
と

い
う

こ
と
は
、
そ
の
内
容
が
自
ら

の
筆
録
と
異
な

っ
て
い
た
か

ら

こ
そ
で
あ

ろ
う
が
、
同

一
の
講
述
を
経
た
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
言
葉

は
と
も

か
く
、
そ
の
内
容

に
差
が
出
る

こ
と
が
あ

る
だ
ろ
う
か
。
可
能
性
皆
無
と
は
言
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わ
な
い
が
、
そ
の
よ
う
に
考
え
る
よ
り
も
、
む
し
ろ
宣
賢
講

に
基

い
て
成

っ
た

の
で
は
な

い
、
先
行
注
釈

の

一
と
し
て
の
位
置
を
与
え
た
方
が
無
理
の
少

な
い

(
15
)

解
釈
だ
と
考
え
る
。

以
上

の
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
る
な
ら
ば
、

こ
の
蒙
求
抄
と

い
う
抄
物

は
首
尾

一
貫
し

て
講
述

に
基

い
て
成

っ
た
聞
書
な

の
で
は
な
く
、

「
馬
安
」
よ
り
前

は

宣
賢
講
述
の
筆
録

に
基
く
宗

二
の
聞
書
、

そ
れ
以
後

は
講
述
と

の
直
接
的
関
係

を
持
た
ず
し
て
、
宗

二
が
先
行

の
諸
注
釈
書
を
参
看
引
用

し
な
が
ら
作

っ
た
抄

と

い
う

一
種

の
取

り
合
わ
せ
抄
物

と
考
え

て
然
る

べ
き
な
の
で
あ
る
。

そ
の
よ
う

な

蒙
求

抄
に

っ
い

て
、
そ
の
文
末

の
様
子
を
荘
子

抄
な
ど
と
同
様

の
方
針

に
従

っ

て
調
査
し
た
結

果
、
上

の
表

に

示
す
よ
う
な
数
値
を
得
た

(表
中
、
巻
五

の

「
中
前

・中
後
」
は
そ
れ
ぞ
れ
「
馬

安
」

の
直
前

と
そ
れ
以
後
で
あ
る
)
。

こ
の
表
を
見

る
限
り

に
お

い
て
次

の
よ
う
な
壌
柄
が
指
摘
さ
れ
よ
う
か
。

⑩

也
型
文

に

つ
い
て
、

「
馬
安
」
を
境
と
し

て

(中
前
と
中
後

と
の
間
を
境

と
し

て
)
後
半

は
最
低
で
も
8

・
2
%
、
平
均

14

・
-
%
を
占

め
る
の
に
対

し
、
前
半

で
は
巻

一
首
、
巻

二
尾
、
巻
三
首
尾
の
四
箇
所
が
例
外
的

に
高

い

が
、
他

は
ど
れ
も

0

・
6
～

4
%

に
収
ま
る
。

⑪
ゾ
型
文

に

つ
い
て

「
馬
安
」
を
境
と
し
て
、
後
半
は
最
高

で
も

78

.
9
%

平
均

で
は
72

・
-
%
を
占
め

る
に
留
ま
る
が
、
前
半
で
は
巻

一
首
、
巻
二
尾

巻
三
首
尾
が
例
外
的
に
低

い
が
他
は
ど
れ
も

85
%
以
上

も
の
値
を
示
す
。

⑫

o
型
文

に
つ
い
て
は

「
馬
安
」
を
境
と
し
た
前
後

の
間

に
⑩

⑪
ほ
ど
明
ら

か
な
差

は
認
め
得
な
い
よ
う
で
あ
る
。

以
上

の
よ
う

に
、
い
く

つ
か

の
例
外

は
存
在
す
る
け
れ
ど
も
、

「
馬
安
」
を

境
と
し
て
前
後

の
間
に
文
末

の
様
子
に
差
が
あ
り
そ
う
な
と

こ
ろ
で
あ
る
。

そ

れ
ら
の
例
外

に
し
て
も
、
例
え
ば
巻

一
首

に
つ
い
て
、
そ
の
也
型
文
21
例

の
う

ち
14
例
が

一
表
か
ら
裏
途
中
ま

で
の

「
標
題
徐
状
元
補
注
蒙
求

巻

一
」

と
い
う

表

題
の
注
部
分

牝
集
中
し

て
い
る
わ
け

で
、
そ
の
こ
と
を
差
引
い
て
考
え
れ
ば

何

ら
例
外
と
す
る
に
足
ら
な

い
も
の
で
あ
ろ
う
。
他

の
巻

二
、
三
の
例
外

に
つ

い
て
は
そ
の
よ
う
な
偏
り
を
特
に
認
め
得
な

い
が
、

や
は
り
何

ら
か
の
特
殊
な

事
情

に
依
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

そ
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
、
蒙
求
抄

の
「
馬
安
」

よ
り
前
と
そ
れ
以
後
と
で
、

言
い
換
え
れ
ば
講
述

に
基
く
聞
書
と
、
講
述
と
は

直
接
関
係

の
な

い
抄
と
の
間

で
、
文
末
の
様
子

に

つ
い
て
、
大
ま

か
に
言

っ
て

次

の
よ
う
な
傾
向
が
認
め
ら
れ

そ
う
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
聞
書

は
ゾ
型
文

の
比

率
が
高

く
、
言
わ
ば

「
ゾ
」

で
終
止
す
る
こ
と
が

ほ
ぼ
徹
底
す

る
の
に
対
し
、

抄
で
は
也
型
文

の
増
加

に
伴

っ
て
ゾ
型
文

の
比
率
が
低
下
し
、
言
わ
ば

「ゾ
」
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で
結

ぶ
と

い
う

こ
と
が
徹
底
し
な

い
と

い

っ
た
傾
向
が
存
す
る
よ
う

で
あ
る
。

指
定
辞

「
ゾ
」
は
主
観
的
色
彩
が
強
く
、
常

に
聴
者
を
意
識
し
た
表
現

で
あ

(
16

)

(
17

)

る
と
説
か
れ
た
り
、
講
述
専
用

の
用
語

で
あ
る
と
説
か
れ

て
い
る

こ
と
を
思
う

時
、

「
ゾ
」

で
結
ぷ
と
い
う
こ
と
が
抄
物

の

ス
タ
イ
ル
と
し

て
あ
る
程
度
確
立

し
て
い
た

に
せ
よ
、
講
述

を
実
際

に
経
た
聞
書

に
対
し

て
講
述
を
経

て
い
な
い

抄

に
於

い
て
、
ゾ
型
文

の
出
現

の
比
率
低
下
=
ゾ
終
止

の
徹
底
が
為

さ
れ
な

い

=
と

い
う

こ
と
が
見

ら
れ
る
の
は
理
屈

の
上

か
ら
も
容
易

に
考
え
得

る
と

こ
ろ

で
は
な
い
か
と
思
う
。

以
上

に
述

べ
て
き
た
よ
う
な
考
え
方
が
荘
子
抄
前
半
部
と
毛
詩

抄
と
の
違

い

を
考

え
る
の
に
役
立

つ
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

先

に
示
し
た
よ
う
に
両
抄
物
は
同

一
人
物

の
講
述

に
依
る
と
さ
れ
て
い
る
に

も
関
わ
ら
ず
、

ー
ゾ
型
文

の
出
現
率

に

つ
い
て
、
毛
詩
抄

で
は
90
%
以
上

で
あ
る
の
に
対
し

て
、
荘
子
抄
前
半
部

で
は
平
均

66

・
8
%
と
い
う
低

い
値
を
示
す
。

五
〇
型
文

の
出
現
率
に

つ
い
て
は
毛
詩

抄
で
は
6
%
程
度

に
過
ぎ

な
い
が
、

荘
子
抄
前
半
部

で
は
平
均

25

・
5
%
も
の
値
を
示
し
、
む
し
ろ
毛
詩
聴
塵
や

荘
子
抄
後
半
部

に
近

い
状
態

に
あ
る
。

な
ど

の
相
違
点
が
認
め
ら
れ
た
。

こ
の
ー
に

つ
い
て
次

の
よ
う
に
考
え
る

こ
と

が
可
能

で
は
な
い
か
。

つ
ま
り
、
聞
書

と
抄
と

で
は
ゾ
型
文
の
出
現
率

に
差
が

あ
り
、
聞
書

で
は
概

し
て
数
値
が
高

い
ーー
ゾ
終
止
が
徹
底
さ
れ
る
の
に
対
し

て

抄

で
は
そ

の
徹
底
が
達
せ
ら
れ
な

い
の
で
あ
る
が
、
毛
詩

抄
は
蒙
求
抄
前
半
と

同
様
、
講
述
と
直
接
的
関
係
を
持

つ
聞
書

で
あ
り
、

そ
れ

に
対

し
て
荘
子
抄
前

半
部
は
蒙
求

抄
後
半
と
同
様
、
講
述
と
の
直
接
的
関
係
を
持
た
ず

に
定

っ
た
抄

で
あ
る
か
ら

こ
そ
、
両
抄
物

の
間

で
I

の
よ
う
な
差
を
見
る
に
至

っ
た

の
で
は

な
い
か
。

先

に
述

べ
た
、
奥
書

の
記
載

に
関
す
る
問

題
、
音
便

に
関

す
る
問
題
な
ど
を

考

え
合
わ
せ
る
な
ら
ば

、
荘
子
抄
前
半
部

に

つ
い
て
は
講
述

に
基
く
聞
書
で
は

な
く
、

そ
れ
と
直
接
的
関
係
を
持
た
ず
に
成

っ
た
抄

で
あ
る
と
考
え
る

の
が
妥

当

で
あ

る
。

さ
て
荘
子
抄
前
半
部
を
以
上

の
よ
う
に
見

る
と
し

て
、
そ
の
製
作
は
如
何

に

し
て
行

な
わ
れ
た
か
。
蒙
求
抄
後
半

は
梅
屋
抄
、
真
座
主

聞
書
、
首
書
な
ど
の

先
行
注
釈
書
を
参
看

引
用
し

つ
つ
作

ら
れ
た
と

い
う
。

こ
こ
で
は
荘

子
抄
前
半
部
が
作
ら
れ
る
際

に
参
看
引
用
さ
れ
た

で
あ
ろ
う
先

行
注
釈
と
し

て
、
荘
子
抄
後
半
部

と
い
う
形

で
そ
の
姿
を
留
め
る

宣

賢

の

抄

(
18
)

(後
半
部
が
宣
賢
の
抄

で
あ
る

こ
と
は
土
井
氏

の
御

指
摘

の
あ
る
と

こ
ろ
で
あ

(
19
)

り
、
文
末

の
状
態
、
動
詞

の
音
便
現
象
が
毛
詩
聴
塵

の
そ
れ
と
よ
く
似

て
い
る

こ
と
な
ど
か
ら
見
て
も
動
か
な

い
と
こ
ろ
と
思
わ
れ
る
)
を
想
定
し
た

い
。
と

い
う
の
も
次

の
よ
う
な
例

の
存
在

に
よ
る
。

(第

一
冊

1
裏

ー1
巻

一
)

口
義

ハ
ロ
号

ソ

ク

チ

ス
サ

ミ

ソ
此

モ
後

序

ニ
ア

(第

五

冊

54
裏

=

後

序

)

口
義

ハ
ロ
号

也

ク
チ

ス
サ

ミ
也

.

.

.

.

.

.

メ

ヘ
テ

ヲ

ニ
=
ス
ル
ヲ

リ
此

書

以

二
口
義

一名

者

謂

下
其

不

レ
為

レ
文

雑

二
裡
俗

一而

直

述

上
レ
文

也

言

・

・

・

・

・

…

謂

其

不

.

ハ
文

ニ
テ
ハ
ナ
ク
賎

イ
俗

ナ
コ
ト

ヲ
マ
シ

ヘ
テ
注

ス
ル
ヲ
云

口
義

ハ
世

界

・
文

ニ
テ

ハ
ナ

シ
賎

イ
俗

ナ

「

ヲ
マ
シ

ヘ
テ
注

ス
ル

.
也

口
義

ハ
世
界
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二
云

口
ス
サ
ミ

.
テ
ロ

ニ
任
テ

・
ス

ル
ト
云
心
也

{
二
云

ロ
ス
サ
ミ

ニ
テ
ロ

ニ
任

テ
注

ス
ル
ト
云
心
也

こ
の
よ
う
に
似
た
表
現
が
前
後
半

に
渉

っ
て
存
在

す
る
と

い
う

こ
と
は
両
者

の
間

に
何
ら
か
の
関
係
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、

そ
れ
が
講
述

を
媒
介

と
す

る
手
控
-

聞
書
と

い
う
間
柄
で
な

い
と
な
れ
ば
、
荘
子

に

つ
い
て
の
宣
賢

の
講
述
が
行
な
わ
れ
た

の
は
事
実

と
し

て
も
、

こ
の
荘
子
抄
前
半
部
は
そ
の
講

述

(筆
録
)
と
直
接

の
関
係
を
持
た
ず

に
、
宣
賢

の
抄
を
直
接

の
下
敷
と
し
て

何
者
か
が
作

り
出

し
た
抄

で
あ
る
と
考
え
る

こ
と
が
で
き

そ
う

で
あ
る
。

そ
の
よ
う
に
考
え
る
と
先
の
五
の
問
題
も
解
決

の
糸

口
が
見
え

て
く
る
の
で

は
な

い
か
。

つ
ま
り
、
宣
賢

の
抄
で
は

(荘
子
抄
後
半
部

の
如
く
)
也
型
文
と

0
型
文
と
が
混
在
し

て
い
る
わ
け
だ
が
、

そ
れ
を
基

に
ゾ
体
抄
物
を
作

ろ
う
と

し
た
際

に
、
同
じ
指
定
辞
と
し

て

一
つ
の
注

釈
文

の
末

に
付
す

「
也

(
ナ
リ
)
」

に
つ
い
て
は

「ゾ
」

へ
の
置
換
え
が

ス
ム
ー
ス
に
い

っ
た
け
れ
ど
も
、
何
も

な

い
0
型
文

に

つ
い
て
は
、
そ

の

一
部

に

「
ゾ
」
が
付

さ
れ
た

に
せ
よ
、
ほ
と

ん

ど

の
場
合

は
そ
の
ま
ま
取
込
ま
れ
て
し
ま

っ
た
為

に
荘
子
抄
前
半
部

の
o
型
文

は
そ
の
比
率

に
於

い
て
、
毛
詩
抄

な
ど

に
比

べ
て
ず

っ
と
高
く
、
む
し
ろ
毛
詩

(
20
)

聴
塵
や
荘
子
抄
後
半
部

に
近

い
値
を
示
す
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

以
上

に
述

べ
た
事
柄
を
ま
と
め
る
と
次

の
如
く

で
あ
る
。

④
既
説

の
通
り
、
荘

子
抄
後
半
部
は
宣
賢
の
抄

の
後
半
部

で
あ
る
。

⑧

そ
の
抄

に
基

い
て
宣
賢

の
講
述

が
行

な
わ
れ
た
の
は
事

実

で
あ

る

に
せ

よ
、
荘
子
抄
前
半
部

は
そ
の
講
述
と

の
直
接
的
関
係
を
持
た
ず

に
、
宣
賢
抄

を
直
接

の
下
敷
と
し
て
作
り
出
さ
れ
た
抄

で
あ

っ
て
、
聞
書

で
あ
る
と
は
思

わ
れ
な
い
。

◎

そ
の
抄
製
作

が
何

ら
か
の
理
由
に
依

っ
て
途
中

で
放

棄
さ
れ
た
為

に
、
仕

方
な
く
取
り
合

わ
せ
ら
れ
た
。

つ
ま
り
抄
と
抄
と

の
取

り
合

わ
せ
抄
物
が
荘

子
抄

で
あ
る
。

⑪

そ
の
前
半
部
製
作
者
は
定
か
で
は
な
い
。
し
か
し
巻

一
末

に
あ
る

「享
禄

三
年
三
月
廿

五
日
於
能
州
畠
山
左
金
吾
義
総
亭
講
之

六
ケ
度
/

一
日

二
或

両

度
或

ハ
一
度
/
天
文
第
二
癸
巳
五
月
珊

日

破
関
子
宗
和
写
之
」
と
い
う
奥

書
か
ら
見
て
、
前
半
部
が
成

っ
た
の
は
享
禄
三
年
以
後

で
あ
り
、

そ
の
わ
ず

か
三
年
後

に
写
し
た

の
が
宗
和

で
あ
る

こ
と
か
ら
、
断
定

は
し
な

い
ま
で
も

こ
の
抄
は
宗
和

の
手

に
成

る
も

の
で
あ
る
可
能
性
は
か
な
り
高

い
も

の
の
よ

う

に
思
わ
れ
る
。

要
す
る
に
、
荘
子
抄
前
半
部

は
宣
賢

の
抄
を
中
心

に
、
恐
ら
く
は
他

の
先
行

注
釈
も
参
看
引
用
し
な
が
ら
作
り
出
さ
れ
た
宗
和

の
抄
と
見
な
す

こ
と
が
で
き

る
の
で
あ
る
。

言
い
換
え
れ
ば
、
宗
和
が

宣
賢

の
抄
を

参
看

引
用
し
な
が
ら

「
ウ
ズ

.
ウ
ズ

ル
」

「
マ
イ
」
な
ど
を
用
い
、
ま
た
、
サ
行

で
は
非
音
便
形
、

そ
の
他
の
行

で
は
音
便
形
を
用

い
…
…
な
ど
し
て
作

っ
た

口
語
的
色
彩
を
持

つ

ゾ
体
カ
ナ
抄
物
な

の
で
あ
る
。
た
だ
、
実
際

の
講
述
を
経
な
か

っ
た
た
め
に
講

述
専
用
と
さ
れ
る

「
ゾ
」
に
よ
る
文
終
止
が
聞
書

に
比

べ
る
と
徹
底
し
な

い
と

い
う
よ
う
な

こ
と
が
起

き
た
が
。

以
上

の
よ
う

に
、
文
末

の
様
子
な
ど
を
手
が
か
り
と
し
て
荘
子
抄

の
成
立
問

題
を
め
ぐ

っ
て
若
干
の
考
察
を
試
み
た
。

な
お
、
こ
の
よ
う
な
立
場

か
ら
す
れ
ば
荘
子
抄
前
半
部

の
口
語
的
色
彩
は
必

ず

し
も
講
述
に
依

ら
な

い
も

の
で
あ
る
。

そ
う
す
る
と
抄
物

の
口
語
的
色

彩
と

は

一
体
何
な

の
か
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
問

い
直

さ
れ

て
然
る

べ
き
で
は
な
い

か
と
思
う
。

そ
の
よ
う
な
問
題
に
関
し

て
は
現
在
検
討
中

で
も
あ
り
、
次
稿

に

一
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譲
り
た

い
と
思
う
。
大
方

の
御
批
正
を
乞
う
次
第

で
あ

る
。

注

寿
岳
章
子
氏

「抄
物
目
録
Ⅱ
」

(国
語
国
文
勿
ノ
ー
)

土
井
洋

一
氏

「宣
賢
講
荘
子
抄
の
成
立
と
そ
の
価
値
」

(国
語
国
文
35
/
4
)

小
林
祥
次
郎
氏

「
足
利
学
校
本
荘
子
抄
の
紹
介
」

(国
文
学
言
語
と
文
芸
㎎
)

前
掲

(
1
)
土
井
氏
論
文

同

(3
)

大
塚
光
信
氏

「史
紀
抄
に
つ
い
て
」

(
「抄
物
資
料
集
成
」
第
七
巻
)

前
掲

(
1
)
土
井
氏
論
文

橘
本
四
郎
氏

「
サ
行
四
段
活
用
動
詞
の
イ
音
便
に
関
す
る

一
考
察
」

(国
語
国
文
3ー
ノ
4
)

臭
村
三
雄
氏

「
サ
行
イ
音
便
の
消
長
」

(国
語
国
文
訂
ノ
ー
)

大
塚
光
信
氏

「抄
物
文
」

(
「岩
波
講
座
日
本
語
10
・
文
体
」
)
な
ど
で
説
か
れ
る
よ
う
に
、

一
体
、
抄
物
は
先
行
す
る
注
釈
、
諸
説
を
参
看
引
用
し
な
が
ら
為
さ
れ
る
注
釈
活
動
の
産
物
で

あ
る
。
注
釈
と
い
う
行
為
は
あ
く
ま
で
原
典
の
思
想

・
内
容
の
理
解
、
伝
達
が
目
的
で
あ
る
か

ら
、
そ
の
表
現
に
如
何
な
る
言
葉
が
用
い
ら
れ
る
か
は
第
二
義
的
の
筈
で
あ
る
。
従

っ
て
同
じ

思
想

・
内
容
の
表
現
で
あ

っ
て
も
、
そ
の
抄
物
の
作
者
が
漢
文
を
以
て
し
よ
う
と
す
れ
ば
漢
文

体
抄
物
が
で
き
、
俗
語
を
混
え
た
ロ
語
で
著
せ
ぱ
必
然
的
に
そ
の
よ
う
な
抄
物
と
な
る
。
聞
書

(そ
れ
は
講
述
と
い
う
形
で
先
行
の
注
や
説
を
享
受
し
て
成

っ
た
抄
物
と
把
え
ら
れ
る
)
の
成

立
も
同
様
で
あ

っ
て
、
そ
の
思
想

・
内
容
は
と
も
か
く
、
そ
の
表
現
に
使
わ
れ
る
言
葉
は
製
作

者
側
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
。
こ
の
よ
う
な
問
顯
に
つ
い
て
は
稿
を
改
め
て
考

え
た
い
と
思
う
。

前
掲

(1
)
土
井
氏
論
文

上
接
の
語
や
用
法
の
達
い
な
ど
に
よ
う
て
文
末
の
在
り
方
が
左
右
さ
れ
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と

は
特
に
認
め
ら
れ
な
い
よ
う
な
の
で
、
単
な
る
数
的
な
処
理
を
行
う
に
留
め
た
。

土
井
洋

一氏

「抄
物
の
手
控
と
聞
書
」

(国
文
学
放
24
)

同

(11
)

鈴
木
博
氏

「蒙
求
抄
に
つ
い
て
」

(
「
抄
物
資
料
集
成
」
第
七
巻
)

こ
の
よ
う
な
問
題
に
つ
い
て
は
稿
を
改
め
て
報
告
し
た
い
と
考
え
て
い
る
。

こ
の
箇
所
を
見
る
と
、
真
座
主

(真
首
座
)
聞
書
か
ら
の
引
用
に
対
し
て
は
、
直
後
に

「盛
私

云
恐
非
歎
」
と
宗
二

(安
盛
)
は
否
定
の
見
解
を
示
し
て
い
る
。

一
方
、
同
様
の
事
柄
に
つ
い

て
述
べ
た
、
そ
の
前
の
部
分

(宣
賢
講
の
筆
録
に
依
る
で
あ
ろ
う
)
に
は
何
ら
の
批
判
も
見
な

い
に
と
か
ら
す
れ
ば
、
こ
の
真
座
主

(真
首
座
)
聞
書
は
宣
賢
の
講
述

(思
想

・
内
容
)
を
反

映
し
た
も
の
で
は
な
さ
そ
う
で
あ
る
。
や
は
り
宣
賢
講
に
基
い
て
成
る
も
の
で
は
な
さ
そ
う

で
、
先
行
注
釈
の

一
と
見
た
方
が
無
難
だ
ろ
う
。

春
日
和
男
氏

「ぞ
と
な
り
の
消
長
」

(
「存
在
詞
に
関
す
る
研
究
」
風
聞
書
房
)

前
掲

(11
)

前
掲

(1
)
土
井
氏
論
文

、

毛
詩
聴
塵
の
動
詞
の
音
便
に
つ
い
て
は
大
塚
光
信
氏

(
「
岩
波
講
座
日
本
語
10
・文
体
」
獅
ぺ
)

に
言
及
が
あ
る
。
数
値
化
さ
れ
て
な
い
が
、
そ
れ
に
よ
る
と
大
方
の
傾
向
は
荘
子
抄
蟹
半
部
の

も
の
と

一
致
し
そ
う
で
あ
る
。

憶
測
の
域
を
出
な
い
が
、

抄
物
の
文
終
止
の
在
り
方
に
つ
い
て
禅
門
は

「ゾ
」
、
博
士
家
は

「也

(
ナ
リ
)
」
と
い
っ
た
学
派
意
識
と
で
も
言
う
も
の
が
、
宗
二
、
宣
賢
ら
の
時
点
に
限

っ

て
は
存
し
た
の
で
は
な
い
か
。
講
述
が

「ゾ
」
で
止
め
ら
れ
、
そ
の
筆
録
も
そ
の
形
式
を
受
継

い
だ
に
せ
よ
、
そ
れ
を
基
に
聞
書
と
し
て
仕
立
て
る
に
際
し
て
は
、
注
釈
の
主
旨
か
ら
す
れ
ば

原
典
の
思
想

・
内
容
を
理
解
、
伝
違
す
れ
ば
よ
い
訳
で
あ
る
か
ら
、
ゾ
体
で
あ
ろ
う
と
也

(ナ

リ
)
体
で
あ
ろ
う
と
良
い
筈
で
あ
る
。
然
る
に
、
講
述
を
経
て

「ゾ
」
が
出
や
す
い
瑠
境
下
に

あ
る
蒙
求
抄
前
半
に
於
い
て
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
講
述
や
筆
録
と
は
直
接
関
係
の
な
い
、
言

わ
ば

「ゾ
」
終
止
と
な
る
必
然
性
の
な
い
後
半
部

に
於
い
て
も
、
そ
の
文
終
止
形
式
が
採
ら
れ

た
と
い
う
こ
と
は
補
作
者
宗
二
に
自
ら
の
抄
物
は

「ゾ
」
で
終
止
す
べ
し
の
如
き
意
識
が
存
し

た
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
宣
賢
の
抄
物
に
は
ゾ
体
の
も
の
を
見
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ

う
す
る
と
、
講
述
は

「ゾ
」
で
文
が
止
め
ら
れ
、
そ
の
筆
録
も
そ
れ
を
そ
の
ま
ま
に
受
継
い
だ

に
し
て
も
、
そ
れ
を
基
に
聞
書
を
作
る
際
に
は
、
禅
門
で
は
講
述
な
い
し
筆
録
の
形
式
を
受
継

い
で
徹
底
し
た
ゾ
体
、
博
士
家
は
也

(ナ
リ
)
体
と
し
て
著
わ
し
、
抄
を
作
る
に
つ
い
て
も
博

士
家
は
也

(ナ
リ
)
体
、
禅
門
は
ゾ
体
を
採
ろ
う
と
す
る
。
が
、
禅
門
の
抄
に
つ
い
て
は
講
述

を
経
て
い
な
い
故
、
他
の
影
響
を
よ
り
多
く
受
け
て
聞
書
ほ
ど

「ゾ
」
終
止
が
徹
底
し
な
い
と

い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
。
抄
物
を
書
き
著
わ
す
と
い
う
行
為
に
つ
い
て
右
の
よ
う
な
意

識
が
存
し
た
の
で
は
な
い
か
。

さ
て
荘
子
抄
の
成
立
に
つ
い
て
宗
和
の
影
の
濃

い
の
は
土
井
氏
の
説
か
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る

が
、
筆
者
は
前
半
部
の
作
者
と
し
て
宗
和
を
考
え
て
い
る
。
そ
う
す
る
と
荘
子
抄
前
半
部
の
成

立
に
つ
い
て

「也

(ナ
リ
)
」
か
ら

「ゾ
」

へ
と
い
う
置
換
え
は
ス
ム
ー
ス
に
い
っ
た
が
、
0

型
文
は
そ
の
ま
ま
取
り
込
ま
れ
た
と
い
う
こ
と
が
先
の
文
終
止
に
つ
い
て
の
意
識
の
問
題
と
か

ら
め
て
、
う
ま
く
説
明
で
き
そ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

一銘一


