
『
て
に
は
網
引
綱
』

と

『
て
に
を
は
の
辮
』

井

上

誠
 
之
 
助

噸
 
序

 
明
治
三
二
年
、
保
科
孝
一
著
『
国
語
学
小
史
』
の
刊
行
以
来
、
専
門
家
の
繕

．
く
に
堪
へ
る
も
の
か
ら
、
嘗
っ
て
の
文
検
受
験
用
ま
た
教
科
書
用
の
所
謂
ノ
リ

と
ハ
サ
ミ
式
の
も
の
ま
で
を
含
め
て
、
国
語
学
史
と
題
し
、
あ
る
い
は
そ
れ
に

．
類
す
る
単
行
本
は
・
今
日
ま
で
に
三
＋
を
越
え
た
蛎
（
た
だ
し
同
母
の
著
述

で
も
改
訂
増
削
の
手
捕
別
に
数
へ
る
）
、
こ
れ
ら
教
多
く
の
著
書
に
お
い
て
栂
井

道
旧
著
『
て
に
は
網
引
綱
」
に
言
及
し
な
い
も
の
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、
逆
に
幻

交
庵
の
『
て
に
を
は
の
辮
』
に
就
い
て
は
福
井
久
蔵
の
著
述
以
外
に
触
れ
た
も

の
は
な
い
（
咀
治
四
〇
年
刊
「
日
本
文
法
史
』
・
昭
和
九
年
刊
「
譜
日
本
文
法

史
』
・
同
一
七
年
刊
『
国
語
学
史
』
の
辞
書
）
。
た
だ
し
そ
れ
は
文
字
通
り
触

れ
た
の
で
あ
っ
て
「
氏
〔
専
一
道
果
を
指
す
〕
の
教
へ
を
受
け
し
幻
交
庵
の
主

人
は
文
化
十
三
年
に
里
預
遠
波
の
辮
二
巻
を
著
せ
り
。
」
（
「
日
本
文
法
史
』
）

と
あ
る
だ
け
で
、
そ
の
吋
容
に
は
及
ば
な
い
。
 
（
後
の
二
号
も
略
々
同
文
な
が

ら
『
国
語
学
史
』
で
は
年
時
を
記
さ
な
い
。
）
こ
れ
に
対
し
『
て
に
は
網
引

綱
』
に
就
い
て
は
諸
書
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
多
か
れ
少
な
か
れ
こ
れ
を
説
く
。
し

か
し
な
が
ら
そ
の
多
く
は

 
ω
手
爾
葉
の
名
義
は
乎
古
止
点
よ
り
出
で
た
と
し
、
「
春
樹
顕
秘
抄
』
な
ど

 
 
に
見
え
る
出
葉
説
、
あ
る
い
は
「
つ
つ
留
」
・
「
哉
留
」
に
関
す
る
秘
説

 
 
伝
授
を
烈
し
く
排
撃
し
た
こ
と

 
ω
『
手
爾
葉
大
概
抄
』
を
定
家
の
作
に
非
ず
と
断
じ
た
こ
と

 
㈲
「
た
だ
」
・
「
な
ほ
」
・
「
い
と
ど
」
は
手
爾
葉
で
は
な
く
詞
で
あ
り
、

 
 
こ
れ
を
混
雑
し
た
『
春
樹
顕
秘
事
」
な
ど
を
「
か
㌧
る
杜
撰
な
る
書
を
秘

 
 
伝
な
ど
い
ふ
事
、
か
た
は
ら
い
た
き
事
也
」
 
（
下
1
9
オ
。
尚
、
序
文
に
も

 
 
同
趣
旨
の
事
あ
り
）
と
極
力
難
じ
た
こ
と

 
ω
手
爾
葉
を
今
日
の
普
通
の
文
法
論
に
言
ふ
助
認
と
助
動
詞
と
に
分
け
た
こ

 
 
と

な
ど
、
そ
の
批
判
的
言
辞
な
ら
び
に
そ
の
批
判
的
態
度
か
ら
生
れ
た
二
三
の
指

摘
を
高
く
評
価
す
る
に
と
ど
ま
り
、
そ
の
所
説
を
全
般
に
わ
た
っ
て
論
じ
た
の

は
山
田
孝
雄
（
『
国
語
学
史
」
昭
和
一
八
年
刊
）
・
田
辺
正
男
（
『
国
語
学
史
」

同
三
四
年
刊
）
ぐ
ら
ゐ
で
あ
ら
う
。
尚
、
他
に
保
科
孝
一
（
前
記
の
書
）
・
青

木
伶
子
（
「
国
語
国
文
学
研
究
史
大
成
」
1
5
巻
『
国
語
学
』
昭
和
三
六
年
刊
）
層

・
古
田
東
朔
（
築
島
裕
と
共
著
「
国
語
学
史
」
同
四
七
年
刊
）
等
も
多
少
論
ず

る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
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『
て
に
は
網
引
綱
」
と
『
て
に
を
は
の
辮
』



、

二
 
て
に
は
綱
引
綱

ニ
ノ
一
 
上
下
の
二
巻
二
冊
。
明
和
七
年
（
一
七
七
〇
）
九
月
刊
。
そ
の
序
に

，
年
時
を
記
さ
ず
、
ま
た
そ
の
成
立
年
時
を
知
る
べ
き
文
辞
は
「
て
に
は
網
引

綱
」
に
は
見
え
な
9
い
が
、
こ
れ
に
次
ぐ
『
蜘
蛛
の
す
が
き
」
の
安
永
九
年
（
一

七
八
○
）
八
月
置
自
序
に
「
此
の
十
と
せ
あ
ま
り
過
ぎ
に
し
秋
、
て
に
を
は
の

大
綱
を
あ
げ
て
網
引
綱
二
巻
を
し
る
せ
し
は
…
…
」
と
あ
る
か
ら
、
最
も
遅
れ

て
成
る
と
見
た
場
合
、
明
和
七
年
の
七
月
頃
と
い
ふ
こ
と
に
な
る
が
、
「
十
と

せ
あ
ま
り
過
ぎ
に
し
秋
」
を
文
字
通
り
に
信
ず
る
な
ら
、
今
少
し
早
い
年
の
成

立
と
見
る
こ
と
に
な
ら
う
か
。

三
ノ
ニ
 
権
威
に
よ
り
伝
授
さ
れ
妄
り
に
他
見
を
許
さ
な
い
秘
伝
書
・
所
謂

「
姉
小
路
式
』
の
一
群
『
歌
道
秘
蔵
録
』
が
始
め
て
寛
文
一
三
年
（
一
六
七
、

三
）
に
板
に
な
り
、
次
い
で
『
和
歌
八
重
垣
』
が
元
禄
一
三
年
（
一
七
〇
〇
）

を
初
印
と
し
て
累
次
の
刊
行
、
ま
た
『
和
歌
て
に
は
秘
伝
抄
」
馳
が
宝
永
二
年

・
（
一
七
〇
五
）
に
板
行
を
見
る
な
ぜ
、
伝
授
の
権
威
を
破
り
秘
伝
公
開
・
秘
説

批
判
の
機
運
が
徐
々
に
動
き
、
傍
ら
仮
名
遣
研
究
に
お
け
る
契
沖
の
実
証
的
・

帰
納
的
方
法
が
広
ま
ち
う
と
す
る
時
に
『
て
に
は
網
引
綱
』
は
生
れ
た
。
そ
の

批
判
的
言
辞
お
よ
び
新
た
な
諸
指
摘
は
、
手
爾
葉
研
究
史
上
、
画
期
的
な
こ
と

で
は
あ
っ
た
。
し
か
し
こ
れ
ら
の
こ
と
は
実
は
本
文
を
読
ま
な
く
て
も
、
目
次

な
ら
び
に
巻
頭
の
序
と
最
巻
末
の
「
て
に
は
用
意
の
事
」
と
を
見
た
だ
け
で
言

へ
る
の
で
あ
り
、
顧
る
べ
き
は
「
て
に
は
網
引
綱
』
の
全
貌
で
あ
る
。

ニ
ノ
三
 
道
敏
の
挙
げ
た
個
々
の
手
爾
葉
に
関
す
る
論
述
は
、
軽
重
・
緩
急
を

以
っ
て
一
貫
し
て
み
る
の
が
特
徴
で
あ
る
。
左
に
抄
出
す
る
。

 
 
む
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
お
も
む
き

 
○
て
は
上
を
承
け
て
下
を
起
こ
す
字
也
。
詞
の
趣
に
よ
り
て
軽
重
緩
急
あ

 
 
 
 
 
 
 
む

 
 
り
。
 
生
き
て
も
よ
…
…
等
の
句
の
中
間
に
有
る
ば
軽
く
 
山
も
か
す
み

 
 
て
 
い
か
に
ち
ぎ
り
て
 
と
句
の
末
に
あ
る
は
重
し
。
（
上
4
オ
）

 
 
む
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
む
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
む
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
む
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
む

 
○
に
は
 
こ
㌧
に
か
し
こ
に
 
と
あ
る
事
に
か
く
あ
る
事
に
 
と
い
ふ
心

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
む
 
 
む

 
 
也
。
軽
重
緩
急
あ
る
こ
と
は
一
首
の
趣
に
よ
る
べ
し
。
助
字
に
豪
腹
等
の

 
 
 
 
 
 
む
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
む

 
 
字
あ
れ
ば
に
と
点
を
つ
く
る
也
。
於
は
軽
ぐ
干
は
重
し
。
歌
は
文
字
に
よ

 
 
ら
ざ
れ
ば
詞
の
つ
雲
け
が
ら
に
て
辮
ふ
べ
し
。
句
の
中
間
に
あ
る
は
軽
き

 
 
 
 
 
 
 
 
む

 
 
方
な
る
べ
し
。
て
の
字
の
例
に
て
知
る
べ
し
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
む

 
 
 
 
古
今
恋
し
き
に
わ
ひ
て
た
ま
し
み
ま
と
ひ
な
は
…
…

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
む

「
 
 
拾
遺
八
重
む
く
ら
茂
れ
る
宿
の
さ
ひ
し
き
に
…
…

 
 
 
 
 
 
 
 
 
む
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
む

 
 
 
右
恋
し
き
に
の
に
の
字
は
重
く
急
也
。
さ
び
し
き
に
の
に
は
軽
く
緩
や

 
 
か
に
し
て
、
し
か
も
味
は
ひ
あ
り
。
 
（
同
5
ウ
i
6
オ
）

 
 
む

 
○
は
は
強
く
物
を
断
は
る
心
有
り
。
又
、
事
を
か
ぎ
り
て
い
ふ
字
也
。
重
く

 
 
急
な
る
て
に
は
な
が
ら
詞
の
趣
に
よ
り
て
軽
く
緩
や
か
に
聞
ゆ
る
も
有
、

 
 
り
。
句
の
中
間
に
あ
る
も
軽
重
あ
る
べ
し
。
一
首
の
趣
意
を
察
し
て
分
別

 
 
す
べ
し
。
 
（
同
1
0
オ
・
ウ
）
 
．
 
 
 
 
 
・

 
 
 
 
 
 
 
 
む
 
 
む

 
○
…
…
花
の
ち
り
な
ん
 
な
ど
よ
め
る
は
、
花
の
ち
ら
ん
と
い
ふ
義
な
り
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
む

 
 
至
り
て
軽
し
。
…
…
又
 
と
へ
か
し
な
 
は
か
な
し
や
 
な
ど
い
ふ
な
の

 
 
 
 
む

 
 
字
、
や
の
字
も
さ
し
て
心
な
し
。
至
り
て
軽
し
。
 
（
下
4
オ
）

・
○
つ
る
 
つ
れ
 
は
 
ぬ
る
 
ぬ
れ
 
よ
り
は
重
く
強
し
。
…
…
つ
る
 
つ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
む
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
む

 
 
れ
 
は
緩
急
有
る
べ
し
。
：
…
触
又
て
と
留
る
も
つ
の
字
に
大
体
お
な
じ
と

 
 
い
へ
ど
も
、
詞
の
趣
に
よ
り
て
耶
か
軽
重
有
べ
し
。
 
（
同
1
2
ウ
）

 
上
巻
は
続
く
手
爾
葉
、
下
巻
は
切
れ
る
手
爾
葉
と
二
分
し
た
そ
れ
ぐ
の
手

爾
葉
の
説
明
は
、
右
に
示
し
た
如
く
軽
重
・
緩
急
で
あ
り
、
そ
れ
を
以
．
っ
て
し

な
い
語
は
ほ
と
ん
ど
な
い
と
言
っ
て
も
よ
い
く
ら
ゐ
で
あ
る
。
然
ら
ば
道
敏
の
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O

言
ふ
軽
重
・
緩
急
と
は
何
な
の
か
。
「
重
く
急
」
・
．
「
軽
く
緩
や
か
」
と
随
所
．

に
見
え
（
「
物
を
」
・
「
は
」
・
「
ま
し
」
・
「
つ
る
」
等
の
条
）
、
大
体
、

重
き
が
急
、
軽
き
が
緩
な
の
だ
が
、
そ
の
具
体
的
説
明
は
な
く
一
首
の
趣
意
を

察
し
て
分
別
す
べ
き
な
の
で
あ
り
、
旧
来
、
歌
学
の
上
で
言
っ
て
き
た
の
と
同

じ
で
あ
る
。
．
（
例
へ
ば
『
毎
月
抄
」
を
例
示
す
れ
ば
「
歌
の
大
事
ば
詞
の
用
捨

に
て
候
ふ
べ
し
。
詞
に
つ
き
て
強
弱
大
小
候
ふ
べ
し
。
そ
れ
を
騒
々
見
し
た
た

め
て
つ
よ
き
詞
を
ば
一
向
に
こ
れ
を
つ
ゴ
け
、
よ
は
き
詞
を
ば
又
一
向
に
こ
れ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
む
 
 
む
 
 
 
 
 
む
 
 
む

を
つ
ら
ね
．
…
…
」
の
如
く
で
あ
る
。
）
だ
だ
如
上
の
諸
例
、
ま
た
つ
る
は
ぬ
る

 
 
 
 
 
む
 
 
む
 
 
 
 
む
 
 
む
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
む
 
 
む

よ
り
は
重
く
ま
し
は
べ
し
よ
り
は
軽
く
緩
や
か
と
か
、
「
花
の
ち
り
な
ん
な
ど

よ
め
る
は
花
の
ち
ら
ん
と
い
ふ
義
な
り
。
至
り
て
軽
し
」
な
ど
之
あ
る
こ
と
か

ら
（
「
つ
る
」
・
「
ま
し
」
・
「
な
ん
」
の
条
）
、
そ
れ
は
手
爾
葉
の
意
味
な

い
し
は
感
じ
で
あ
っ
て
、
今
日
の
文
法
上
の
こ
と
で
は
な
く
、
従
っ
て
は
っ
き

り
し
た
も
の
と
は
言
へ
な
い
。
た
だ
し
①
一
首
の
軌
間
に
あ
る
の
は
軽
く
、
末

に
あ
る
の
は
重
く
（
「
て
」
・
「
と
て
」
・
「
し
て
」
・
「
に
」
・
「
を
」
・

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
む
 
 
む
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
む
 
 
む

「
と
や
」
等
の
条
）
、
㈲
「
思
ひ
そ
め
て
し
」
，
・
「
消
え
に
し
人
を
」
の
如
く

 
 
 
 
む
 
 
 
 
 
 
 
 
ご
 
 
 
む

「
既
往
の
し
」
に
続
く
て
・
に
は
「
至
り
て
軽
く
」
、
「
思
ひ
そ
め
て
し
」
は

・
ら
思
ひ
そ
め
し
」
の
心
と
あ
る
の
は
、
多
少
は
っ
き
り
し
た
も
の
と
言
へ
る

 
（
「
て
し
」
・
「
に
し
」
の
条
）
。
し
か
し
ω
も
「
句
の
申
間
に
あ
る
も
軽
重

「
あ
る
べ
し
。
一
首
の
趣
意
を
察
し
て
分
別
す
べ
し
」
と
あ
り
（
「
は
」
の
条
。

そ
の
他
「
を
」
・
「
し
て
」
の
条
な
ど
）
、
、
そ
の
「
一
首
の
趣
意
を
察
し
て
分

別
す
」
る
こ
と
が
'
『
て
に
は
網
引
綱
』
の
基
本
態
度
で
「
す
べ
て
て
に
は
㌧

く
わ
つ
ぶ
つ
 
 
こ
と
ち
に
か
は
 
 
こ
と
 
 
こ

活
物
な
れ
ば
柱
に
尊
し
て
蘇
を
鼓
す
べ
か
ら
ず
」
の
比
喩
で
も
表
現
さ
れ
た
。

序
で
「
で
に
は
～
詞
に
随
ひ
て
様
々
に
な
る
べ
き
事
也
。
一
首
の
体
、
一
句
の

い
き
ほ
へ

 
勢
に
よ
り
て
意
味
分
別
あ
る
べ
き
を
…
…
」
と
言
ひ
、
「
て
に
は
用
意
の

「
て
に
は
網
引
綱
』
と
『
て
に
を
は
の
辮
』

事
」
で
「
…
…
て
に
は
～
詞
に
つ
き
て
そ
の
義
を
覚
悟
す
る
也
。
依
り
て
同
じ

て
に
は
も
毎
首
そ
の
心
た
が
ふ
事
有
べ
し
」
と
言
ふ
の
も
同
じ
こ
と
で
あ
る
。

こ
れ
ら
を
総
括
し
て
田
辺
正
男
は
「
…
…
特
に
 
詞
 
と
の
関
連
に
於
い
て
一

首
の
体
勢
、
趣
意
の
上
か
ら
そ
の
意
味
を
判
別
す
べ
ぎ
こ
と
を
力
説
し
た
も
の

で
あ
る
。
言
ひ
換
へ
れ
ば
、
テ
ニ
ヲ
ハ
の
本
質
的
性
格
を
或
程
度
ま
で
認
識

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
パ
ロ
 
ル

し
、
そ
の
意
味
の
理
解
に
文
脈
の
考
察
が
必
要
だ
と
し
て
、
い
億
ゆ
る
言
の

面
を
極
め
て
重
視
し
た
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
」
と
い
ふ
。
「
テ
ニ
ヲ
ハ
の

本
質
的
性
格
」
・
「
文
脈
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
先
づ
間
は
る
べ
き
だ
が
、

右
の
理
解
は
粛
々
妥
当
で
あ
ら
う
。
た
だ
、
全
く
異
な
る
立
場
に
立
つ
近
代
言

語
学
者
の
言
ふ
術
語
の
使
用
は
避
け
た
い
。

ニ
ノ
四
 
最
巻
末
の
「
て
に
は
用
意
の
事
」
に
お
い
て

 
て
に
は
の
義
、
数
品
あ
る
や
う
な
れ
ど
も
、
所
詮
は
切
る
と
続
く
と
の
二
つ

 
也
。
文
章
に
句
読
あ
る
が
ご
と
し
。
句
読
を
辮
ふ
れ
ば
そ
の
理
よ
く
明
ら
か

 
也
。
歌
も
て
に
は
の
切
る
と
続
く
と
の
ふ
た
つ
に
て
、
一
首
の
道
理
は
と
～

 
の
ふ
べ
し
（
2
0
才
）

と
述
べ
た
こ
と
は
、
既
に
山
田
孝
雄
・
田
辺
正
男
・
青
木
伶
子
等
の
指
摘
の
如

く
重
要
な
発
言
で
あ
る
。
 
「
て
に
は
の
義
、
」
数
品
あ
る
や
う
な
れ
ど
も
」
は
直

接
的
に
は
「
手
爾
葉
大
概
抄
』
に
言
ふ
と
こ
ろ
を
指
し
、
田
辺
正
男
の
「
テ
ニ

ヲ
ハ
の
本
質
的
機
能
を
、
切
る
は
た
ら
き
と
続
け
る
は
た
ら
き
の
二
つ
に
帰

し
、
こ
の
二
つ
の
機
能
に
よ
っ
て
一
首
の
論
理
的
な
意
味
が
成
り
立
つ
。
つ
ま

・
り
す
ち
が
通
る
と
い
ふ
の
だ
ら
う
。
切
れ
続
き
の
こ
と
は
、
す
で
に
手
爾
葉
大

概
抄
で
も
 
云
ひ
切
る
詞
 
 
ど
か
 
云
ひ
切
ら
ざ
る
テ
ニ
ハ
 
と
か
い
っ
て

考
へ
ら
れ
、
連
歌
の
書
で
も
切
字
の
名
で
議
せ
ら
れ
て
き
た
が
、
網
引
綱
は

こ
れ
を
テ
ニ
ハ
の
本
質
的
機
能
と
し
て
定
着
さ
せ
た
と
こ
ろ
に
重
要
な
意
義
を

（ 155 ）

、



●

持
つ
」
と
の
論
述
は
、
「
本
質
的
機
能
」
と
は
「
本
質
的
性
格
」
と
は
異
る
こ

と
を
認
め
た
上
で
、
私
は
全
く
同
感
で
あ
る
。
さ
ら
に
続
け
て
田
辺
正
男
は
言

ふ
。
「
と
こ
ろ
で
、
か
や
う
な
見
方
は
、
一
面
に
於
い
て

 
歌
は
詠
吟
の
も
の
な
れ
ば
、
詠
み
あ
げ
な
ど
す
る
に
な
に
と
な
く
吟
を
う
る

 
は
し
く
聞
ゆ
る
や
う
に
と
心
掛
く
べ
し
。
吟
を
う
る
は
し
く
せ
ん
は
詞
の
続

 
け
が
ら
に
よ
る
べ
し
。
詞
の
続
け
が
ら
は
、
て
に
は
に
あ
る
べ
し
。
た
だ
一

 
字
も
大
切
の
事
な
り
。
古
よ
り
秀
逸
た
る
は
、
そ
の
扱
ひ
、
妙
な
る
も
の
あ

 
り
。

と
い
っ
た
和
歌
表
現
上
の
配
慮
に
つ
な
が
っ
て
み
る
も
の
の
や
う
で
あ
る
」

と
。 

「
も
の
～
や
う
で
あ
る
」
と
い
ふ
慎
重
な
表
現
な
が
ら
、
私
は
、
書
置
の
言

ふ
切
続
を
右
の
引
用
文
と
関
連
さ
せ
る
要
は
な
い
と
思
ふ
。
道
敏
の
拠
る
べ
し

と
し
た
「
八
雲
御
抄
』
 
（
巻
六
）
に
「
い
は
ゴ
よ
き
詞
も
わ
ろ
き
詞
も
な
し
。

た
ゴ
つ
ゴ
け
が
ら
に
善
悪
は
あ
る
な
り
」
と
見
え
（
『
毎
早
漏
』
に
は
ほ
と
ん

ど
同
文
で
う
け
つ
が
れ
る
）
、
そ
の
続
け
が
ら
に
手
譲
葉
が
関
与
す
る
た
め
に

そ
の
考
察
が
為
さ
れ
て
き
た
の
で
、
道
敏
の
「
詞
の
続
け
が
ら
は
、
て
に
は
に

あ
る
べ
し
」
と
の
主
張
は
重
視
す
べ
き
だ
が
、
や
は
り
旧
来
の
歌
学
の
伝
統
に

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
、

負
ふ
も
の
と
考
へ
ら
れ
る
。

 
次
に
今
日
な
ら
活
用
表
と
呼
ぶ
べ
き
も
の
を
鈴
木
腺
が
『
活
語
断
続
譜
」
と

称
し
、
用
言
の
断
と
続
と
に
注
目
し
た
の
は
、
道
程
の
切
続
の
考
へ
に
暗
示
を

受
け
た
と
の
山
田
孝
雄
の
指
摘
が
あ
る
。
暗
示
と
遵
ふ
の
だ
か
ら
敢
へ
て
異
議

を
唱
へ
る
に
も
及
ぶ
ま
い
が
、
私
に
は
切
続
・
断
続
と
い
ふ
言
葉
の
上
の
一
致

に
捕
は
れ
て
る
る
か
の
感
を
持
つ
。
暗
示
と
い
ふ
な
ら
、
言
葉
の
上
で
は
見
え

な
い
富
士
谷
成
章
の
装
図
を
も
指
し
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
。
成
章
も
腺
と
同

じ
く
用
言
の
断
続
に
着
目
し
て
活
用
図
を
作
っ
た
の
で
あ
り
、
二
は
断
続
の
語

を
表
に
出
し
、
一
は
出
さ
な
か
っ
た
だ
け
だ
と
思
ふ
。
私
は
外
面
の
一
致
だ
け

で
な
く
、
内
面
の
一
致
を
も
重
視
し
た
い
。

 
道
敏
の
言
ふ
切
続
は
も
ち
ろ
ん
手
糖
葉
に
関
し
て
で
あ
り
、
具
体
的
に
言
へ

 
 
む
 
 
 
 
ロ
 
 
 
 
む
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
む
 
む
 
 
 
 
む
 
む
 
 
 
 
む

ば
、
て
・
に
・
を
等
は
続
き
、
け
り
・
め
り
・
哉
等
は
切
れ
る
と
い
ふ
の
で
あ

る
。
即
ち
語
本
来
が
続
く
か
切
れ
る
か
で
あ
っ
て
、
用
言
の
場
合
の
、
一
語
の
．

切
れ
続
き
で
は
な
い
。
ま
た
用
言
の
研
究
史
を
見
る
と
、
手
窯
業
研
究
に
負
ふ

こ
と
も
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
手
爾
葉
研
究
が
進
み
、
そ
の
承
接
を
考
へ
る
や

う
に
な
っ
て
、
上
に
来
る
詞
が
体
言
で
な
く
用
言
の
時
に
は
必
ず
一
定
の
形
に

つ
く
と
い
ふ
事
実
か
ら
活
用
形
の
発
見
と
な
り
、
そ
れ
が
整
備
さ
れ
て
ゆ
く
。

本
居
宣
長
は
違
っ
た
形
に
目
を
向
け
断
続
か
ち
の
考
察
に
欠
け
た
憾
み
が
あ
る

が
、
朗
．
成
章
は
手
直
管
と
の
接
続
か
ら
見
事
な
活
用
表
を
作
り
あ
げ
た
。
成

章
は
『
あ
ゆ
ひ
抄
』
に
お
い
て
例
へ
ば
「
何
よ
鶉
畷
弥
爵
鵬
」
 
（
巻
一
7
オ
）

の
如
く
、
必
ず
上
に
来
る
語
を
明
示
し
、
か
つ
そ
れ
が
用
言
で
あ
る
時
は
活
用

形
を
記
し
た
。
手
爾
葉
研
究
書
で
あ
る
『
あ
ゆ
ひ
抄
』
巻
頭
に
置
か
れ
た
装
蹄

は
、
成
章
の
手
爾
葉
研
究
か
ら
導
か
れ
た
と
見
る
べ
き
で
あ
ら
う
。
朗
に
は
単

独
の
手
単
葉
研
究
書
は
存
し
な
い
が
『
言
語
四
種
論
』
に
お
い
て
論
じ
、
『
活
語

断
続
譜
』
に
例
へ
ば
「
飽
く
」
の
一
等
〔
注
-
今
日
の
終
止
形
〕
に
「
本
語
口

テ
ト
マ
ル
、
ト
ニ
ツ
寸
ク
、
キ
ル
・
ヤ
ニ
ツ
寸
ク
、
カ
シ
ニ
ツ
で
ク
」
 
（
神
宮

文
庫
本
。
柳
園
叢
書
本
は
異
る
点
あ
り
）
と
、
用
言
を
主
体
に
し
た
表
現
は
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
む
 
 
 

活
用
表
の
性
質
上
さ
う
な
の
で
あ
り
、
べ
し
に
続
く
も
の
を
第
三
等
と
し
て
七

つ
の
活
用
形
を
立
て
た
の
は
理
論
上
な
正
し
く
、
こ
の
処
置
に
は
や
は
り
手
門

葉
の
承
接
関
係
の
考
究
が
先
行
し
よ
う
。
即
ち
第
三
等
層
認
め
る
た
め
に
は

 
む
 
 
 
 
む
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
む
 
む
 
 
 
 
む
 
む

「
と
・
や
」
お
よ
び
「
べ
し
・
ら
し
」
が
い
か
な
る
語
の
い
か
な
る
形
に
続
く

（ 156 ）



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ロ
 
 
む
 
 
 
 
 
 
 
 
 
り
 
 
む
 
 
む
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ロ
 
 
む
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
む
 
 
む

か
、
具
体
的
に
言
へ
ば
、
「
散
る
と
一
散
る
ら
し
 
あ
り
と
一
あ
る
ら
し
」
と

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
む
 
 
 
 
 
む
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

い
ふ
事
実
を
知
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
そ
の
こ
と
は
「
と
・
や
」
・
「
べ

む
 
 
 
む
 
へ
 
む

し
・
ら
し
」
に
限
ら
ず
、
他
の
す
べ
て
の
手
爾
葉
の
場
合
も
同
断
で
あ
ら
う
。

つ
ま
り
手
爾
葉
研
究
書
を
作
り
そ
の
巻
頭
に
活
用
表
を
出
し
た
成
章
ほ
ど
分
り

よ
く
は
な
い
が
、
そ
の
成
果
か
ら
見
て
、
朗
に
お
い
て
も
手
二
葉
の
承
接
の
・
考

察
か
ら
用
言
の
断
続
へ
と
至
っ
た
の
で
あ
り
、
『
活
語
断
続
譜
』
の
成
立
に
は

「
て
に
は
網
引
綱
」
の
先
行
を
必
要
と
し
な
い
。

 
次
に
以
上
と
違
っ
た
理
解
か
ら
切
続
に
注
意
し
た
の
が
青
木
伶
子
で
あ
る
。

即
ち
切
続
と
い
ふ
職
能
を
以
っ
て
二
分
し
た
こ
と
が
『
鼻
鏡
』
や
「
詞
の
玉

緒
」
の
組
織
に
大
き
な
影
響
を
与
へ
た
の
で
は
な
い
か
と
の
考
へ
で
あ
る
。
し

か
し
な
が
ら
宣
長
の
係
り
結
び
研
究
の
骨
子
は
「
本
末
か
な
へ
あ
は
す
」
こ
と

で
あ
り
、
そ
れ
は
旧
来
の
秘
伝
書
に
言
ふ
「
か
か
へ
」
・
「
お
さ
へ
」
を
発
展

さ
せ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

ニ
ノ
五
 
『
て
に
は
網
引
綱
』
の
目
次
な
ら
び
に
本
文
標
題
に

 
 
け
り
 
け
る
 
け
れ
 
 
 
な
り
 
な
る
 
な
れ

 
 
め
り
 
め
る
 
め
れ
 
 
 
た
り
た
る
 
た
れ

の
如
く
記
す
を
以
っ
て
夙
く
花
岡
安
見
著
『
国
語
学
研
究
史
」
 
（
明
治
三
五
年

刊
）
に
「
本
居
翁
の
係
結
三
屡
説
も
之
等
よ
り
や
出
で
け
む
」
と
述
べ
、
山
田

孝
雄
・
古
田
東
朔
も
消
極
的
な
が
ら
両
者
の
関
係
を
認
め
る
。
 
（
山
田
孝
雄
は

さ
ら
に
『
て
に
は
網
引
綱
』
が
宣
長
の
蔵
書
目
録
に
あ
り
、
か
つ
本
居
蔵
印
の

も
の
を
入
手
し
た
こ
と
を
傍
証
と
す
る
。
）
亀
田
次
郎
は
道
敏
の
考
へ
を
一
歩

進
め
れ
ば
宣
長
の
研
究
に
至
る
ど
ま
で
言
い
 
（
『
日
本
文
学
大
辞
典
』
）
、
逆

に
青
木
伶
子
は
「
係
り
結
び
を
認
識
し
て
い
た
旧
説
が
没
却
さ
れ
た
」
9
と
す

る
。
以
下
、
少
し
丁
丁
の
言
ふ
と
こ
ろ
を
聴
い
て
み
た
い
つ

『
て
に
は
網
引
綱
」
と
『
て
に
を
は
の
辮
」

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
。
。
 
 
，
 
こ
と
ぽ

 
下
巻
「
け
り
し
の
条
に
「
け
り
は
結
語
の
辞
也
。
強
き
差
額
。
け
る
 
け

 
 
 
 
 
 
 
 
む
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
む
 
 
む
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
む
 
 
む

れ
 
ば
緩
急
あ
り
。
ぞ
と
い
へ
ば
け
る
と
お
さ
ゆ
る
は
つ
ま
り
て
急
也
。
こ
そ

 
 
 
 
 
 
 
む

と
い
へ
ば
け
れ
と
い
ふ
は
と
ま
ら
ざ
る
意
に
し
て
緩
な
り
。
助
字
に
至
嘱
の
二

字
、
緩
急
あ
る
が
ご
と
し
」
 
（
ー
オ
）
と
あ
る
が
、
こ
れ
を
上
巻
の
「
ぞ
」
な

ら
び
に
「
こ
そ
」
の
条
を
併
せ
見
れ
ば
さ
ら
に
明
ら
か
に
な
る
。
「
ぞ
」
の
条

 
 
 
 
む
 
 
 
 
 
む
 
 
 
 
 
 
 
む
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
む
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
む
 
 
 
 
 
む
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
コ

で
は
 
鶯
ぞ
な
く
涙
ぞ
袖
に
玉
は
為
す
 
け
ふ
よ
り
ぞ
ま
つ
 
袖
ぞ
か
は
か

む
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
む

ぬ
…
…
等
、
 
『
春
樹
顕
秘
抄
」
が
ぞ
に
対
し
て
五
音
第
三
の
音
で
お
さ
へ
る
と

し
た
例
を
挙
げ
て
「
か
く
の
ご
と
ぐ
お
さ
ゆ
る
事
、
常
の
事
也
」
 
（
上
1
2
オ
）

 
 
 
 
 
 
 
 
む
 
 
 
 
 
 
 
む
 
 
 
 
 
 
 
む
 
 
 
 
 
 
 
 
 
む
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
む

と
言
ひ
、
「
又
 
庭
を
ぞ
見
ま
し
 
君
そ
っ
か
へ
む
 
ふ
も
と
を
見
て
ぞ
か
ヘ
ヴ

 
む
 
 
 
 
 
 
 
む
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
む

に
し
 
春
ぞ
す
く
な
き
等
、
そ
の
様
、
定
め
が
た
し
（
同
上
）
と
、
五
音
第
三

の
音
で
お
さ
へ
な
い
例
を
示
し
て
「
ぞ
は
強
ぐ
を
す
て
に
は
な
る
が
故
に
、
お

さ
へ
の
字
も
治
定
の
字
な
ら
で
は
義
理
古
漬
は
ざ
る
也
。
し
か
る
に
五
音
第
三

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ひ
が
ご
と
 
 
 
 
 
 
 
。

音
を
以
っ
．
て
お
さ
ゆ
る
を
秘
説
な
ど
い
ふ
事
は
僻
事
な
る
べ
し
。
ぞ
と
い
ひ
は

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
て
い

な
し
て
お
さ
へ
の
な
き
歌
、
又
あ
げ
て
か
ぞ
ふ
べ
か
ら
ず
。
所
詮
、
一
首
の
体

に
よ
る
べ
し
」
 
（
同
上
）
と
述
べ
る
』
即
ち
所
謂
係
り
結
び
の
如
き
法
、
則
が
あ

る
の
で
な
く
て
、
そ
の
呼
応
は
一
首
の
体
に
よ
る
も
の
と
し
た
。
そ
の
こ
と
は

「
こ
そ
」
の
条
で
も
同
様
で
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＼
，

 
O
O
 
 
O
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O
．
 
 
 
 
 
 
 
O
 
 
 
ゆ
る
 
 
 
 
 
 
o
 
、

 
こ
そ
は
ぞ
と
大
体
同
じ
。
但
し
そ
は
急
に
し
て
こ
そ
は
緩
し
。
故
に
ぞ
と
い

 
 
 
む
 
 
む
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
む
 
 
む
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
む
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
む
 
 
む

 
へ
ば
け
る
と
お
さ
へ
、
こ
そ
と
い
へ
ば
け
れ
と
お
さ
ゆ
る
乱
撃
し
。
け
る
ぽ

 
 
 
 
 
む
 
 
む

 
急
に
し
て
け
れ
は
緩
や
か
な
る
也
。
是
を
の
つ
か
ら
し
か
な
る
べ
し
。
覧
れ

 
ど
も
 
ぞ
け
る
、
こ
そ
 
け
れ
 
な
ど
一
定
す
べ
か
ら
ず
。
一
首
の
体
に

 
よ
る
べ
き
事
也
。
所
詮
、
義
理
の
正
し
き
を
以
っ
て
よ
し
と
す
。
て
に
は
相
応

 
ぜ
さ
れ
ば
こ
と
は
り
聞
ゆ
べ
か
ら
ず
。
…
…
有
と
こ
そ
き
け
 
君
を
こ
そ
ま

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
む
 
 
む
 
 
 
 
 
む

 
て
…
…
か
く
の
如
く
お
さ
ゆ
る
事
、
常
の
こ
と
也
。
…
…
…
こ
そ
は
そ
の
字

（157）

t

、



＼

 
 
 
ゆ
る

・
よ
り
は
緩
き
て
に
は
な
れ
ば
 
き
け
 
お
も
へ
 
見
め
 
な
ど
や
う
に
お
さ

 
 
こ
と
ば

 
へ
の
辞
も
緩
し
。
自
然
に
相
応
ず
る
辞
也
。
し
か
る
に
五
音
第
四
音
を
以
っ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
む
 
 
む

．
て
お
さ
ゆ
る
を
秘
説
な
ど
い
へ
、
る
は
例
の
僻
事
也
。
こ
そ
と
い
ひ
て
お
さ
へ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
む
 
 
む

 
の
字
な
き
歌
、
又
あ
げ
て
か
ぞ
ふ
べ
か
ら
ず
。
…
…
こ
そ
と
い
は
ん
は
物
を
さ

 
し
あ
て
と
が
め
な
ど
す
る
や
う
の
心
に
用
ゆ
べ
し
。
さ
す
れ
ば
自
然
と
五
音

 
第
四
音
に
あ
た
る
事
の
有
る
べ
き
也
。
'
そ
れ
を
秘
伝
な
ど
い
は
ん
人
は
却
っ

 
て
あ
さ
は
か
な
る
事
也
（
上
1
4
オ
i
1
5
ウ
）

 
 
 
 
 
 
 
 
む
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
む
 
 
む

と
述
べ
、
常
に
上
に
ぞ
が
来
れ
ば
今
日
の
文
法
論
で
言
ふ
連
体
形
、
こ
そ
が
来
れ

ば
已
然
形
で
結
ぶ
と
い
ふ
如
き
、
は
っ
き
り
し
た
法
則
を
認
め
て
み
る
の
で
は

 
 
 
む

な
い
。
ぞ
が
来
て
五
音
第
三
の
音
で
結
ば
な
い
例
、
ま
た
下
に
お
さ
へ
の
な
い

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
む
 
 
 
 
む
 
 
む
 
 
 
 
む
 
 
む
 
 
 
 
む
 
 
む

例
も
多
く
、
そ
れ
は
一
首
の
体
に
よ
る
と
し
、
ぞ
↓
け
る
・
こ
そ
↓
け
れ
と
相

 
 
 
 
こ
と
ば
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
o
 
 
o
 
o
 
 
 
 
 
o
 
o
 
 
o
 
o

応
ず
る
の
は
辞
の
緩
急
の
相
応
で
、
ぞ
・
け
る
は
急
、
こ
そ
・
け
れ
は
緩
で
あ

る
か
ら
相
応
ず
る
と
い
ふ
の
で
あ
る
。
即
ち
た
だ
外
形
か
ら
だ
け
見
れ
ば
、

「
け
り
 
け
る
 
け
れ
」
の
三
体
は
宣
長
の
挙
げ
た
三
形
と
同
様
だ
が
、
そ
の

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
む
へ
 
 
 
む

本
質
は
宣
長
の
係
り
結
び
研
究
と
は
異
質
の
も
の
で
あ
る
。
ま
た
ぬ
・
つ
は
そ

 
 
 
む
 
 
む
 
 
 
 
 
む
 
 
む

れ
ハ
＼
ぬ
る
・
つ
る
の
略
と
し
て
み
る
の
を
見
て
も
、
宣
長
へ
の
影
響
を
考
へ

る
説
は
い
か
が
で
あ
ら
う
。
嘗
っ
て
「
係
り
結
び
研
究
史
，
稿
」
で
述
べ
た
如

く
、
宣
長
の
研
究
は
道
立
の
難
じ
た
『
手
爾
波
大
概
抄
」
・
『
春
樹
顕
秘
隠
」

等
を
濫
膓
と
し
、
そ
の
間
に
「
て
に
は
網
引
綱
」
を
置
く
こ
と
は
当
を
得
な
い

と
遵
ふ
。
む
し
ろ
「
係
り
結
び
を
認
識
し
て
い
た
旧
説
が
没
却
さ
れ
た
の
は
惜

し
む
べ
き
こ
と
」
と
の
青
木
伶
子
の
見
解
の
方
を
是
と
し
た
い
が
、
た
だ
「
没

却
」
と
い
ふ
こ
と
が
道
敏
を
係
り
結
び
研
究
史
か
ら
抹
殺
す
る
意
味
な
ら
賛
成

し
が
た
い
。
私
は
一
首
の
呼
応
を
自
然
の
理
一
一
首
の
体
、
こ
と
ば
の
緩
急
と

い
ふ
、
外
形
以
外
に
眼
を
向
け
た
点
に
別
箇
の
位
置
を
認
め
た
い
。
右
旧
稿
を

結
ぶ
に
当
り
、
宣
長
の
い
ふ
第
一
転
の
問
題
を
解
決
す
る
た
め
に
は
「
係
り
と

は
何
ぞ
や
と
そ
の
本
質
が
追
求
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
れ
は
山
田
博
士
の

出
現
を
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
が
ヤ
古
く
こ
の
方
面
の
先
駆
者
と
し
て

私
は
栂
井
道
戯
・
牛
尾
養
生
の
二
人
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
か
と
思
ふ
。
但

し
先
駆
者
と
云
っ
て
も
、
そ
の
議
論
が
ま
だ
実
質
を
伴
は
な
い
と
評
す
べ
き
も

の
で
あ
る
が
」
と
記
し
た
所
以
で
あ
る
。

ニ
ノ
六
 
以
上
、
述
べ
た
と
こ
ろ
が
ら
し
て
結
局
『
て
に
は
網
引
綱
』
は
、
一

首
の
歌
の
意
味
な
い
し
は
味
は
ひ
の
理
解
が
眼
目
で
あ
り
、
そ
こ
に
手
爾
葉
を

重
視
し
て
説
明
が
為
さ
れ
、
ま
た
時
代
の
推
移
は
秘
説
伝
授
を
排
撃
す
る
こ
と

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
へ

に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
批
判
が
画
期
的
な
こ
と
は
従
来
の
指
摘
の
如
く
で

あ
り
、
手
下
葉
研
究
史
の
上
か
ら
重
視
す
べ
き
酵
が
、
所
説
伽
罫
質
は
旧
来
の

歌
学
の
伝
統
を
ほ
と
ん
ど
出
な
か
う
た
と
言
へ
る
。
山
田
孝
雄
が
旧
派
の
人
と

い
ふ
の
も
尤
も
で
あ
る
。
「
春
樹
熊
胆
抄
」
な
ど
に
「
い
ひ
な
が
し
て
余
情
あ

 
む'

る
て
」
の
例
証
と
し
て
「
し
ら
く
も
か
か
る
山
と
な
る
ま
で
」
の
歌
を
挙
げ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
む
 
 
む
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
り

た
の
を
道
敏
は
非
難
し
、
「
こ
の
合
い
か
ゴ
。
ま
で
は
詞
に
て
て
留
り
の
例
に

あ
ら
ず
」
．
（
「
し
て
」
の
条
）
と
し
な
が
ら
、
 
「
し
を
」
の
条
で
古
今
集
の

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
む
 
 
む

「
思
ひ
つ
つ
ぬ
れ
ば
や
人
の
見
え
つ
ら
む
夢
と
し
り
せ
ば
さ
め
ざ
ら
ま
し
を
」
．

 
 
 
 
 
 
 
 
 
む
 
 
 

な
ど
を
「
結
句
の
末
に
し
を
と
い
へ
る
…
…
い
ひ
残
す
て
に
は
也
」
（
上
8
ウ
）

と
、
自
ち
難
じ
た
と
同
じ
誤
り
を
冒
し
（
た
だ
し
下
巻
に
「
ま
し
」
を
一
語
と

認
め
て
み
る
）
、
『
春
樹
顕
思
召
」
な
ど
に
お
い
て
「
我
恋
の
あ
ら
は
に
も
ゆ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
む
 
 
む
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
む
 
 
む

る
物
な
ら
ば
都
の
富
士
と
い
は
れ
な
ま
し
を
」
な
ど
を
弔
歌
と
し
た
「
し
を
と

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
む
 
 
む

云
ふ
手
直
於
葉
、
凡
そ
句
の
終
り
に
し
を
と
云
ふ
は
、
お
ほ
《
い
ひ
の
こ
す
事

あ
る
べ
し
」
 
（
『
姉
小
路
式
』
・
「
春
樹
顕
秘
画
」
と
も
に
第
二
巻
、
「
春
樹

顕
秘
増
量
」
第
六
巻
）
の
説
明
と
一
致
し
て
み
る
。
所
詮
、
鳥
丸
光
栄
を
師
と

'
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し
た
道
敏
は
旧
来
の
歌
学
の
伝
統
か
ら
脱
し
き
れ
る
人
で
は
な
か
っ
た
。

 
 
ち
な
み
に
野
中
春
水
の
厚
意
に
よ
り
披
見
し
得
た
玉
田
永
教
著
『
百
人
一

 
 
色
狂
曇
」
は
、
手
爾
葉
の
記
述
に
お
い
て
「
て
に
は
網
引
綱
」
を
直
接
に

 
 
参
考
に
し
た
も
の
で
あ
る
。
 
（
野
中
春
水
「
百
人
一
首
夷
曇
考
」
昭
和
四

 
 
六
年
刊
・
神
戸
大
学
教
養
部
人
文
学
会
論
集
1
0
）
尚
『
国
書
総
目
録
」
に

 
 
よ
る
と
、
写
本
の
'
『
て
に
は
網
引
綱
』
が
三
ケ
所
に
存
す
る
が
、
こ
れ
ら

 
 
が
板
本
の
写
し
な
の
か
、
あ
る
い
は
稿
本
な
の
か
は
全
く
未
調
査
で
あ
．

 
 
る
。
も
し
稿
本
の
類
な
ら
ば
別
に
論
ず
る
こ
と
も
出
て
来
よ
う
。
手
許
に

 
 
あ
る
天
明
二
年
写
本
（
板
行
動
一
二
年
に
当
る
）
は
全
く
刊
本
と
同
一
内

 
 
容
な
が
ら
内
題
に
「
出
刃
葉
抄
」
、
外
題
に
「
出
似
葉
乃
記
」
と
あ
る
。

三
 
蜘
蛛
の
す
が
き
 
 
付
、
詞
の
あ
き
く
ざ

三
ノ
一
 
甲
乙
の
二
巻
二
冊
。
安
永
九
年
（
｝
七
八
○
）
．
八
月
の
自
序
か
ら
見

て
同
年
成
る
。
二
十
年
刊
。

 
甲
巻
は
『
て
に
は
網
引
綱
』
に
言
ひ
残
し
た
こ
と
を
、
乙
巻
で
は
あ
ら
た
に

虚
字
の
こ
と
を
記
し
た
。
甲
巻
で
は
「
て
に
は
網
引
綱
』
め
次
第
に
従
ひ
、
執

筆
の
態
度
は
前
述
と
同
じ
く
、
所
説
に
別
に
発
展
は
な
い
。
乙
巻
の
虚
字
ど

は
、
前
著
に
お
い
て
手
門
葉
と
混
ず
べ
き
で
な
い
と
し
た
「
だ
だ
」
 
・
「
な

ほ
」
・
「
い
と
ど
」
の
類
に
と
ど
ま
ら
ず
、
「
又
・
か
つ
…
…
、
こ
れ
・
そ
の
…
、

ご
と
・
よ
し
逢
-
、
折
・
程
…
…
」
な
ど
約
五
十
条
・
八
十
語
を
挙
げ
、
古
今

集
以
下
を
例
と
し
て
主
と
し
て
そ
の
意
味
を
記
し
た
。
巻
頭
の
「
虚
字
の
事
」

で
「
…
…
漢
家
の
文
字
の
ま
㌧
に
心
得
侍
り
て
大
方
違
ふ
事
な
し
と
見
ゆ
れ

ど
、
和
歌
に
は
猶
一
首
の
趣
に
よ
り
て
同
じ
文
字
も
義
理
た
が
ふ
事
有
る
べ

し
。
そ
れ
を
心
得
る
が
肝
要
也
」
と
前
著
と
同
じ
態
度
を
持
し
「
唯
は
字
書
に

『
て
に
は
網
引
綱
」
と
『
て
に
を
は
の
辮
」

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
む

専
字
也
と
注
せ
り
。
歌
に
よ
り
て
軽
重
あ
り
。
唯
た
の
め
 
と
詞
の
上
に
有
る

 
 
 
 
 
 
 
む

は
重
く
、
た
の
め
唯
 
と
あ
る
は
軽
し
」
 
（
ー
オ
・
ウ
）
と
や
は
り
軽
重
を
以

っ
て
「
猶
・
早
・
此
・
是
・
い
か
に
」
等
を
説
く
。
中
に
そ
の
師
、
鳥
丸
光
栄

の
説
が
見
え
る
。

 
こ
の
、
虚
字
・
実
字
と
い
ふ
漢
文
の
用
語
を
借
り
て
説
い
た
も
の
に
夙
く
室

町
時
代
に
一
条
兼
良
の
『
歌
林
良
材
集
」
 
（
刊
行
は
寛
永
二
〇
年
）
、
後
に
は

加
藤
景
範
の
「
和
歌
塩
蒸
考
」
 
（
寛
政
元
年
刊
）
が
あ
る
。
私
は
嘗
っ
て
副
詞

の
研
究
史
を
素
描
し
た
際
（
「
副
詞
と
連
体
詞
」
一
「
続
日
本
文
法
講
座
』
1
、

昭
和
三
三
年
刊
）
、
「
蜘
蛛
の
す
が
き
」
を
敢
へ
て
省
い
た
理
由
を
稿
末
に
注

し
た
が
、
今
も
そ
の
考
へ
は
変
ら
な
い
。
し
か
し
（
始
め
て
こ
の
類
を
手
門
葉

よ
り
分
離
し
ギ
多
く
の
語
を
集
め
独
立
し
た
一
巻
と
し
て
考
察
し
た
こ
と
は
偉

と
す
べ
き
で
あ
ら
う
。

三
ノ
ニ
 
「
詞
の
あ
き
《
さ
」
は
『
て
に
は
網
引
綱
」
と
『
蜘
蛛
の
す
が
き
」
．

と
を
併
せ
た
も
の
で
、
文
化
一
一
年
（
一
八
一
四
）
四
月
刊
。
四
巻
三
冊
。
第

一
冊
（
上
）
は
，
「
て
に
は
網
引
綱
』
上
巻
、
第
二
冊
（
中
）
は
同
下
巻
と
『
蜘

蛛
の
す
が
き
」
甲
巻
、
第
三
冊
（
下
）
は
同
淫
酒
で
あ
る
。
両
書
合
冊
の
た

め
、
『
て
に
は
網
引
綱
』
の
序
文
に
代
へ
て
「
蜘
蛛
の
す
が
き
」
の
序
文
を
第

一
冊
の
巻
頭
に
掲
げ
、
ま
た
「
て
に
は
網
引
綱
」
・
『
蜘
蛛
の
す
が
き
』
の
標

題
を
「
詞
の
あ
き
く
さ
」
と
改
刻
す
る
な
ど
、
必
要
な
変
改
が
見
ら
れ
る
。

四
 
て
に
を
は
の
三

四
ノ
喘
 
上
下
の
．
二
巻
二
冊
。
写
本
で
伝
は
り
文
化
七
年
（
一
八
一
〇
）
・
同

十
年
・
同
十
三
年
書
写
の
三
本
が
あ
る
。
道
敏
の
門
人
、
幻
交
庵
な
る
人
の
編

著
だ
が
、
伝
は
未
詳
。
成
立
の
時
期
は
序
に
年
時
を
記
さ
ず
、
明
ら
か
で
は
な
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ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

い
が
、
序
の
書
き
出
し
に
「
先
に
和
歌
の
大
意
を
書
記
し
て
初
学
和
歌
を
詠
ず

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

べ
き
の
心
持
・
習
練
の
次
第
を
巨
細
に
申
述
べ
て
、
猶
虚
字
の
詠
格
を
あ
げ
て

詞
の
あ
っ
か
ひ
を
覚
悟
す
べ
き
便
り
と
す
」
 
（
後
述
の
冨
田
本
に
よ
る
。
傍
点

筆
者
）
と
あ
る
か
ら
『
蜘
蛛
の
す
が
き
』
の
成
っ
た
安
永
九
年
以
後
で
あ
り
、

さ
ら
に
「
予
も
壮
年
の
比
、
此
の
書
〔
注
1
『
て
忙
は
網
引
綱
」
を
指
す
〕
を

念
ず
ら
れ
し
其
の
席
に
三
度
逢
ひ
ぬ
」
（
冨
果
）
」
と
の
野
卑
は
・
こ
の
時
・

既
に
道
敏
は
残
し
て
み
た
か
と
思
は
れ
、
さ
す
れ
ば
道
敏
の
死
（
天
明
五
年
）

か
ら
冨
田
本
の
成
っ
た
文
化
七
年
ま
で
の
二
十
五
年
間
に
成
立
と
い
ふ
こ
と
に

な
る
。
以
下
、
私
の
見
た
国
会
図
書
館
・
亀
田
次
郎
旧
泰
平
（
亀
田
本
と
呼
ぶ
）

と
冨
田
大
同
所
蔵
本
（
冨
田
本
と
呼
ぶ
）
と
の
二
本
に
就
い
て
述
べ
る
。
未
見

の
学
習
院
大
学
所
藏
本
は
そ
の
奥
書
に
「
文
化
十
三
暦
矛
夏
六
月
 
一
．
幻
交

庵
 
花
押
」
と
あ
る
由
だ
か
ら
、
福
井
久
蔵
旧
蔵
本
の
可
能
性
が
濃
い
。
，

 
亀
町
・
冨
田
両
本
と
も
内
題
「
て
に
を
は
の
辮
」
、
と
も
に
総
丁
数
は
上
・

巻
六
十
六
枚
、
下
巻
七
十
二
枚
、
上
巻
」
遠
類
ー
九
丁
オ
が
序
、
九
丁
オ
愈
愈

一
十
一
丁
ウ
が
目
次
（
十
二
丁
オ
に
目
次
の
う
ち
「
尤
も
常
に
覚
悟
ず
べ
き
事
」

と
し
て
「
さ
へ
」
・
「
だ
に
」
等
十
四
語
再
出
）
、
十
二
丁
ウ
ー
六
十
六
丁
オ

が
本
文
、
六
十
六
丁
ウ
が
白
紙
、
下
巻
一
丁
オ
ー
七
十
一
丁
オ
が
本
文
、
七
十

一
丁
ウ
が
白
紙
、
七
十
二
丁
オ
が
奥
書
で
あ
る
。
序
．
本
文
は
一
面
九
行
に
記

し
、
外
題
㌔
内
題
・
序
・
目
次
・
本
文
・
奥
書
を
通
し
て
一
筆
で
あ
る
ば
か
り

で
な
く
、
実
は
亀
田
本
と
冨
田
本
と
は
全
く
同
一
人
の
筆
跡
で
あ
る
。
後
記
奥

書
の
内
容
か
ら
見
て
も
、
ま
た
奥
書
・
自
署
・
花
押
を
後
筆
と
疑
ふ
ζ
と
は
で

き
な
い
か
ら
、
亀
田
本
刃
冨
田
本
と
も
に
編
著
者
・
幻
交
庵
の
卜
占
本
と
考
へ

て
よ
い
。

 
奥
書
は
伝
授
の
際
の
誓
詞
で
、
筆
写
年
時
が
即
ち
伝
授
の
年
時
で
あ
り
、
被

伝
授
者
が
異
る
か
ら
両
本
の
奥
書
に
小
異
が
あ
る
の
は
当
然
だ
が
、
今
（
亀
田

本
を
以
っ
て
示
す
。

 
這
亭
望
遠
波
乃
辮
二
冊
者
雌
為
歌
道
奥
秘
極
伝
之
大
事
年
来
依
執
心
所
望
今

 
般
吉
田
利
茂
住
被
令
附
属
倉
町
誓
約
堅
不
可
有
他
見
口
外
野
津
秘
蔵
者
也

 
 
 
 
 
 
 
 
文
化
第
十
暦
酉
仲
冬
 
 
 
幻
交
庵
 
花
押

 
 
 
 
 
 
（
冨
田
本
は
文
化
七
年
午
八
月
に
険
路
和
尚
に
伝
授
と
あ
る
。
）

 
即
ち
餌
差
庵
が
自
ら
全
巻
を
書
写
し
て
、
一
は
文
化
七
年
に
語
路
和
尚
へ
、

 
一
は
同
十
年
に
吉
田
利
茂
へ
伝
授
し
た
の
で
あ
り
、
福
井
久
蔵
旧
蔵
本
が
文
化

十
三
年
、
学
習
院
大
学
藏
本
も
文
化
十
三
年
の
奥
書
が
あ
る
由
だ
か
ら
、
皇
民

庵
は
三
度
か
四
度
に
わ
た
っ
て
伝
授
し
た
こ
と
を
知
る
。
 
（
福
井
久
藏
の
言
ふ

文
化
十
三
年
掛
著
作
年
代
で
な
く
伝
授
の
年
に
改
め
な
け
．
れ
ば
な
ら
な
い
。
）

学
習
院
大
学
藏
本
も
お
そ
ら
く
旧
交
庵
の
自
筆
で
あ
ら
う
と
予
想
す
る
か
ら
、

下
交
庵
な
る
人
は
『
て
に
は
網
引
綱
』
・
『
蜘
蛛
の
す
が
き
』
が
板
行
後
で
あ

り
な
が
ら
、
猶
、
全
巻
を
自
ち
書
写
し
た
上
で
伝
授
す
る
と
い
ふ
や
う
な
、
非

・
常
に
伝
授
を
重
ん
じ
た
人
で
あ
っ
た
と
思
は
れ
る
。
 
（
大
部
の
書
で
は
本
文
は

江
上
に
書
写
さ
せ
、
誓
詞
の
み
奥
に
自
書
す
る
例
は
散
見
す
る
。
 
一
例
を
挙

げ
れ
ば
『
春
樹
顕
秘
計
抄
」
に
お
い
て
、
東
京
大
学
洋
本
・
亀
田
次
郎
旧
蔵

本
三
本
〕
・
架
藏
本
の
そ
れ
ぐ
が
奥
書
の
み
丸
干
か
素
因
の
自
筆
、
あ
る
い

は
長
収
・
長
因
の
自
筆
連
書
、
さ
ら
に
自
署
・
押
印
が
あ
る
。
）

 
尚
、
上
巻
4
9
オ
の
前
半
と
後
半
と
が
亀
田
・
冨
田
両
本
間
で
入
れ
違
っ
て
み

る
が
、
こ
れ
は
前
か
ら
の
続
き
が
ら
見
て
冨
田
本
が
正
し
い
。

四
ノ
ニ
 
『
て
に
を
は
の
辮
」
（
以
下
、
本
書
と
記
す
）
は
『
て
に
は
網
引
綱
」

 
（
以
下
、
．
原
著
と
記
す
）
の
増
補
で
あ
り
『
蜘
蛛
の
す
が
き
」
と
は
全
く
関
係

は
な
い
。
全
巻
の
組
織
は
原
著
と
略
々
同
じ
だ
が
若
干
の
差
が
見
え
る
。
即
ち
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ω
原
著
の
上
巻
終
り
の
方
の
「
さ
へ
 
だ
に
 
か
 
や
」
の
四
条
を
本
書
で
は

 
下
巻
の
始
め
に
移
し
た
こ
と
、
，

㈲
原
著
の
「
は
」
の
条
の
「
て
は
」
・
「
ぞ
」
の
条
の
「
て
ぞ
」
・
．
「
も
」
の

 
条
の
「
て
も
」
を
本
書
で
は
「
て
」
の
条
に
、
「
は
」
の
条
の
「
に
は
」
．

 
 
 
 
 
き

 
「
ぞ
」
・
の
条
の
「
に
ぞ
」
・
「
も
」
の
条
の
「
に
も
」
・
「
や
」
．
の
条
の

層
「
に
や
」
を
「
に
」
の
条
に
、
「
ぞ
」
の
条
の
．
「
を
ぞ
」
・
「
や
」
の
条
の
「
を

 
や
」
を
「
を
」
の
条
に
、
そ
れ
ぐ
移
し
た
こ
と
、

㈹
原
著
最
巻
末
の
「
て
に
は
用
意
の
事
」
を
廃
し
た
こ
と

・
な
ど
で
あ
る
。
ω
の
結
果
は
道
敏
の
意
図
し
た
、
上
巻
は
続
く
手
二
葉
、
下
巻

は
切
れ
る
手
爾
葉
と
い
ふ
構
成
が
崩
れ
る
不
体
裁
と
な
っ
た
。
本
書
は
道
敏
著

-
と
呼
ん
で
も
よ
い
ほ
ど
二
仏
の
意
を
体
し
な
が
ら
、
か
か
る
変
政
を
敢
へ
て
為

し
た
の
は
分
量
を
考
へ
て
の
便
宜
的
処
置
で
あ
ら
う
。
即
ち
原
著
の
如
く
「
き

へ
 
だ
に
 
や
 
か
」
ま
で
を
上
巻
と
す
る
と
、
上
巻
が
9
4
丁
、
下
巻
が
4
4
丁

と
な
り
、
余
り
に
も
均
衡
を
失
す
る
か
ら
で
あ
る
。
ω
は
掲
出
し
た
だ
け
の
語

な
ら
、
連
語
の
上
位
語
に
よ
る
統
一
だ
が
、
実
は
「
ぞ
」
の
条
で
言
へ
ば
、

「
て
ぞ
」
・
「
に
ぞ
」
 
・
「
を
ぞ
」
は
そ
れ
み
＼
右
記
の
如
く
移
さ
れ
な
が

ら
、
「
は
ぞ
」
・
「
と
そ
」
・
「
も
ぞ
」
は
も
と
の
「
ぞ
」
の
条
に
置
か
れ
て

み
る
。
一
見
、
不
統
一
に
見
え
る
が
、
こ
れ
は
師
・
道
敏
の
軽
重
・
緩
急
の
見

を
連
語
に
及
ぼ
し
、
そ
の
強
い
方
を
以
っ
て
項
目
と
し
た
た
め
で
、
例
へ
ば

 
 
 
 
 
 
 
む
 
 
む
 
 
 
 
 
む
 
 
 
 
 
 
 
コ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヨ
む
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
む
 
 
む

「
て
」
の
条
で
「
て
も
は
て
ノ
字
は
急
に
し
て
も
ノ
字
は
緩
き
字
」
、
「
て
は

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
む

～
多
く
て
ノ
字
は
重
く
、
は
ノ
字
は
軽
き
か
た
也
」
と
見
え
る
の
で
明
ら
か
で

あ
る
。
即
ち
「
て
ぞ
」
・
「
に
ぞ
」
・
「
を
ぞ
」
は
「
て
」
・
「
に
」
・
「
を
」

が
「
ぞ
」
よ
り
も
重
い
か
ら
h
ぞ
し
の
条
か
ら
そ
れ
み
＼
の
条
に
分
属
せ
し
め

、
「
は
ぞ
」
・
「
と
そ
」
・
「
も
ぞ
」
で
は
「
は
」
・
「
と
」
・
「
も
」
が
「
ぞ
」

「
て
に
は
網
引
綱
』
と
『
て
に
を
は
の
辮
」

よ
り
は
軽
い
か
ら
、
重
い
「
ぞ
」
の
条
に
置
い
た
わ
け
で
あ
、
り
、
道
敏
の
考
へ

を
連
語
に
ま
で
広
め
た
と
言
へ
る
。
㈲
は
道
敏
が
特
に
重
視
し
た
事
項
を
最
後

に
一
括
し
た
の
だ
か
ら
、
そ
れ
な
り
に
意
味
は
あ
る
が
、
中
に
は
本
論
で
説
く

べ
き
も
の
、
ま
た
序
と
重
な
る
も
の
も
あ
り
、
も
と
く
原
著
の
序
は
序
説
と

で
も
言
ふ
べ
き
内
容
だ
か
ら
、
両
者
を
統
合
敷
延
し
た
形
の
本
書
の
方
が
す
っ

き
り
し
た
感
を
与
へ
る
。

四
ノ
三
 
本
書
の
本
文
は
原
著
を
す
べ
て
吸
収
し
な
が
ら
の
増
補
で
、
あ
ら
た

に
設
け
た
項
目
も
あ
る
。
原
著
で
別
に
子
細
が
な
い
か
ら
証
歌
は
略
す
ど
し
た

も
の
で
、
「
て
は
・
に
は
」
（
「
は
」
の
条
）
、
「
て
ぞ
・
に
ぞ
・
を
ぞ
・
は

ぞ
・
と
そ
」
（
「
ぞ
」
の
条
）
、
「
て
も
・
に
も
項
を
も
・
さ
へ
も
・
だ
に
も
」

（
「
も
」
の
条
）
、
 
「
さ
へ
は
・
さ
へ
に
・
さ
へ
や
」
 
（
「
さ
へ
」
の
条
）
、

「
て
や
・
に
や
・
を
や
・
も
や
」
 
（
「
や
」
の
条
。
，
尚
、
原
著
で
は
右
の
う
ち

「
て
は
・
に
は
・
に
も
」
を
除
く
十
六
項
目
は
目
次
に
は
掲
げ
る
）
と
何
れ
も

連
語
で
、
証
歌
を
挙
げ
て
相
当
詳
し
く
説
明
す
る
。
然
ら
ば
こ
れ
ら
増
補
の
部

分
が
す
べ
て
幻
交
庵
の
意
見
か
と
言
へ
ば
、
お
そ
ら
く
は
さ
う
で
な
く
、
序
に

言
ふ
三
た
び
道
敏
め
講
鑓
に
列
し
た
折
の
聞
き
書
き
の
類
が
主
で
、
そ
れ
に
一

部
斜
交
庵
の
考
へ
も
あ
ら
う
が
、
そ
れ
は
全
く
師
説
の
線
上
に
あ
り
特
に
幻
交

雷
鳥
と
言
っ
た
も
の
を
取
出
す
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
そ
れ
ほ
ど
に
よ
く
纒
っ

て
み
る
の
で
あ
る
。
原
著
に
は
あ
ま
り
見
え
な
い
判
詞
が
多
く
加
へ
ら
れ
た
の

は
本
書
の
特
徴
で
、
俊
成
判
が
最
も
多
く
て
十
を
数
へ
、
他
に
定
家
・
蓮
宮
・

後
鳥
羽
院
・
為
家
・
忠
良
等
の
名
が
見
え
る
。
も
し
こ
の
部
分
が
幻
交
庵
自
身

の
増
補
な
ら
、
そ
こ
か
ら
彼
の
考
へ
を
引
出
す
こ
と
が
で
き
る
わ
け
だ
が
、
こ

れ
も
聞
き
書
き
か
も
し
れ
な
い
。
・
序
で
は
。
日
野
資
枝
の
聞
き
書
き
を
も
集
め
た

と
あ
る
が
、
本
文
に
名
は
見
え
ず
、
、
資
枝
説
は
知
り
難
い
。
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'

 
要
す
る
に
本
書
は
実
質
的
に
は
幻
交
庵
著
と
い
ふ
よ
め
道
敏
著
『
て
に
な
網

引
綱
』
の
増
訂
版
と
も
言
ふ
べ
く
（
私
が
幻
交
響
著
と
せ
ず
編
著
と
称
し
て
き

た
所
以
で
あ
る
）
、
原
著
を
読
む
上
の
参
考
書
と
言
ふ
よ
り
は
、
む
し
ろ
原
著

を
捨
て
て
本
書
に
つ
い
た
方
が
よ
い
と
言
へ
る
。
他
人
に
よ
る
増
補
が
全
体
の

調
和
を
破
る
例
は
間
々
あ
ろ
が
、
本
書
ば
原
著
を
す
べ
て
吸
収
し
て
の
増
補
を

試
み
な
が
ら
、
全
く
破
綻
を
見
せ
て
み
な
い
。
手
爾
葉
研
究
史
上
、
原
著
に
与

へ
ら
れ
た
評
価
は
♪
そ
の
ま
ま
本
書
へ
の
評
価
で
あ
る
。

 
注
ω
私
は
昭
和
三
六
・
三
七
年
に
そ
れ
ま
で
に
刊
行
の
国
語
学
史
を
挙
げ
て

 
 
 
簡
単
な
批
評
を
下
し
た
が
（
「
福
井
久
蔵
博
士
と
国
語
学
史
」
i
神
戸

 
 
 
大
学
国
語
国
文
学
共
編
「
国
文
論
叢
」
5
号
、
 
「
係
り
結
び
研
究
史

 
，
 
稿
」
の
〔
註
一
〕
1
神
戸
大
学
文
学
部
編
「
研
究
」
2
6
号
）
、
以
後
の

 
 
 
刊
本
に
は
永
山
勇
『
国
語
意
識
史
の
研
究
』
 
（
昭
和
三
八
年
）
、
三
木

 
 
 
幸
信
・
福
永
静
哉
『
国
語
学
史
』
 
（
同
四
一
年
）
、
古
田
東
朔
・
築
島

 
 
 
裕
『
国
語
学
史
』
（
同
四
七
年
）
、
北
島
正
年
『
国
語
学
史
概
説
』
 
（
同

 
 
 
五
一
年
）
等
が
あ
る
。

 
 
㈲
『
て
に
は
網
引
綱
』
に
全
く
触
れ
な
い
の
倣
長
連
恒
『
日
本
語
学
史
」

 
 
 
（
明
治
四
一
年
）
、
橘
文
七
『
国
語
学
史
要
』
（
大
正
一
五
年
）
、
時

 
 
 
枝
誠
記
『
国
語
学
史
」
 
（
昭
和
七
年
な
ら
び
に
一
五
年
）
等
で
あ
る
。

 
 
 
た
だ
し
時
枝
誠
記
は
学
書
を
網
羅
す
る
意
志
は
全
く
な
く
「
私
は
、
只

 
 
 
一
途
に
、
雑
然
た
る
広
野
に
、
 
一
の
大
路
を
切
り
開
く
こ
と
を
試
み

 
 
 
た
」
 
（
昭
和
七
年
版
の
「
は
し
が
き
」
付
記
）
と
、
そ
の
態
度
を
明
ら

 
 
 
か
に
し
た
。
-
こ
の
文
辞
は
十
五
年
版
に
は
除
か
れ
た
が
、
執
筆
の
態
度

 
 
 
は
同
様
で
あ
る
。

 
 
㈲
こ
れ
を
直
ち
に
助
詞
・
助
動
詞
の
別
と
見
る
か
ら
、
下
巻
に
．
「
か
し
・

 
つ
つ
・
馨
し
を
入
れ
た
の
を
不
当
と
見
る
や
う
に
な
る
。
「
す
べ
て
過
去

 
の
研
究
に
対
す
る
批
判
は
現
代
の
眼
を
以
っ
て
軽
々
し
く
行
ふ
べ
き
で

 
な
い
。

ω
こ
の
傍
証
に
就
い
て
は
尾
崎
知
光
に
発
言
が
あ
り
、
同
時
に
『
て
に
は

 
網
引
綱
』
の
先
躍
問
題
に
触
れ
る
。
 
（
「
『
て
に
を
は
紐
鏡
」
の
成
立

 
と
学
説
」
愛
知
県
立
大
学
文
学
部
論
集
、
四
九
年
）

㈲
戦
後
間
も
な
い
ほ
ど
の
福
井
久
蔵
よ
り
の
私
信
に
「
…
…
私
も
そ
の
四

 
月
十
一
日
に
は
御
進
講
の
栄
を
蒙
り
そ
の
廿
三
日
に
全
焼
自
分
の
も
の

 
は
数
万
冊
鳥
有
に
帰
せ
し
も
人
様
の
も
の
も
飯
島
博
士
の
千
冊
、
東
条

 
諸
氏
の
二
千
冊
以
内
悉
く
鳥
有
に
帰
せ
し
め
て
…
…
」
と
あ
る
が
、
そ

 
の
後
は
か
ら
ず
も
古
書
目
録
に
よ
り
入
手
し
た
も
の
に
そ
の
旧
蔵
書
が
・

 
あ
り
、
な
か
に
自
照
の
一
本
を
見
出
し
て
深
い
感
懐
を
覚
え
た
。
 
『
て

 
に
を
は
の
辮
」
も
戦
禍
を
免
れ
た
か
も
し
れ
な
い
。

（
付
記
）
1
 
原
文
の
引
用
に
は
次
の
加
除
を
行
っ
た
。

 
 
 
 
加
一
句
読
点
・
濁
点
、
漢
字
の
送
り
仮
名
と
富
み

 
 
 
 
除
-
分
り
き
っ
た
漢
字
の
訓
み
、
な
ら
び
に
活
字
に
移
し
が
た

 
 
 
 
 
 
，
い
符
号

 
 
 
2
 
生
残
を
問
は
ず
、
敬
語
表
現
は
す
べ
て
廃
し
た
。

 
 
 
3
 
『
て
に
を
は
の
辮
」
・
の
所
蔵
者
・
冨
田
大
同
の
厚
情
に
対

 
 
 
 
 
し
、
深
甚
な
謝
意
を
表
す
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
一
九
七
九
・
九
・
二
八
）
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