
九州大学学術情報リポジトリ
Kyushu University Institutional Repository

徒然草「鼻のほどおこめきて」考 : 続オゴメク幻想

白石, 良夫
文部科学省主任教科書調査官

https://doi.org/10.15017/15077

出版情報：語文研究. 105, pp.54-69, 2008-05-20. 九州大学国語国文学会
バージョン：
権利関係：



徒
然
草
「
鼻
の
ほ
ど
お
こ
め
き
て
」
考

続
オ
ゴ
メ
ク
幻
想

白

石

良

夫

か
つ
あ
ら
は
る
＼
を
も
顧
み
ず
、
口
に
任
せ
て
言
ひ
散
ら
す
は
、

や
が
て
、
浮
き
た
る
こ
と
と
聞
ゆ
。
ま
た
、
我
も
ま
こ
と
し
か
ら

ず
は
思
ひ
な
が
ら
、
人
の
言
ひ
し
ま
＼
に
、
鼻
の
ほ
ど
お
ご
め
き

て
言
ふ
は
、
そ
の
人
の
虚
言
に
は
あ
ら
ず
。
げ
に
ノ
＼
し
く
所
々

う
ち
お
ぼ
め
き
、
よ
く
知
ら
ぬ
よ
し
し
て
、
さ
り
な
が
ら
、
つ
ま
ぐ

合
は
せ
て
語
る
虚
言
は
、
恐
し
き
事
な
り
。

〔
現
代
語
訳
〕
言
っ
て
い
る
は
た
か
ら
嘘
だ
と
ば
れ
る
の
も
か
ま

　
　
　
　
　
わ
ず
、
で
ま
か
せ
に
し
ゃ
べ
り
散
ら
す
の
は
、
根
も

　
　
　
　
　
葉
も
な
い
こ
と
だ
と
す
ぐ
に
わ
か
る
。
ま
た
、
自
分

　
　
　
　
　
で
も
信
じ
て
い
な
い
く
せ
に
、
人
の
言
っ
た
と
お
り

　
　
　
　
　
に
、
鼻
の
あ
た
り
を
う
ご
め
か
せ
て
語
る
の
は
、
そ

　
　
　
　
　
の
人
の
作
っ
た
嘘
で
は
な
い
。
い
か
に
も
も
っ
と
も

　
　
　
　
　
ら
し
く
、
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
を
曖
昧
に
し
て
、
よ
く
は

知
ら
な
い
ふ
り
を
し
て
、
そ
れ
で
も
辻
褄
を
あ
わ
せ

て
語
る
嘘
は
、
恐
ろ
し
い
こ
と
で
あ
る
。

議
論
は
文
献
学
上
の
問
題
と
な
る

　
徒
然
草
第
七
三
段
、
世
の
中
の
嘘
偽
り
と
い
う
も
の
に
つ
い
て
語
っ

た
と
こ
ろ
の
一
節
で
あ
る
。
右
の
本
文
は
、
定
評
あ
る
西
尾
実
校
訂
の

最
新
版
（
岩
波
文
庫
、
新
訂
版
は
安
良
岡
康
作
と
共
著
）
を
借
り
た
。

西
尾
校
訂
本
は
、
戦
前
か
ら
一
貫
し
て
、
そ
の
底
本
に
慶
長
一
八
年
古

活
字
版
を
使
用
す
る
。
本
稿
で
問
題
と
す
る
箇
所
の
底
本
の
正
確
な
表

記
は
「
鼻
の
ほ
ど
お
こ
め
き
て
」
で
あ
り
、
西
尾
は
濁
点
を
補
っ
て
そ

れ
を
「
鼻
の
ほ
ど
お
ご
め
き
て
」
と
校
訂
し
た
。

　
徒
然
草
の
こ
の
部
分
は
、
河
内
本
の
源
氏
物
語
帯
木
巻
を
ふ
ま
え
た
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表
現
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
徒
然
草
注
釈
史
の
舅
頭
『
徒
然
草
寿
命
手

抄
』
（
慶
長
九
年
刊
）
以
来
ず
っ
と
指
摘
さ
れ
て
き
て
お
り
、
源
氏
の

本
文
研
究
が
す
す
ん
だ
昭
和
以
後
は
、
作
者
兼
好
法
師
の
座
右
に
あ
っ

た
源
氏
物
語
が
河
内
本
系
本
文
で
あ
っ
た
こ
と
の
証
拠
と
し
て
、
よ
く

ひ
き
あ
い
に
出
さ
れ
て
も
き
た
。

　
わ
た
し
は
、
河
内
本
帯
木
品
の
「
を
こ
め
き
て
」
に
つ
い
て
、
前
々

稿
（
本
誌
一
〇
二
号
）
・
前
稿
（
同
一
〇
四
号
）
に
お
い
て
く
り
か
え

し
、
こ
れ
が
従
来
い
わ
れ
て
い
る
オ
ゴ
メ
ク
で
は
な
く
、
オ
コ
メ
ク
で

あ
っ
た
こ
と
、
そ
し
て
「
オ
ゴ
メ
ク
」
な
る
こ
と
ば
は
中
世
以
前
に
実

在
し
な
か
っ
た
、
近
世
の
源
氏
学
者
の
作
っ
た
架
空
の
古
典
語
で
あ
っ

た
、
と
い
う
こ
と
を
考
証
し
た
。
そ
し
て
、
そ
う
で
あ
る
と
す
る
な
ら

ば
、
右
に
引
用
し
た
徒
然
草
本
文
「
鼻
の
ほ
ど
お
ご
め
き
て
」
は
、
間

違
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
こ
と
は
、
前
々
稿
で
は
そ
れ
と
な
く

匂
わ
せ
た
（
つ
も
り
で
あ
っ
た
）
。
前
稿
で
は
、
「
お
ご
め
き
て
」
で
あ

る
は
ず
が
な
い
、
と
明
言
し
た
。

　
繰
り
返
す
。
わ
た
し
が
得
た
国
語
史
の
知
見
が
お
し
え
る
の
は
、
中

古
・
中
世
に
オ
ゴ
メ
ク
な
る
こ
と
ば
は
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

近
世
か
ら
近
代
に
か
け
て
オ
ゴ
メ
ク
と
認
識
さ
れ
た
古
語
は
、
じ
つ
は

オ
コ
メ
ク
で
あ
っ
た
。
徒
然
草
の
問
題
箇
所
も
当
然
、
「
オ
コ
（
烏
許
」
、
マ
）

メ
ク
」
で
あ
る
。

　
し
た
が
っ
て
、
本
稿
で
議
論
す
べ
き
は
、
河
内
本
源
氏
も
徒
然
草
も
、

オ
コ
メ
ク
と
い
う
こ
と
ば
が
忘
れ
ら
れ
て
、
ど
う
い
う
経
緯
で
そ
れ
が

「
お
（
を
）
こ
め
き
て
」
と
校
訂
さ
れ
る
に
至
っ
た
の
か
と
い
う
、
純

粋
に
文
献
学
上
の
問
題
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

二

古
語
の
清
濁
と
そ
の
校
訂

　
1
た
だ
し
当
該
の
問
題
は
次
一
兀
が
異
な
る

　
い
う
ま
で
も
な
い
こ
と
だ
が
、
中
世
か
ら
近
世
初
頭
に
か
け
て
、
古

典
文
学
作
品
の
書
写
に
濁
音
符
の
使
用
は
な
い
の
が
普
通
で
あ
る
。
江

戸
時
代
初
期
の
刊
本
も
同
様
。
や
が
て
、
写
本
で
も
版
本
で
も
、
一
部

で
濁
点
の
使
用
が
始
ま
る
。
だ
が
、
こ
の
時
代
の
文
学
作
品
の
テ
キ
ス

ト
の
清
濁
表
記
は
厳
密
で
な
い
と
い
う
の
が
、
専
門
家
の
も
つ
経
験
則

で
あ
る
。
今
日
一
般
に
、
中
世
以
前
の
文
学
作
品
の
翻
刻
校
訂
に
は
、

こ
の
無
濁
点
時
代
あ
る
い
は
濁
点
使
用
揺
藍
期
の
写
本
・
刊
本
が
底
本

と
し
て
使
わ
れ
る
。
だ
か
ら
、
無
濁
点
の
テ
キ
ス
ト
は
勿
論
、
濁
点
使

用
の
テ
キ
ス
ト
を
底
本
に
つ
か
う
場
合
に
お
い
て
も
、
濁
音
で
あ
る
べ

き
も
の
に
は
濁
点
を
補
う
、
こ
れ
が
国
文
学
の
慣
習
で
あ
る
。
濁
点
を

お
ぎ
な
う
こ
と
に
、
わ
れ
わ
れ
は
ほ
と
ん
ど
違
和
感
を
い
だ
か
な
い
。

た
だ
、
古
い
活
字
校
訂
本
で
は
、
江
戸
期
の
写
本
・
版
本
と
同
様
、
そ

の
濁
点
の
う
ち
か
た
が
総
じ
て
杜
撰
で
あ
っ
た
、
と
い
う
の
が
言
い
過

ぎ
な
ら
、
い
た
っ
て
お
お
ら
か
で
あ
っ
た
。
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濁
点
を
お
ぎ
な
う
と
い
う
こ
の
行
為
を
、
よ
く
、
通
読
の
便
に
配
慮

し
て
と
い
っ
た
読
者
サ
ー
ビ
ス
の
ご
と
く
に
考
え
る
研
究
者
が
い
る
。

だ
が
、
そ
れ
は
ま
っ
た
く
も
っ
て
心
得
違
い
で
あ
ろ
う
。
お
お
ら
か
な

翻
刻
で
ゆ
る
さ
れ
た
時
代
は
と
も
か
く
と
し
て
、
今
日
の
国
文
学
の
校

訂
作
業
で
は
、
濁
点
を
う
つ
か
う
た
な
い
か
は
、
す
ぐ
れ
て
学
問
的
な

判
断
を
迫
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
原
本
忠
実
主
義
を
標
榜
す
る
の
は
、

判
断
す
る
こ
と
に
臆
病
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
う
で
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
資
料
や
局
面
も
あ
る
こ
と
を
否
定
は
し
な
い
け
れ
ど
。

　
濁
音
か
そ
う
で
な
い
か
の
判
断
は
、
国
語
史
に
関
す
る
知
見
に
よ
る
。

で
あ
る
か
ら
、
そ
の
知
見
に
変
更
が
生
じ
れ
ば
、
そ
れ
に
と
も
な
っ
て
、

濁
点
を
付
す
か
付
さ
な
い
か
の
規
準
も
揺
れ
て
く
る
。
た
と
え
ば
、
現

代
語
で
「
ソ
ン
グ
（
注
ぐ
）
」
と
い
う
こ
と
ば
は
、
か
つ
て
は
、
古
語

で
も
ソ
ン
グ
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
た
か
ら
、
た
め
ら
う
こ
と
な
く
「
そ

そ
ぐ
」
と
校
訂
さ
れ
た
。
だ
が
、
亀
井
孝
に
よ
っ
て
、
江
戸
時
代
初
期

以
前
は
ソ
ソ
ク
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
（
『
国
語
と

国
文
学
』
二
四
巻
七
号
「
ソ
ソ
ク
〉
ソ
ン
グ
」
、
昭
和
二
二
年
七
月
）
。

亀
井
の
説
は
ま
ず
国
語
学
の
世
界
で
認
め
ら
れ
る
。
や
が
て
そ
れ
が
古

典
本
文
校
訂
に
生
か
さ
れ
る
。
今
日
で
は
、
だ
か
ら
、
近
世
初
期
以
前

成
立
の
作
品
の
本
文
は
、
こ
れ
を
「
そ
そ
く
」
と
す
る
の
が
学
問
的
な

校
訂
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
で
も
「
そ
そ
ぐ
」
と
す
る
場
合
は
、

規
準
上
の
固
有
の
論
理
（
た
と
え
ば
、
清
濁
は
い
っ
さ
い
現
代
語
音
に

従
う
、
と
い
っ
た
よ
う
な
）
を
用
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ソ
ン
グ
・

ソ
ソ
ク
に
か
ぎ
ら
ず
、
昨
今
、
古
語
の
清
濁
に
関
し
て
は
、
研
究
者
の

あ
い
だ
で
、
厳
密
で
あ
る
べ
し
と
い
う
傾
向
に
あ
り
、
今
後
も
こ
の
種

の
問
題
の
複
雑
化
は
予
想
さ
れ
る
。

　
そ
れ
は
と
も
か
く
、
右
の
伝
で
ゆ
け
ば
、
冒
頭
引
用
の
徒
然
草
の
校

訂
本
文
「
鼻
の
ほ
ど
お
ご
め
き
て
」
は
、
オ
ゴ
メ
ク
（
粗
く
）
と
い
う

古
語
の
存
在
が
自
明
で
あ
る
と
い
う
前
提
に
た
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、

そ
の
前
提
に
な
る
知
見
を
、
わ
た
し
は
否
定
し
た
。
徒
然
草
成
立
の
時

代
に
「
オ
ゴ
メ
ク
」
と
い
う
語
は
存
在
し
な
か
っ
た
、
と
言
っ
た
。
わ

た
し
の
説
が
学
問
的
に
認
め
ら
れ
る
な
ら
ば
、
今
後
、
当
該
箇
所
は
、

「
鼻
の
ほ
ど
を
こ
め
き
て
」
と
翻
刻
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
ソ
ン
グ
・

ソ
ソ
ク
の
場
合
は
同
一
の
言
葉
の
発
音
の
変
化
に
す
ぎ
な
い
が
、
オ
ゴ

メ
ク
・
オ
コ
メ
ク
は
、
ま
っ
た
く
平
語
で
あ
り
、
し
か
も
一
方
は
実
在

が
疑
わ
れ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
な
お
さ
ら
で
あ
る
。
規
準
上
の
論
理
も
、

こ
こ
で
は
適
用
さ
れ
な
い
。

三
　
「
お
こ
め
き
て
」
も
捨
て
た
も
の
で
は
な
い

　
国
語
史
の
知
見
が
オ
ゴ
メ
ク
の
存
在
を
疑
わ
な
か
っ
た
こ
れ
ま
で
、

こ
の
問
題
に
も
っ
と
も
深
入
り
し
た
徒
然
草
注
釈
書
は
、
田
辺
爵
の

『
徒
然
草
箒
注
集
成
』
（
昭
和
三
七
年
刊
）
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
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「
結
論
を
い
え
ば
語
義
不
明
で
あ
る
」
と
始
め
か
ら
結
論
を
放
棄
し
て

お
こ
な
う
語
義
考
証
は
、
は
な
は
だ
し
い
混
乱
を
来
た
し
て
い
る
。

　
徒
然
草
本
文
と
は
関
係
の
な
い
源
氏
青
表
紙
本
の
オ
コ
ヅ
ク
・
オ
コ

ツ
ク
ま
で
を
本
格
的
な
検
討
の
対
象
に
し
た
考
証
自
体
、
そ
の
時
点
に

お
い
て
議
論
の
核
心
か
ら
は
る
か
に
遠
ざ
か
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。

『
玉
の
小
櫛
』
や
『
花
鳥
余
情
』
も
ひ
き
あ
い
に
だ
さ
れ
て
は
い
る
が
、

そ
の
た
め
な
の
か
、
徒
然
草
語
彙
の
考
証
で
あ
る
は
ず
な
の
に
、
源
氏

物
語
の
そ
れ
を
や
っ
て
い
る
で
は
な
い
か
と
思
わ
せ
ら
れ
て
、
紛
ら
わ

し
い
こ
と
こ
の
う
え
な
い
。
ま
た
「
を
・
お
」
の
表
記
に
つ
い
て
も
、

仮
名
遣
に
関
す
る
認
識
が
不
十
分
で
あ
る
た
め
、
定
家
仮
名
遣
・
契
沖

仮
名
遣
・
歴
史
的
仮
名
遣
の
混
同
が
見
ら
れ
る
よ
う
で
あ
り
、
読
む
も

の
を
い
た
ず
ら
に
混
乱
さ
せ
る
。
読
者
を
混
乱
さ
せ
る
だ
け
で
な
く
、

著
者
自
身
も
混
乱
し
て
着
陸
不
能
の
結
論
で
終
わ
っ
て
い
る
、
と
わ
た

し
は
見
る
。
し
た
が
っ
て
、
本
文
を
「
お
こ
め
き
て
」
と
処
理
し
て
通

説
に
異
を
と
な
え
て
い
る
か
に
見
え
な
が
ら
、
だ
が
、
そ
の
明
確
な
根

拠
は
出
し
え
て
い
な
い
。
校
訂
本
文
「
お
こ
め
き
て
」
が
考
証
と
ど
の

よ
う
に
繋
が
っ
て
い
る
の
か
、
理
解
し
か
ね
る
。
考
証
の
収
拾
が
つ
か

な
く
な
り
、
そ
れ
を
ふ
ま
え
た
判
断
は
あ
き
ら
め
て
、
と
り
あ
え
ず
底

本
（
烏
丸
本
）
の
ま
ま
に
し
た
、
と
し
か
思
え
な
い
。
せ
っ
か
く
紙
幅

を
つ
い
や
し
な
が
ら
、
考
証
が
徒
労
に
終
わ
っ
て
い
る
。

　
新
日
本
古
典
文
学
大
系
（
久
保
田
淳
校
注
）
は
、
こ
れ
ま
で
あ
ま
り

使
わ
れ
な
か
っ
た
正
徹
本
（
後
述
）
を
底
本
に
し
た
と
こ
ろ
が
新
し
い
。

本
文
を
「
お
こ
め
き
て
」
と
す
る
と
こ
ろ
も
、
従
来
の
徒
然
本
文
と
異

な
っ
て
い
る
。
た
だ
し
、
語
釈
の
「
小
鼻
の
あ
た
り
を
動
か
し
て
言
う

嘘
は
」
は
従
前
の
口
語
訳
と
な
ん
ら
変
わ
る
と
こ
ろ
な
く
、
引
用
す
る

源
氏
本
文
に
つ
い
て
の
解
釈
も
、
わ
た
し
の
そ
れ
と
は
一
致
し
な
い
よ

う
で
あ
る
。
こ
の
最
新
の
徒
然
草
注
釈
に
も
、
「
お
こ
め
き
て
」
と
す

る
校
訂
本
文
の
明
確
な
根
拠
は
見
え
て
こ
な
い
。

　
だ
が
、
は
っ
き
り
し
た
根
拠
を
も
っ
て
「
お
こ
め
き
て
」
の
可
能
性

を
考
え
た
研
究
者
、
言
い
換
え
れ
ば
、
濁
点
を
お
ぎ
な
う
慣
習
を
持
ち

込
ん
で
く
る
こ
と
に
抵
抗
感
を
も
っ
た
研
究
者
が
、
皆
無
だ
っ
た
わ
け

で
は
な
い
。
た
と
え
ば
、
三
木
紀
人
は
講
談
社
学
術
文
庫
『
徒
然
草
全

訳
注
』
で
、
本
文
は
「
お
ご
め
き
て
」
と
処
理
し
な
が
ら
、
「
お
こ
め

き
て
」
も
捨
て
が
た
い
旨
の
注
釈
を
付
し
て
い
る
。
底
本
の
慶
長
一
八

年
古
活
字
版
の
「
こ
」
に
濁
点
が
ほ
ど
こ
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
の
が
、

そ
の
理
由
で
あ
っ
た
。
す
こ
ぶ
る
単
純
で
わ
か
り
や
す
い
こ
の
理
由
は
、

し
か
し
、
濁
点
は
補
う
も
の
だ
と
い
う
国
文
学
の
本
文
校
訂
の
慣
習
・

常
識
を
知
ら
な
い
ゆ
え
の
躊
躇
で
は
な
い
。

　
慶
長
一
八
年
刊
古
活
字
本
は
、
烏
丸
光
広
の
奥
書
も
い
っ
し
ょ
に
組

版
し
た
、
い
わ
ゆ
る
「
烏
丸
本
」
と
通
称
さ
れ
る
も
の
。
信
頼
す
る
に

足
る
本
文
と
し
て
、
江
戸
期
に
は
整
版
本
や
注
釈
書
の
底
本
に
つ
か
わ

れ
、
ま
た
近
代
に
な
っ
て
も
、
ひ
と
り
西
尾
に
限
ら
ず
、
こ
れ
を
つ
か
っ
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て
活
字
化
す
る
の
が
、
徒
然
草
本
文
研
究
の
主
流
で
あ
っ
た
。
昭
和
初

期
、
最
古
の
写
本
と
目
さ
れ
る
正
徹
書
写
本
（
蟻
壁
堂
文
庫
蔵
、
永
享

三
年
〈
一
四
三
一
〉
の
年
記
あ
り
）
が
学
界
に
紹
介
さ
れ
、
そ
の
後
も

室
町
期
書
写
の
注
目
す
べ
き
古
写
本
が
出
現
し
た
が
、
烏
丸
本
の
評
価

は
そ
れ
に
よ
っ
て
下
が
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
こ
れ
は
ひ
と
え
に
、
光

広
の
奥
書
が
こ
の
活
字
本
の
権
威
を
保
証
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

　
光
広
奥
書
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
種
々
の
解
説
書
に
ふ
れ
ら
れ
て
い

る
こ
と
で
も
あ
る
し
、
と
く
に
安
良
岡
康
作
『
徒
然
本
直
注
釈
』
（
角

川
書
店
刊
）
に
は
注
釈
解
説
も
そ
な
わ
っ
て
い
る
の
で
、
詳
細
は
そ
れ

ら
に
ゆ
ず
り
、
こ
こ
で
は
か
い
つ
ま
ん
で
述
べ
る
と
、

　
　
　
三
宅
亡
羊
な
る
儒
者
が
徒
然
草
を
上
梓
す
る
た
め
写
本
を
も
た

ら
し
、
そ
れ
に
句
読
・
清
濁
を
質
し
た
。
光
広
は
そ
れ
に
応
じ
、
つ
い

で
に
本
文
の
校
訂
に
も
手
を
だ
し
た
。

　
つ
ま
り
、
窺
書
は
、
古
今
伝
授
を
う
け
た
近
世
初
期
の
代
表
的
文
人

の
校
訂
に
な
る
本
文
で
あ
っ
た
。
と
く
に
句
読
・
清
濁
に
つ
い
て
は
、

亡
羊
か
ら
質
問
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
も
あ
る
の
で
、
慎
重
を
期
し
た
と
考

え
ら
れ
る
。
烏
丸
本
徒
然
草
は
、
近
世
初
期
以
前
の
ほ
か
の
古
典
古
写

本
や
刊
本
と
ち
が
っ
て
濁
音
表
記
が
な
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
清
濁
の
区

別
は
か
な
り
精
確
、
と
い
う
の
が
専
門
家
の
あ
い
だ
で
の
常
識
で
あ
る
。

だ
か
ら
、
「
鼻
の
ほ
ど
お
こ
め
き
て
い
ふ
」
は
、
最
終
的
に
通
説
「
お

ご
め
き
て
」
に
あ
わ
せ
る
に
し
て
も
、
烏
丸
本
徒
然
草
の
性
格
を
知
っ

て
い
る
研
究
者
な
ら
ば
、
三
木
の
よ
う
に
、
た
ち
ど
ま
っ
て
清
濁
の
問

題
を
一
考
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。

　
三
木
は
、
一
度
は
疑
っ
て
か
か
り
、
そ
れ
で
も
な
お
通
説
に
あ
わ
せ

た
。
そ
れ
は
、
さ
し
も
慎
重
な
光
広
も
こ
の
箇
所
は
濁
点
を
打
ち
忘
れ

た
の
で
あ
ろ
う
、
と
い
う
判
断
で
あ
る
。

　
だ
が
、
は
た
し
て
、
そ
う
で
あ
ろ
う
か
。

四
　
光
広
に
清
濁
の
迷
い
は
な
か
っ
た

　
た
し
か
に
、
光
広
が
い
か
に
慎
重
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
人
間
の
す

る
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
間
違
い
は
避
け
ら
れ
な
い
。
清
音
で
あ
る
べ
き

な
の
に
濁
点
が
付
さ
れ
る
、
ま
た
濁
音
で
あ
る
べ
き
な
の
に
濁
点
が
付

さ
れ
な
い
、
と
い
っ
た
こ
と
が
絶
対
な
い
と
は
保
証
で
き
な
い
。
い
や
、

あ
る
の
が
普
通
で
あ
っ
て
、
光
広
と
て
、
例
外
で
は
な
か
っ
た
。
時
枝

誠
記
編
『
徒
然
草
総
索
引
』
に
よ
れ
ば
、
つ
ぎ
の
六
箇
所
、
文
脈
上
あ

き
ら
か
に
清
音
で
あ
る
は
ず
の
箇
所
に
濁
点
が
あ
る
（
傍
線
白
石
）
。

　
　
酒
宴
こ
と
さ
め
て
、
い
か
“
は
せ
ん
ど
ま
ど
ひ
け
り
。
（
第
五
三
段
）

　
　
寸
陰
お
し
む
人
な
し
。
こ
れ
よ
く
し
れ
る
が
を
う
か
な
る
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
第
一
〇
八
段
）

　
　
一
に
は
細
く
る
＼
友
、
二
に
は
く
す
し
、
三
に
ば
智
恵
あ
る
友
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
第
＝
七
段
）
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万
の
遊
に
も
、
勝
負
を
こ
の
む
人
は
勝
て
興
あ
ら
ん
た
め
也
。
を

　
　
の
れ
が
芸
の
ま
ざ
り
た
る
事
を
よ
ろ
こ
ぶ
。
　
　
（
第
＝
二
〇
段
）

　
　
夜
に
入
て
物
の
ば
へ
な
し
と
い
ふ
、
い
と
口
お
し
。
（
第
一
九
一
段
）

　
　
夜
な
れ
ば
こ
と
や
う
な
り
と
も
、
な
べ
た
る
直
垂
、
う
ち
く
の

　
　
ま
＼
に
て
ま
か
り
た
り
し
に
、
　
　
　
　
　
　
（
第
二
一
五
段
）

　
人
間
の
避
け
ら
れ
な
い
間
違
い
は
、
こ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
右
の
例

は
、
濁
点
の
付
さ
れ
て
あ
る
も
の
に
つ
い
て
、
文
脈
か
ら
慎
重
に
判
断

し
た
も
の
で
あ
る
。
ほ
か
に
存
疑
の
も
の
、
文
脈
に
よ
る
判
断
の
で
き

な
い
も
の
は
、
除
か
れ
て
あ
る
。
そ
れ
ら
除
か
れ
た
も
の
が
間
違
っ
て

付
さ
れ
た
も
の
で
な
い
と
は
、
も
ち
ろ
ん
確
言
で
き
な
い
。

　
さ
ら
に
、
わ
れ
わ
れ
は
濁
点
の
付
さ
れ
て
い
な
い
も
の
に
つ
い
て
も
、

懐
疑
を
さ
し
は
さ
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
が
濁
点
の
不
注
意
な

欠
落
で
あ
る
の
か
、
そ
う
で
な
い
の
か
、
は
っ
き
り
し
な
い
こ
と
が
お

お
い
。
単
純
な
も
の
な
ら
、
第
九
九
段
の
、

　
　
た
や
す
く
あ
ら
た
め
ら
れ
が
た
き
よ
し
、
故
実
の
諸
官
等
喚
け
れ

　
　
圃
、
其
事
や
み
に
け
り
、

な
ど
、
こ
れ
は
文
脈
か
ら
濁
点
の
欠
落
と
判
断
で
き
る
。
そ
れ
に
、
ほ

か
の
箇
所
の
用
例
と
照
ら
し
て
、
濁
点
欠
落
と
み
な
せ
る
も
の
も
あ
る
。

た
と
え
ば
、
第
＝
二
四
段
、

　
　
雪
の
か
し
ら
を
い
た
“
き
て
、
さ
か
り
な
る
人
に
な
ら
び
、
況
及

　
　
は
ざ
る
事
を
望
み
、
か
な
は
ぬ
事
を
う
れ
へ
、
来
ら
ざ
る
こ
と
を

　
　
ま
ち
、

の
「
及
は
ざ
る
」
は
、
他
が
す
べ
て
「
及
ば
」
「
及
び
」
で
あ
る
こ
と
、

ま
た
こ
の
語
に
オ
ヨ
フ
と
い
う
語
形
が
想
定
し
に
く
い
こ
と
か
ら
考
え

れ
ば
、
こ
の
箇
所
の
み
単
純
な
濁
点
の
付
け
落
と
し
と
見
な
し
て
い
い

だ
ろ
う
。

　
第
七
三
段
の
「
お
こ
め
き
て
」
も
、
従
来
ず
っ
と
、
こ
の
手
の
不
注

意
と
考
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
オ
ゴ
メ
ク
の
存
在
を
疑
わ
な
か
っ

た
近
代
の
国
文
学
で
は
、
だ
か
ら
、
た
め
ら
わ
ず
こ
こ
に
濁
点
を
補
っ

た
。　

光
広
校
訂
本
が
間
違
い
の
少
な
い
テ
キ
ス
ト
な
の
か
、
そ
う
で
な
い

の
か
。
そ
う
い
っ
た
こ
と
を
客
観
的
に
測
れ
る
物
指
が
あ
る
な
ら
教
え

て
ほ
し
い
と
こ
ろ
だ
が
、
う
か
つ
に
判
断
で
き
な
い
も
の
を
ふ
く
め
て

も
、
わ
た
し
は
、
間
違
い
の
き
わ
め
て
少
な
い
、
神
経
の
行
き
届
い
た

良
質
の
本
文
だ
と
思
う
。
そ
れ
は
、
い
わ
ゆ
る
ム
と
発
音
す
べ
き
「
ふ
」

表
記
が
一
例
の
齪
齢
以
外
、
厳
密
に
書
き
分
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら

も
裏
付
け
ら
れ
る
。

　
こ
の
時
代
の
表
記
の
習
慣
と
し
て
、
「
楽
し
む
（
み
）
」
「
眠
る
」
「
傾

く
」
「
寂
し
」
な
ど
の
マ
行
音
節
の
表
記
に
は
ハ
行
の
清
音
仮
名
を
つ

か
う
、
と
い
う
表
記
法
が
あ
る
（
坂
梨
隆
三
『
近
世
の
語
彙
表
記
』
）
。

こ
れ
ら
の
語
で
ハ
行
表
記
を
し
て
い
れ
ば
、
発
音
は
ム
。
こ
れ
は
裏
を

か
え
せ
ば
、
バ
行
表
記
な
ら
ば
、
バ
行
の
音
節
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
と
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い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
い
つ
た
例
に
該
当
す
る
語
彙
で
、
烏
丸
本
徒

然
草
に
複
数
の
仮
名
書
き
出
現
例
の
あ
る
語
は
、
「
と
ぶ
ら
ふ
」
（
第
七

六
段
）
「
と
ふ
ら
ひ
」
（
第
一
〇
四
段
）
以
外
、
表
記
に
混
乱
が
み
ら
れ

な
い
。
光
広
の
校
訂
に
し
た
が
え
ば
、
「
眠
る
」
は
ネ
ム
ル
で
あ
り
、

「
寂
し
」
は
サ
ビ
シ
で
あ
る
。
「
訪
ふ
」
の
例
は
、
第
七
六
段
の
と
き
は

ト
ブ
ラ
ウ
と
認
識
し
、
第
一
〇
四
段
の
と
き
は
ト
ム
ラ
イ
と
認
識
し
た

と
考
え
れ
ば
、
認
識
の
混
同
で
は
あ
っ
て
も
、
表
記
の
間
違
い
で
は
な

い
。
い
や
、
こ
の
こ
ろ
は
二
つ
の
語
形
が
並
存
し
て
い
た
と
考
え
る
の

が
普
通
だ
か
ら
、
あ
る
意
味
、
認
識
の
混
同
と
も
い
え
な
い
。

　
そ
し
て
、
わ
た
し
が
前
々
稿
・
前
稿
で
縷
々
論
じ
た
と
こ
ろ
の
、
オ

ゴ
メ
ク
が
中
古
・
中
世
に
実
在
し
な
か
っ
た
言
葉
だ
と
い
う
国
語
史
の

知
見
を
こ
こ
に
繰
り
込
む
な
ら
ば
、
光
広
の
校
訂
本
文
「
鼻
の
ほ
ど
お

こ
め
き
て
」
は
、
濁
点
の
不
注
意
な
欠
落
で
な
い
こ
と
、
明
々
白
々
と

な
る
。
二
条
派
古
典
学
を
家
学
と
す
る
烏
丸
家
の
当
主
、
と
い
う
こ
と

は
、
す
こ
ぶ
る
保
守
的
と
い
う
こ
と
の
代
名
詞
で
も
あ
る
。
だ
か
ら
と

い
っ
て
、
光
広
は
保
守
主
義
者
の
確
信
を
も
っ
て
濁
点
を
う
た
な
か
っ

た
、
わ
け
で
も
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
れ
は
確
信
を
も
つ
ま
で
も
な
く
、

清
音
で
あ
る
こ
と
が
自
明
の
言
葉
な
の
だ
か
ら
。
近
代
の
国
文
学
者
が

た
め
ら
わ
ず
オ
ゴ
メ
ク
と
す
る
よ
う
に
、
光
広
は
た
め
ら
わ
ず
自
然
に

「
オ
コ
メ
ク
」
と
認
識
す
る
の
で
あ
る
。
保
守
的
で
あ
ろ
う
が
な
か
ろ

う
が
、
オ
ゴ
メ
ク
と
い
う
言
葉
を
知
ら
な
い
の
だ
か
ら
、
こ
こ
で
清
濁

の
迷
い
が
生
じ
る
は
ず
は
な
い
。

　
繰
り
返
す
。
光
広
は
、
濁
点
を
打
ち
忘
れ
た
の
で
は
な
い
。
後
世
の

国
文
学
者
に
よ
っ
て
濁
点
が
補
わ
れ
る
な
ど
と
も
、
露
ほ
ど
も
思
っ
て

い
な
か
っ
た
。

　
そ
れ
で
は
、
な
ぜ
、
徒
然
草
の
本
文
は
、
本
稿
冒
頭
の
よ
う
な
テ
キ

ス
ト
が
通
行
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
そ
こ
に
源

氏
物
語
角
木
巻
の
オ
コ
メ
ク
（
あ
る
い
は
架
空
の
オ
ゴ
メ
ク
）
が
ど
の

よ
う
に
絡
ん
だ
の
だ
ろ
う
か
。

五
　
古
典
注
釈
に
お
け
る
語
義
注
と
文
脈
注

　
徒
然
草
の
テ
キ
ス
ト
史
・
注
釈
史
の
検
討
に
入
る
ま
え
に
、
明
確
に

し
て
お
き
た
い
こ
と
が
、
ひ
と
つ
あ
る
。
出
稿
の
源
氏
注
釈
史
の
叙
述

に
も
、
こ
れ
は
ふ
か
く
係
わ
っ
て
い
る
。

　
そ
れ
は
、
お
よ
そ
古
典
文
学
作
品
を
読
み
進
め
る
う
え
で
必
要
と
さ

れ
る
注
釈
に
は
、
二
つ
の
異
な
っ
た
レ
ベ
ル
の
注
が
あ
り
、
普
通
の
注

釈
書
で
は
そ
れ
が
混
在
し
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ひ
と
つ
は

被
黒
雲
の
語
義
を
記
述
し
た
も
の
、
も
う
ひ
と
つ
は
話
の
筋
や
文
脈
や

登
場
人
物
の
状
況
心
理
な
ど
を
読
み
解
い
た
も
の
、
で
あ
る
。
い
ま
、

仮
に
前
者
を
「
語
義
注
」
、
後
者
を
「
文
脈
注
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。

一
つ
の
注
釈
書
に
、
こ
の
二
つ
の
異
な
っ
た
レ
ベ
ル
の
注
が
混
在
し
て
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い
て
も
、
注
釈
を
た
よ
り
に
読
む
に
あ
た
っ
て
は
、
普
通
、
そ
の
こ
と

は
障
害
に
な
ら
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
混
在
し
て
い
た
ほ
う
が
、
お

お
む
ね
注
釈
と
し
て
は
プ
ラ
ス
に
作
用
す
る
。
で
あ
る
か
ら
、
注
釈
の

利
用
者
だ
け
で
な
く
注
釈
者
本
人
も
、
そ
れ
を
混
在
と
意
識
す
る
こ
と

が
少
な
い
。

　
こ
の
語
義
注
と
文
脈
注
は
、
も
と
も
と
明
瞭
に
区
別
す
る
こ
と
の
で

き
る
も
の
で
あ
る
。
が
、
時
代
を
か
さ
ね
る
と
、
そ
の
境
界
線
が
曖
昧

に
な
っ
て
く
る
。
読
み
手
の
時
代
に
死
語
と
な
っ
た
よ
う
な
古
語
に
お

い
て
は
と
く
に
そ
う
で
あ
り
、
被
注
語
と
文
脈
注
が
固
定
化
し
て
し
ま

う
と
、
本
来
は
文
脈
注
だ
っ
た
も
の
が
語
義
注
と
し
て
機
能
す
る
こ
と

も
あ
る
。

　
た
と
え
ば
、
源
氏
物
語
須
磨
巻
に
「
枕
を
そ
ば
だ
て
て
四
方
の
嵐
を

聞
き
た
ま
ふ
に
云
々
」
と
い
う
有
名
な
一
節
が
あ
る
が
、
作
者
が
白
氏

文
集
の
詩
句
を
正
確
に
理
解
し
て
「
枕
を
そ
ば
だ
て
て
」
と
表
現
し
た

と
見
な
し
て
付
す
語
義
注
は
、
「
枕
を
～
し
て
」
と
な
ら
ね
ば
な
ら
な

い
（
戸
川
芳
郎
「
「
敲
枕
に
つ
い
て
」
補
論
」
『
汲
古
』
一
四
号
）
。
こ

れ
に
「
耳
を
す
ま
し
て
聞
く
」
と
い
っ
た
よ
う
な
注
釈
を
す
れ
ば
、
そ

れ
は
文
脈
注
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
と
こ
ろ
が
、
注
釈
者
や
読
み
手
に

と
っ
て
「
枕
を
そ
ば
だ
て
る
」
と
い
う
語
句
の
具
体
性
が
う
す
れ
て
く

る
と
、
本
来
の
語
義
が
し
だ
い
に
忘
れ
ら
れ
、
文
脈
注
の
ほ
う
が
前
面

に
出
て
き
て
、
「
枕
を
そ
ば
だ
て
る
」
の
語
義
が
「
耳
を
す
ま
し
て
聞

く
」
で
あ
る
と
錯
覚
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
本
来
は
文
脈
注
だ
っ
た
も

の
が
語
義
注
と
し
て
機
能
す
る
と
は
、
そ
う
い
っ
た
事
態
を
い
う
。

　
し
た
が
っ
て
、
「
を
こ
づ
く
」
「
を
こ
め
く
」
も
、
「
烏
濤
（
痴
）
」
の

意
味
に
関
連
づ
け
て
記
述
す
れ
ば
、
そ
れ
は
語
義
注
で
あ
る
。
だ
が
、

そ
れ
ら
を
「
得
意
が
っ
て
」
と
か
「
び
く
つ
か
せ
て
」
と
い
う
ふ
う
に

記
述
す
る
の
は
、
本
来
、
文
脈
注
に
属
す
る
。
つ
ぎ
に
、
「
お
（
を
）

こ
め
く
」
を
語
義
未
詳
と
し
て
、
文
脈
か
ら
「
び
く
つ
か
せ
て
」
と
説

明
し
た
ら
、
そ
れ
は
文
脈
注
。
だ
が
、
「
う
ご
め
く
」
と
音
韻
変
化
の

関
係
に
あ
る
も
の
と
し
て
「
び
く
つ
か
せ
て
」
と
す
れ
ば
、
語
義
注
と

い
う
こ
と
に
な
る
。
と
は
い
っ
て
も
、
そ
れ
が
実
在
し
な
か
っ
た
と
判

明
し
た
今
と
な
っ
て
は
、
古
典
語
と
し
て
の
語
義
注
は
つ
け
よ
う
が
な

い
。

六
　
『
寿
命
院
抄
』
と
『
野
栄
』

　
徒
然
草
研
究
史
に
足
跡
を
の
こ
す
最
初
の
注
釈
書
は
、
慶
長
九
年
の

奥
書
と
刊
記
を
も
つ
『
徒
然
草
寿
命
院
抄
』
（
古
活
字
本
）
で
あ
る
。

本
文
は
な
く
、
注
釈
用
の
見
出
し
と
注
釈
文
だ
け
の
本
で
あ
り
、
そ
れ

に
は
、

　
　
ハ
ナ
ノ
ホ
ト
オ
コ
メ
キ
テ
　
　
笑
シ
キ
ヲ
ネ
ン
シ
タ
ル
心
也
　
ハ

　
　
・
キ
真
帆
　
ハ
ナ
ノ
ワ
タ
リ
オ
コ
メ
キ
テ
カ
タ
リ
ナ
ス
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と
あ
る
。
「
笑
シ
キ
ヲ
ネ
ン
シ
タ
ル
心
也
」
は
、
中
世
の
源
氏
注
釈
書

『
一
葉
抄
』
な
ど
を
引
き
継
い
だ
も
の
で
あ
り
、
お
か
し
い
の
を
我
慢

し
て
い
る
様
子
だ
と
い
う
注
釈
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
元
来
、
こ
れ
は
、

源
氏
宝
木
の
「
オ
コ
（
冬
草
」
、
マ
）
ヅ
ク
」
あ
る
い
は
「
オ
コ
（
烏
濤
）
メ

ク
」
の
語
注
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
『
徒
然
草
寿
命
院
抄
』
の
右
の
注

釈
は
、
こ
の
著
者
も
中
世
の
源
氏
読
解
を
そ
の
ま
ま
踏
襲
し
て
い
る
こ

と
を
意
味
し
て
い
る
。
こ
れ
を
国
語
史
の
ほ
う
に
ス
ラ
イ
ド
さ
せ
る
な

ら
ば
、
慶
長
九
年
忌
お
い
て
、
源
氏
河
内
本
の
「
を
こ
め
き
て
」
も
徒

然
草
の
「
お
こ
め
き
て
」
も
、
と
も
に
「
オ
コ
（
烏
許
」
、
マ
）
メ
ク
」
だ
っ

た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
清
濁
の
区
別
に
意
を
も
ち
い
た
烏
丸
光
広
が
『
寿
命
院
抄
』
と
お
な

じ
認
識
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
繰
り
返
す
ま
で
も
な
い
。
こ
の
前
後
、
光

広
校
訂
本
に
先
行
す
る
と
考
え
ら
れ
る
徒
然
草
本
文
が
、
や
は
り
活
字

本
で
出
て
い
る
。
濁
点
が
使
用
さ
れ
な
い
版
本
で
あ
る
た
め
、
版
面
か

ら
だ
け
の
清
濁
の
判
断
は
で
き
な
い
が
、
時
代
的
に
は
、
光
広
ら
と
お

な
じ
認
識
だ
っ
た
ろ
う
と
想
像
さ
れ
る
。

　
そ
の
お
な
じ
認
識
を
も
つ
だ
ろ
う
同
世
代
の
学
者
の
著
作
で
、
後
世

の
徒
然
草
注
釈
に
影
響
を
あ
た
え
た
の
が
挙
証
山
の
『
六
下
』
、
全
本

文
と
頭
注
を
そ
な
え
た
最
初
の
徒
然
草
で
あ
っ
た
。
刊
年
は
は
っ
き
り

し
な
い
が
、
元
和
七
年
（
一
六
二
一
）
の
自
序
を
も
つ
。
問
題
箇
所
の

注
釈
は
、
見
出
し
も
ふ
く
め
れ
ば
、

　
　
鼻
の
ほ
ど
お
こ
め
き
て
　
源
氏
帯
木
に
、
は
な
の
わ
た
り
お
こ
め

　
　
き
て
か
た
り
な
す
　
お
か
し
き
を
ね
ん
じ
た
る
心
也

　
注
釈
が
『
寿
命
院
抄
』
の
踏
襲
で
あ
る
こ
と
は
明
白
。
た
だ
、
こ
の

注
釈
書
の
注
目
す
べ
き
は
、
こ
の
本
が
濁
点
を
使
用
し
て
い
る
と
い
う

こ
と
、
そ
し
て
こ
の
部
分
に
か
ぎ
っ
て
い
え
ば
、
本
文
が
、

　
　
鼻
の
ほ
と
お
ご
め
き
て
い
ふ
は

と
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
源
氏
物
語
・
徒
然
草
を
通
じ
て
、

ま
た
版
本
・
写
本
を
通
じ
て
、
「
お
（
を
）
こ
め
き
て
」
と
い
う
明
確

な
テ
キ
ス
ト
の
掛
矢
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
た
だ
、
版
本
『
野
槌
』
の

清
濁
の
区
別
は
、
全
体
に
、
厳
密
か
つ
精
確
と
は
い
え
ず
、
羅
山
自
身

の
認
識
が
オ
ゴ
メ
ク
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
、
留
保
し
て
お
く
べ
き
で

あ
ろ
う
。
と
く
に
「
ほ
と
」
の
ほ
う
に
濁
点
の
な
い
こ
と
が
気
に
か
か

る
。
濁
点
が
本
来
あ
る
べ
き
文
字
の
近
接
し
た
前
後
に
付
さ
れ
る
と
い
っ

た
間
違
い
は
、
江
戸
期
の
版
本
に
よ
く
見
ら
れ
る
現
象
で
あ
る
。
ち
な

み
に
、
羅
山
自
筆
の
清
書
本
（
内
閣
文
庫
現
蔵
）
は
、
濁
点
を
使
用
し

て
い
な
い
た
め
、
判
断
の
手
が
か
り
に
な
ら
な
い
。

七
　
読
み
癖
つ
き
版
本

　
『
野
槌
』
か
ら
二
十
数
年
後
の
正
保
二
年
（
一
六
四
五
）
に
、
テ
キ

ス
ト
の
み
の
本
が
、
版
元
不
明
な
が
ら
、
出
版
さ
れ
た
。
そ
れ
を
皮
切
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り
に
、
慶
安
年
間
に
入
る
と
、
徒
然
草
の
関
係
書
の
出
版
ラ
ッ
シ
ュ
と

な
る
。

　
江
戸
時
代
初
期
、
印
刷
技
術
の
進
歩
に
よ
っ
て
古
典
文
学
の
テ
キ
ス

ト
と
そ
れ
ら
の
注
釈
書
が
続
々
と
出
版
さ
れ
た
こ
と
は
、
周
知
の
事
実

で
あ
る
。
な
か
で
も
徒
然
草
は
、
ほ
か
の
古
典
作
品
と
比
し
て
も
著
し

い
。
そ
れ
ら
は
、
奥
付
刊
年
が
違
え
ば
版
を
新
た
に
起
こ
し
た
も
の
と

見
当
を
つ
け
て
も
い
い
ぐ
ら
い
で
あ
り
、
た
と
え
ば
注
釈
書
『
鉄
槌
』

（
青
木
宗
胡
著
）
な
ど
も
、
書
犀
間
で
版
木
が
譲
渡
さ
れ
る
の
で
は
な

く
、
そ
の
つ
ど
版
木
を
あ
た
ら
し
く
し
て
い
る
。

正
保
二
年

慶
安
元
年

慶
安
元
年

慶
安
二
年

慶
安
五
年

テ
キ
ス
ト

【
奥
付
】
「
正
保
二
年
開
板
」

テ
キ
ス
ト

【
奥
付
】
「
慶
安
元
年
　
二
月
日
」
（
版
元
名
を
削
っ
た
か
）

『
鉄
槌
』
（
青
木
宗
胡
著
）

【
奥
付
】
「
慶
安
元
戊
子
年
仲
冬
良
辰
　
藤
井
吉
兵
衛
尉

　
　
　
新
刊
」

『
鉄
槌
』

【
奥
付
】
「
慶
安
弐
年
暮
春
吉
辰
」

『
な
ぐ
さ
み
草
』
（
松
永
貞
徳
著
）

【
奥
書
】
「
慶
安
五
壬
辰
暦
孟
夏
廿
六
日
長
頭
丸
在
判
」

明
暦
三
年

『
鉄
槌
』

【
奥
付
】

「
明
暦
三
年
二
月
吉
辰
　
開
板
」

　
『
鉄
槌
』
も
『
な
ぐ
さ
み
草
』
も
、
注
釈
は
、
『
寿
命
院
抄
』
『
野
槌
』

の
文
言
を
そ
の
ま
ま
踏
襲
す
る
。
た
だ
、
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
濁
点
を

使
用
し
な
い
版
本
で
あ
る
た
め
、
問
題
の
「
お
こ
め
き
て
」
に
関
し
て
、

『
野
槌
』
の
濁
点
を
ど
の
よ
う
に
理
解
し
処
理
し
て
い
る
か
は
不
明
で

あ
る
。

　
羅
山
が
『
野
槌
』
に
序
文
を
記
し
た
元
和
七
年
か
ら
数
え
て
三
七
年

の
万
治
元
年
（
一
六
五
八
）
、
よ
う
や
く
濁
点
を
使
用
し
た
徒
然
草
注

釈
書
が
出
版
さ
れ
た
。

万
治
元
年

同
年

『
徒
然
草
金
槌
』
（
西
道
智
著
、
半
紙
本
）

【
奥
付
】
「
子
百
万
治
元
戊
戌
歳
初
秋
上
旬
」

【
本
文
】
鼻
の
ほ
と
お
こ
め
き
て
い
ふ
は
。

【
注
釈
】
鼻
の
ほ
ど
お
こ
め
き
て
　
箒
木
に
は
な
の
わ
た

　
　
り
お
こ
め
き
て
か
た
り
な
す
と
い
へ
り
　
お
か
し

　
　
き
を
ね
ん
じ
た
る
心
也

『
徒
然
草
古
今
紗
』
（
大
和
田
気
求
著
）

【
奥
付
】
「
万
治
元
戊
戌
年
　
極
月
中
旬
　
大
和
田
九
左

　
　
衛
門
品
行
」

一63一



【
本
文
】
鼻
の
ほ
と
お
ご
め
き
て
い
ふ
は

【
頭
注
】
は
な
の
ほ
と
お
こ
め
き
て
　
　
［
紗
］
源
氏
帯
木

　
　
小
鼻
の
わ
た
り
お
こ
め
き
て
か
た
り
な
す
　
お
か

　
　
し
き
を
ね
ん
し
た
る
意
な
り

　
い
ず
れ
の
注
釈
も
『
寿
命
院
抄
』
『
野
槌
』
を
引
き
継
い
で
い
る
が
、

『
徒
然
草
古
今
紗
』
の
ほ
う
は
本
文
ま
で
が
『
野
槌
』
を
踏
襲
す
る
。

　
さ
き
に
わ
た
し
は
、
『
野
槌
』
の
濁
点
が
著
者
羅
山
の
認
識
に
な
か
っ

た
可
能
性
を
暗
示
し
た
。
光
広
や
羅
山
の
念
頭
に
「
お
（
を
）
こ
め
く
」

な
る
古
語
が
存
在
せ
ず
、
『
野
槌
』
の
濁
点
が
不
注
意
な
も
の
、
あ
る

い
は
版
本
に
よ
く
あ
る
間
違
い
で
あ
る
と
す
る
な
ら
、
『
徒
然
草
古
今

紗
』
は
冷
静
に
な
っ
て
、
そ
れ
を
訂
正
す
る
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、

『
徒
然
草
古
今
紗
』
が
無
批
判
に
先
学
の
版
本
の
字
面
を
引
き
写
し
た

に
し
て
も
、
次
節
に
掲
げ
る
テ
キ
ス
ト
・
注
釈
書
類
か
ら
う
か
が
え
る

濁
点
使
用
の
状
況
は
、
「
お
（
を
）
こ
め
く
」
と
い
う
古
語
が
、
万
治
・

寛
文
の
交
に
す
で
に
徒
然
草
本
文
に
定
着
し
て
い
る
こ
と
を
印
象
づ
け

る
。
と
く
に
寛
文
元
年
の
高
階
楊
順
『
徒
然
草
東
灘
』
の
注
釈
「
鼻
を

い
か
ら
し
て
い
ふ
義
成
へ
し
」
は
、
本
文
「
鼻
の
程
。
お
ご
め
き
て
い

ふ
は
。
」
を
注
記
し
た
も
の
で
あ
り
、
「
オ
コ
（
烏
濤
）
メ
ク
」
の
文
脈

注
で
は
な
く
、
「
オ
ゴ
メ
ク
」
の
語
義
注
を
試
み
て
い
る
と
も
見
ら
れ

よ
う
。
こ
れ
が
同
七
年
『
徒
然
草
新
註
』
（
清
水
春
流
著
）
の
「
お
ご

め
き
て
は
鼻
を
う
こ
か
す
義
也
」
に
な
る
と
、
「
お
ご
め
く
」
1
1
「
う

ご
め
く
」
の
語
学
説
を
根
拠
に
し
た
語
義
注
と
な
っ
て
い
る
。
同
年
出

版
の
北
村
単
位
『
徒
然
草
文
段
抄
』
の
言
わ
ん
と
す
る
と
こ
ろ
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

『
寿
命
院
抄
』
も
『
野
槌
』
も
源
氏
帯
木
を
「
オ
ゴ
メ
ク
」
と
解
釈
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

て
い
る
と
い
う
解
釈
で
あ
り
、
春
流
の
説
が
時
代
的
に
唐
突
な
読
解
で

な
い
こ
と
を
裏
付
け
て
い
る
。

　
以
後
、
次
節
の
年
表
で
一
目
瞭
然
、
徒
然
草
に
お
い
て
は
、
本
文

「
オ
ゴ
メ
ク
」
、
語
義
「
書
く
」
と
な
っ
て
、
『
徒
然
草
草
抄
大
成
』
の

時
代
に
は
そ
れ
が
完
壁
に
定
説
と
し
て
通
用
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

万
治
三
年

寛
文
元
年

同
年

八
　
徒
然
草
「
お
こ
め
き
て
」
の
清
濁
史
年
表

テ
キ
ス
ト
（
半
紙
本
）

【
奥
付
】
「
万
治
三
庚
子
歳
仲
秋
下
旬
　
洛
陽
今
出
川
林

　
　
和
泉
白
板
行
」

【
本
文
】
鼻
の
程
お
ご
め
き
て
い
ふ
は

『
徒
然
草
束
』
（
加
藤
盤
斎
著
）

【
奥
付
】
「
寛
文
元
年
辛
丑
　
霜
月
吉
日
　
飯
田
忠
兵
衛

　
　
開
板
」

【
本
文
】
鼻
の
ほ
ど
お
こ
め
き
て
い
ふ
は
。

『
徒
然
草
導
管
』
（
高
階
楊
順
著
）
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寛
文
七
年

同
年

同
年

寛
文
九
年

【
奥
付
】
「
寛
文
元
年
辛
丑
十
二
月
吉
生
　
洛
二
条
通
松

　
　
屋
町
山
屋
治
右
衛
門
板
行
」

【
本
文
】
鼻
の
程
。
お
ご
め
き
て
い
ふ
は
。

【
割
注
】
は
＼
木
＼
に
鼻
の
わ
た
り
お
こ
め
き
て
か
た
り

　
　
な
す
と
有
　
鼻
を
い
か
ら
し
て
い
ふ
義
成
へ
し

テ
キ
ス
ト

【
奥
付
】
「
寛
文
七
丁
未
暦
二
月
吉
日
」

【
本
文
】
鼻
の
ほ
ど
お
こ
め
き
て
い
ふ
は
。

『
徒
然
草
新
註
』
（
清
水
春
流
著
）

【
奥
付
】
「
寛
文
七
丁
未
秋
吉
辰
執
筆
武
藤
西
察
　
中
野

　
　
氏
市
右
衛
門
尉
開
版
」

【
本
文
】
な
し

【
注
釈
】
お
ご
め
き
て
は
鼻
を
う
こ
か
す
義
也

『
徒
然
草
文
段
抄
』
（
北
村
季
吟
著
）

【
奥
付
】
「
寛
文
七
年
十
二
月
吉
日
　
飯
田
忠
兵
衛
板
書
」

【
本
文
】
鼻
の
ほ
ど
お
こ
め
き
て
い
ふ
は

【
注
釈
】
鼻
の
ほ
と
お
ご
め
き
て
　
寿
抄
井
野
槌
云
、
源

　
　
氏
帯
木
に
は
な
の
わ
た
り
お
ご
め
き
て
か
た
り
な

　
　
す
お
か
し
き
を
ね
ん
じ
た
る
心
な
り

『
増
補
鉄
槌
』
（
山
岡
元
隣
著
）

【
奥
付
】
「
寛
文
己
日
章
夏
日
　
山
本
長
兵
衛
開
板
」

同
年

寛
文
一
〇
年

【
本
文
】
鼻
の
ほ
ど
お
ご
め
き
て
い
ふ
は
。

【
頭
注
】
は
な
の
ほ
と
お
ご
め
き
て
　
源
氏
は
＼
き
＼
に

　
　
は
な
の
わ
た
り
お
こ
め
き
て
か
た
り
な
す
　
お
か

　
　
し
き
を
ね
ん
し
た
る
こ
＼
ろ
也

『
徒
然
草
諺
解
』
（
南
部
草
書
著
）

【
奥
付
】
「
寛
文
九
己
酉
年
林
鐘
上
旬
　
中
村
五
郎
右
衛

　
　
門
開
板
」

【
本
文
】
鼻
の
ほ
ど
を
こ
め
き
て
い
ふ
は

【
傍
注
】
八
重
偽
ト
心
二
二
フ
コ
ト
ヲ
顔
ニ
ア
ラ
ハ
シ
テ

　
　
云
也
（
「
鼻
の
云
々
」
の
傍
）

　
　
蚕
ノ
字
（
「
を
こ
め
き
て
」
の
傍
）

テ
キ
ス
ト
（
寛
文
七
年
版
の
覆
刻
）

【
奥
付
】
「
寛
文
十
庚
戌
暦
二
月
吉
日
」

【
本
文
】
鼻
の
ほ
ど
お
こ
め
き
て
い
ふ
は
。

寛
文
一
二
年
『
徒
然
草
よ
み
く
せ
っ
き
』

　
　
　
　
　
【
奥
書
】
「
従
古
徒
然
草
之
板
書
錐
有
之
岡
多
故
今
又
具

　
　
　
　
　
　
　
　
改
之
令
開
板
者
也
」

　
　
　
　
　
【
奥
付
】
「
寛
文
十
二
暦
九
月
吉
辰
　
洛
陽
烏
丸
通
四
条

　
　
　
　
　
　
　
　
上
町
山
路
氏
家
蔵
」

　
　
　
　
　
【
本
文
】
は
な
の
ほ
ど
お
ご
め
き
て
い
ふ
は
、

延
宝
五
年
　
　
『
徒
然
草
大
全
』
（
高
田
宗
賢
著
）
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延
宝
六
年

貞
享
三
年

貞
享
五
年

【
奥
付
】
「
延
宝
五
年
丁
巳
九
月
吉
日
　
車
屋
町
夷
川
角

　
　
林
久
次
郎
」

【
本
文
】
鼻
の
ほ
ど
お
こ
め
き
て
い
ふ
は

『
徒
然
草
参
考
』
（
恵
空
著
）

【
奥
付
】
「
延
宝
六
年
戊
午
初
冬
吉
辰
　
西
村
七
郎
衛
門

　
　
未
正
・
同
七
郎
兵
衛
正
光
開
板
」

【
本
文
】
鼻
の
程
。
お
ご
め
き
て
い
ふ
は

【
割
注
】
是
は
偽
と
心
に
思
ふ
事
を
顔
に
あ
ら
は
し
て
云

　
　
　
　
　
　
　
　
　
シ
ュ
ン

　
　
也
　
を
こ
め
く
は
蚕
の
字
也
　
源
氏
は
＼
き
“
に

　
　
は
な
の
わ
た
り
お
ご
め
き
て
か
た
り
な
す
　
お
か

　
　
し
き
を
ね
ん
し
た
る
こ
＼
ろ
也

『
徒
然
草
直
解
』
（
岡
西
惟
中
著
）

【
奥
付
】
「
貞
享
三
丙
寅
暦
初
秋
吉
旦
　
大
坂
心
斎
橋
筋

　
　
書
林
平
兵
衛
刊
行
」

【
本
文
】
鼻
の
ほ
ど
お
ご
め
き
て
い
ふ
は

【
頭
注
】
源
氏
帯
木
二
　
鼻
の
わ
た
り
お
こ
め
き
て
か
た

　
　
り
な
す

【
傍
注
】
ウ
ゴ
キ
テ
也

テ
キ
ス
ト

【
奥
付
】
「
貞
享
五
戊
辰
年
三
月
中
旬
　
薬
師
構
蔵
板
」

【
本
文
】
鼻
の
ほ
と
お
ご
め
き
て
、
い
ふ
は

同
年

『
徒
然
草
諸
抄
大
成
』
（
浅
香
久
敬
著
）

【
奥
付
】
「
貞
享
五
戊
辰
五
月
吉
日
板
行
　
京
書
犀
　
武

　
　
村
新
兵
衛
・
吉
田
四
郎
右
衛
門
・
谷
口
七
左
衛
門
・

　
　
田
中
庄
兵
衛
」

【
本
文
】
鼻
の
程
お
ご
め
き
て
い
ふ
は
。

【
頭
注
】
［
鼻
の
程
お
こ
め
き
］
源
氏
箒
木
二
　
鼻
ノ
ワ

　
　
タ
リ
ヲ
コ
メ
キ
テ
語
り
ナ
ス
　
オ
カ
シ
キ
ヲ
ネ
ン

　
　
シ
タ
ル
心
也
〔
寿
〕

【
側
注
】
●
鼻
を
う
こ
か
す
義
な
り
〔
新
注
〕

　
　
　
　
シ
ュ
ン

　
　
　
●
蚕
の
字
な
り
　
是
は
偽
と
心
に
思
ふ
事
を
顔

　
　
　
に
あ
ら
は
し
て
い
ふ
心
な
り
〔
諺
〕

九
　
オ
コ
メ
ク
か
ら
オ
ゴ
メ
ク
へ

　
中
世
期
に
お
い
て
、
河
内
本
丸
木
巻
の
「
を
こ
め
き
て
」
は
「
オ
コ

（
配
管
」
、
マ
）
メ
ク
」
で
あ
っ
た
。
そ
れ
を
ふ
ま
え
た
徒
然
草
第
七
三
段
の

「
お
こ
め
き
て
」
も
「
オ
コ
（
烏
許
」
、
マ
）
メ
ク
」
で
あ
る
。
烏
丸
光
広
は
、

だ
か
ら
、
清
濁
に
迷
う
こ
と
な
く
、
「
こ
」
に
濁
点
を
う
た
な
か
っ
た
。

注
釈
に
河
内
本
帯
木
巻
を
引
用
す
る
同
時
代
の
『
寿
命
院
抄
』
も
『
野

槌
』
も
、
こ
の
源
氏
異
文
を
「
オ
コ
（
烏
許
」
、
マ
）
メ
ク
」
と
解
釈
し
て
い

た
は
ず
で
あ
る
。
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だ
が
、
前
々
節
の
最
後
に
言
っ
た
よ
う
に
、
そ
し
て
前
節
の
年
表
を

通
覧
す
れ
ば
明
ら
か
な
よ
う
に
、
寛
文
年
間
の
高
階
楊
順
・
清
水
春
流

ら
の
注
釈
に
は
、
微
妙
に
光
広
ら
の
認
識
と
の
ず
れ
が
あ
っ
た
。
一
七

世
紀
後
半
の
注
釈
者
た
ち
は
、
ひ
と
む
か
し
前
の
古
典
学
者
の
認
識
を

忘
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
季
吟
『
徒
然
草
文
段
抄
』
の
注
釈
が
そ
れ
を
は
っ

き
り
示
し
て
お
り
、
以
後
の
徒
然
草
は
、
本
文
が
「
お
ご
め
き
て
」
、

語
義
に
は
「
蚕
」
の
漢
字
が
あ
て
ら
れ
て
読
解
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て

い
る
こ
と
、
前
節
に
見
る
と
お
り
で
あ
る
。
そ
し
て
、
か
れ
ら
は
、
注

釈
に
引
用
す
る
源
氏
物
語
異
文
の
「
を
こ
め
き
て
」
を
も
、
そ
の
よ
う

に
読
解
し
て
い
た
。

　
源
氏
物
語
本
文
が
こ
の
よ
う
に
読
ま
れ
る
に
至
る
そ
の
淵
源
は
、
お

そ
ら
く
室
町
時
代
の
源
氏
注
釈
『
万
水
；
路
』
に
さ
か
の
ぼ
れ
る
で
あ

ろ
う
。
そ
こ
で
は
、

　
　
は
な
の
あ
た
り
を
こ
っ
き
て
か
た
り
な
す

と
い
う
見
出
し
で
、
そ
れ
を

　
　
鼻
の
う
こ
く
心
也

と
注
釈
し
て
い
た
。
こ
の
「
鼻
の
う
こ
く
心
也
」
は
、
「
は
な
の
あ
た

り
を
こ
っ
き
て
」
を
言
っ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
「
を
こ
（
烏
濤
）
つ

き
て
」
の
語
義
注
で
は
な
く
、
文
脈
注
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
。
そ
し

て
、
か
り
に
永
閑
が
河
内
本
「
を
こ
（
烏
濤
）
め
き
て
」
を
注
釈
し
た

と
し
て
も
、
「
鼻
の
う
こ
く
心
也
」
と
す
る
は
ず
で
あ
る
。
ど
ち
ら
の

本
文
の
注
釈
で
あ
っ
て
も
、
『
万
水
；
路
』
の
右
の
一
文
は
、
あ
く
ま

で
も
、
注
釈
者
永
閑
が
、
物
語
の
登
場
人
物
の
動
作
あ
る
い
は
表
情
を

想
像
し
て
ほ
ど
こ
し
た
こ
と
に
な
る
。

　
本
来
、
「
を
こ
（
烏
濤
）
つ
き
て
」
の
文
脈
注
だ
っ
た
「
鼻
の
う
こ

く
心
也
」
が
「
を
こ
（
烏
濤
）
め
き
て
」
の
文
脈
注
と
し
て
も
使
わ
れ
、

ウ
ゴ
ク
↓
ウ
ゴ
メ
ク
か
ら
「
オ
コ
メ
ク
」
↓
「
オ
ゴ
メ
ク
」
と
い
う
ふ

う
に
連
想
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
前
稿
で
も
触
れ
た
、
『
軽
信
語
類

字
抄
』
の
「
お
か
し
き
時
は
鼻
を
こ
め
く
也
」
、
『
首
書
源
氏
物
語
』
の

「
我
も
お
か
し
く
て
鼻
お
こ
め
く
也
」
な
ど
は
、
多
分
に
そ
う
い
っ
た

こ
と
を
感
じ
さ
せ
る
注
釈
文
と
い
え
よ
う
。

　
注
釈
史
の
う
え
で
、
こ
の
帯
木
裏
と
徒
然
草
と
の
関
係
が
指
摘
さ
れ

る
の
は
、
『
徒
然
草
寿
命
院
抄
』
が
最
初
で
あ
っ
た
。
以
後
、
徒
然
草

と
帯
木
巻
異
文
と
は
、
セ
ッ
ト
に
な
っ
て
、
と
く
に
徒
然
草
注
釈
に
お

い
て
は
常
套
句
と
し
て
繰
り
返
さ
れ
る
。
『
寿
命
院
抄
』
に
『
万
水
一

露
』
の
一
文
の
影
響
が
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
不
明
で
あ
る
。
だ
が
、
承

応
（
一
六
五
二
～
五
六
）
以
前
す
で
に
帯
木
巻
「
を
こ
め
く
」
が
堂
上

の
源
氏
講
釈
で
は
「
オ
ゴ
メ
ク
」
と
読
ま
れ
て
い
た
　
（
『
源
氏
清
濁
』
）
。

こ
の
こ
と
は
、
前
稿
で
指
摘
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
れ
を
考
え
れ
ば
、

帯
木
巻
「
オ
ゴ
メ
ク
」
と
セ
ッ
ト
に
な
っ
て
い
る
徒
然
草
の
「
お
こ
め

き
て
」
に
、
や
が
て
「
お
ご
め
き
て
」
と
濁
点
が
う
た
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
だ
ろ
う
、
と
想
像
す
る
の
は
容
易
で
あ
る
。
い
さ
さ
か
の
曖
昧
さ
を
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感
じ
さ
せ
る
と
は
い
え
、
『
野
槌
』
に
濁
点
が
付
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
、

著
者
羅
山
の
真
意
と
は
関
係
な
く
、
強
力
な
後
押
し
に
な
っ
た
で
あ
ろ

・
つ
。

一
〇
　
源
氏
の
オ
ゴ
メ
ク
、
徒
然
の
オ
ゴ
メ
ク

　
『
野
槌
』
以
後
『
徒
然
草
古
今
紗
』
ま
で
の
三
七
年
間
、
徒
然
草
関

係
の
出
版
物
は
い
く
つ
か
あ
っ
た
が
、
清
濁
を
区
別
し
た
徒
然
草
の
テ

キ
ス
ト
あ
る
い
は
注
釈
書
は
刊
行
さ
れ
な
か
っ
た
。
そ
の
間
、
い
ま
言
っ

た
よ
う
に
、
帯
掻
巻
の
「
を
こ
め
き
て
」
は
濁
音
で
読
ま
れ
る
よ
う
に

な
っ
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
注
釈
で
つ
ね
に
直
木
巻
を
引
き
合
い
に

だ
す
徒
然
草
の
「
お
こ
め
き
て
」
も
濁
っ
て
読
ま
れ
た
は
ず
で
あ
る
。

『
徒
然
草
古
今
紗
』
は
『
野
槌
』
の
影
響
と
い
う
か
、
こ
の
部
分
に
か

ぎ
っ
て
い
え
ば
、
『
野
面
』
の
引
き
写
し
で
あ
る
が
、
か
り
に
羅
山
の

頭
に
「
オ
ゴ
メ
ク
」
と
い
う
語
が
存
在
し
な
か
っ
た
と
し
て
も
（
し
た

と
か
し
な
か
っ
た
と
か
に
係
わ
ら
ず
）
、
『
徒
然
草
古
今
紗
』
の
著
者
の

頭
の
な
か
に
は
、
こ
の
語
が
存
在
し
た
。

　
そ
の
二
年
後
、
万
治
三
年
の
林
和
泉
橡
版
の
テ
キ
ス
ト
（
半
紙
本
）

が
「
オ
ゴ
メ
ク
」
の
本
文
を
採
用
す
る
。
以
後
、
清
濁
を
区
別
す
る
テ

キ
ス
ト
・
注
釈
書
に
お
い
て
、
問
題
箇
所
に
濁
点
が
付
さ
れ
る
傾
向
が

見
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
寛
文
七
年
忌
北
村
季
吟
『
徒
然
草
文
段
抄
』

が
刊
行
さ
れ
る
。
こ
こ
で
の
季
吟
の
認
識
が
、
定
説
と
な
っ
て
い
た

「
オ
ゴ
メ
ク
」
で
あ
る
こ
と
は
、
い
う
ま
で
も
な
い
。
語
義
も
、
「
蚕
」

の
漢
字
が
当
て
ら
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
て
そ
の
六
年
後
の
延

宝
元
年
、
お
な
じ
季
吟
の
手
に
な
る
源
氏
注
釈
『
湖
月
抄
』
の
出
番
と

な
る
。
そ
の
本
文
は
当
然
、

　
　
は
な
の
わ
た
り
お
ご
め
き
て
か
た
り
な
す
。

で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
に
傍
注
し
て
、

　
　
お
か
し
き
を
翻
し
た
る
さ
ま
也

と
の
み
あ
る
こ
の
一
文
は
、
中
世
の
源
氏
注
釈
（
『
一
葉
抄
』
な
ど
）

を
引
い
た
と
い
う
よ
り
、
そ
の
こ
ろ
す
で
に
徒
然
草
注
釈
で
常
套
句
化

し
て
い
た
も
の
、
み
ず
か
ら
の
徒
然
草
注
釈
を
直
接
つ
か
っ
た
、
と
い
っ

た
ほ
う
が
正
確
で
あ
ろ
う
。

　
時
間
は
前
後
す
る
が
、
当
時
の
古
典
学
者
に
と
っ
て
次
な
る
問
題
は
、

こ
の
オ
ゴ
メ
ク
を
ど
う
現
代
語
訳
す
る
か
で
あ
っ
た
。
近
世
の
古
学
者

は
、
こ
の
部
分
を
処
理
す
る
に
あ
た
っ
て
、
一
条
由
良
・
寿
命
院
・
烏

丸
光
広
ら
と
は
異
な
っ
た
環
境
に
あ
っ
た
。
長
良
・
寿
命
院
・
光
広
ら

に
は
、
「
烏
濤
」
を
語
幹
と
す
る
オ
コ
メ
ク
と
い
う
語
し
か
な
く
、
そ

れ
は
ほ
ぼ
日
常
言
語
の
範
疇
に
あ
っ
た
か
、
さ
ほ
ど
の
古
さ
を
感
じ
さ

せ
な
い
言
葉
だ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
あ
え
て
語
義
注
を
付
す
必
要
が
な

か
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、
万
治
・
寛
文
の
こ
ろ
の
古
典
学
者
は
、
語

形
を
オ
ゴ
メ
ク
と
認
識
し
た
。
そ
う
認
識
し
た
か
ら
に
は
、
か
れ
ら
の
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観
念
の
な
か
で
は
死
語
と
な
っ
た
（
客
観
的
に
い
え
ば
、
存
在
し
な
か
っ

た
）
古
典
語
オ
ゴ
メ
ク
を
現
代
語
に
置
き
換
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
そ
れ
を
試
み
た
最
初
は
、
寛
文
元
年
『
徒
然
草
句
解
』
の
「
鼻
を
い

か
ら
し
て
い
ふ
」
で
あ
っ
た
。
た
だ
、
こ
の
現
代
語
訳
は
、
オ
ゴ
メ
ク

と
イ
カ
ラ
ス
と
の
語
感
が
し
っ
く
り
し
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
、
以
後

の
注
釈
で
は
ほ
と
ん
ど
無
視
さ
れ
た
。

　
そ
の
つ
ぎ
に
、
清
水
春
流
『
徒
然
草
新
註
』
が
「
鼻
を
う
こ
か
す
」

と
現
代
語
訳
し
た
。
お
そ
ら
く
、
『
万
水
一
露
』
の
一
文
が
注
釈
者
の

頭
か
視
界
を
よ
ぎ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
何
度
も
言
う
よ
う
に
、
も
と
も

と
こ
れ
は
「
オ
コ
ヅ
キ
テ
」
の
文
脈
注
で
あ
る
。
だ
が
し
か
し
、
そ
れ

を
受
け
て
、
『
徒
然
草
諺
解
』
が
オ
ゴ
メ
ク
に
「
蚕
」
（
う
ご
め
く
・
し
ゅ

ん
）
の
漢
字
を
あ
て
た
。
こ
れ
で
も
っ
て
現
代
語
訳
す
る
と
、
文
脈
の

う
え
で
も
す
こ
ぶ
る
自
然
に
な
っ
た
。
さ
ら
に
、
オ
ゴ
メ
ク
・
ウ
ゴ
メ

ク
が
い
わ
ゆ
る
五
音
相
通
で
説
明
で
き
、
理
論
的
根
拠
が
あ
た
え
ら
れ

た
。
相
通
と
い
う
語
学
上
の
裏
づ
け
は
、
「
う
ご
め
か
せ
て
、
び
く
つ

か
せ
て
」
を
源
氏
で
も
徒
然
で
も
、
「
オ
ゴ
メ
キ
テ
」
の
語
義
注
に
さ

せ
る
に
十
分
で
あ
っ
た
。
古
学
者
に
と
っ
て
は
、
抵
抗
な
く
受
け
容
れ

ら
れ
た
語
学
説
で
あ
り
解
釈
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
か
く
し
て
、
オ
ゴ
メ
ク
は
「
う
ご
め
く
」
で
あ
る
と
い
う
理
解
、
と

い
う
か
誤
解
が
定
着
し
た
。
こ
の
誤
解
に
よ
っ
て
、
源
氏
物
語
河
内
本

と
徒
然
草
を
典
拠
に
し
た
「
お
（
を
）
こ
め
く
」
が
、
古
典
語
と
し
て

古
学
者
の
あ
い
だ
で
認
定
さ
れ
、
近
世
古
学
の
国
語
学
を
継
承
し
た
近

代
の
古
語
辞
典
に
登
録
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
（
前
栽
第
八
節
図
版
参

照
）
。
オ
ゴ
メ
ク
と
い
う
、
存
在
し
な
か
っ
た
古
典
語
の
存
在
感
が
き

わ
め
て
大
き
か
っ
た
こ
と
は
、
す
で
に
前
々
稿
で
述
べ
た
。

〔
付
記
〕
　
第
八
節
に
掲
げ
た
徒
然
草
テ
キ
ス
ト
・
注
釈
書
は
、
と
り
あ
え
ず

　
　
『
諸
抄
大
成
』
ま
で
の
濁
点
使
用
の
も
の
の
み
。
な
お
、
国
文
学
研
究
資

　
　
料
館
の
徒
然
草
版
本
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
お
世
話
に
な
っ
た
。

（
し
ら
い
し
　
よ
し
お
・
文
部
科
学
省
主
任
教
科
書
調
査
官
）
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