
京
伝と
牧
之

　
　　
　
i
『
優
曇
華
物
語
』
小
考
ー

山
　
本
　
和
　
明

は
じ
め
に

京
伝
を
め
ぐ
る
様
々
な
憶
説
の
中
に
、
次
の
よ
う
な
興
味
深
い
説
が
存
在
す
る
。

　さ
て
京
伝
、
あ
る
会
席
上
に
て
そ
の
方
（
山
本
註
ー
小
山
田
与
清
）
が
盗
説
を
答
め
て
、
「
か
の
説
は
予
が
発
明
な
る
を
足
下
自
説
と
し
　
　
　
　
一

　
て唱
へ
ら
る
〉
こ
と
は
な
は
だ
遺
憾
な
り
」
と
い
ひ
し
と
き
、
そ
の
方
ま
ざ
く
し
く
大
音
に
「
予
い
か
で
か
足
下
の
説
を
奪
は
ん
、
　
　
　
－

　何ぞ
証
拠
あ
り
や
」
と
居
丈
高
に
な
つ
て
説
破
し
た
り
し
か
ば
、
京
伝
は
な
は
だ
逆
上
せ
て
論
議
す
る
う
ち
に
、
持
病
の
喘
息
大
に
　
　
　
　
一

　
発し
て
疾
血
を
吐
し
、
駕
籠
に
た
す
け
ら
れ
て
家
に
帰
り
し
が
、
こ
れ
よ
り
病
て
起
つ
こ
と
あ
た
は
ず
。
つ
ひ
に
病
床
に
憤
死
し
た

　り
き
。
こ
れ
其
方
が
気
死
令
め
た
る
な
る
事
、
人
あ
ま
た
知
れ
る
こ
と
な
り
。

　京
伝
こ
の
事
を
予
に
訴
へ
て
、
冤
罪
を
あ
か
し
く
れ
よ
と
歎
き
し
故
、
か
れ
が
先
年
越
後
の
あ
る
人
の
も
と
よ
り
、
雨
雪
の
事
実
を

く
は
し
く
書
綴
り
て
校
合
に
越
し
た
る
を
、
其
人
を
あ
ざ
む
き
て
終
に
帰
さ
ず
、
お
の
が
著
述
の
戯
書
の
中
へ
、
そ
っ
く
り
と
書
き

　
　
つら
ね
て
、
見
て
来
た
や
う
に
人
を
欺
き
し
報
悪
な
る
こ
と
を
説
さ
と
し
て
、
か
れ
を
ば
呵
り
か
へ
し
た
れ
ど
も
、
そ
の
方
が
卑
劣

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
の
こ
〉
ろ
を
た
め
直
さ
ん
と
お
も
ふ
故
に
、
い
ひ
聞
か
せ
お
く
。
（
以
下
略
・
傍
線
部
引
用
者
）

　
天保
三
年
序
、
『
し
り
う
ご
と
』
中
之
巻
に
掲
載
さ
れ
る
「
第
三
　
祐
天
大
僧
正
、
小
山
田
与
清
を
呵
す
」
の
一
節
で
あ
る
。
著
者
は
小

説家
主
人
。
本
書
の
角
書
に
「
皇
朝
学
者
／
妙
々
奇
談
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
幕
末
に
か
け
て
流
行
し
た
、
文
人
や
学

京
伝と
牧
之
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者
の
文
業
、
私
生
活
の
欠
点
や
短
所
を
暴
露
す
る
『
妙
々
奇
談
』
も
の
の
一
種
と
言
え
る
。
本
作
の
場
合
、
故
人
が
当
代
の
国
学
者
を
罵

る
形
式
を
と
っ
て
い
る
。
非
難
の
対
象
は
小
山
田
与
清
。
蔵
書
家
と
し
て
著
名
で
、
そ
の
日
記
『
擁
書
楼
日
記
』
に
み
る
、
晩
年
の
京
伝

と
の
交
流
ぶ
り
は
夙
に
有
名
で
あ
る
。
本
話
は
京
伝
の
死
因
を
め
ぐ
る
憶
説
と
し
て
、
し
ば
し
ば
引
用
さ
れ
る
処
で
も
あ
る
。

　も
ち
ろ
ん
、
所
引
の
京
伝
憤
死
説
に
つ
い
て
は
、
『
伊
波
伝
毛
之
記
』
『
戯
作
者
六
家
撰
』
な
ど
に
異
説
が
存
在
す
る
こ
と
、
『
妙
々
奇
談
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

と
い
う
ス
タ
イ
ル
の
も
つ
虚
構
性
の
問
題
な
ど
か
ら
も
、
そ
の
ま
ま
信
ず
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
水
野
稔
氏
も
指
摘
さ
れ
る
よ
う

に
、
京
伝
と
与
清
と
の
間
に
「
こ
う
い
う
虚
説
を
生
み
出
す
よ
う
な
、
何
か
微
妙
な
感
情
問
題
」
が
全
く
な
か
っ
た
と
言
い
切
れ
な
い
の

　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ

も
ま
た
事
実
で
あ
ろ
う
。

　今
回
の
考
察
で
は
、
資
料
的
信
葱
度
の
点
で
疑
問
の
残
る
そ
の
内
容
に
拘
っ
て
み
た
い
。
ひ
と
ま
ず
、
京
伝
憤
死
説
の
側
で
は
な
く
、

傍
線
部
に
あ
た
る
「
京
伝
剥
窃
事
件
」
の
側
を
考
察
対
象
と
す
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

　そ
の
執
筆
意
図
を
考
え
る
に
、
そ
の
章
題
か
ら
も
国
学
者
小
山
田
与
清
を
誹
諸
・
中
傷
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
伺
え
る
。
つ
ま
り
、
　
　
　
2

与清
に
関
す
る
逸
話
に
作
者
の
視
線
が
注
が
れ
て
い
る
と
し
て
よ
い
だ
ろ
う
。
与
清
を
お
と
し
め
る
逸
話
の
一
つ
と
し
て
京
伝
と
の
事
件
　
　
　
　
一

が

記さ
れ
て
い
る
な
ら
ば
、
傍
線
部
に
み
る
京
伝
の
「
剰
窃
」
云
々
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
場
合
、
批
判
の
対
象
で
は
な
い
は
ず
で
あ
る
。

批判
対
象
か
ら
逸
脱
し
た
、
意
図
せ
ざ
る
逸
話
内
容
で
あ
る
こ
と
は
、
逆
に
そ
の
話
そ
の
も
の
の
の
信
葱
度
を
高
め
る
こ
と
に
は
な
ら
な

い

の

だ
ろ
う
か
。
先
出
の
水
野
稔
氏
は
「
牧
之
と
の
約
を
果
し
得
な
か
っ
た
こ
と
が
、
こ
の
よ
う
に
悪
く
噂
さ
れ
た
こ
と
も
あ
っ
た
の
で

あ
ろ
う
」
と
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
「
あ
ざ
む
き
て
」
と
か
「
報
悪
」
な
ど
と
い
う
執
筆
者
の
価
値
判
断
を
示
す
言
葉
を
排
除
し
た
時
、
残

る
コ
ト
ガ
ラ
自
体
は
か
な
り
信
葱
性
の
高
い
も
の
で
あ
っ
た
と
見
て
よ
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

「噂
」
を
噂
と
し
て
一
蹴
す
る
の
で
は
な
く
、
検
証
し
う
る
範
囲
の
事
柄
を
鮮
明
に
し
て
み
せ
る
こ
と
ー
今
回
の
考
察
が
意
図
す
る
と

こ
ろ
で
あ
る
。



優
曇
華物
語
と
北
越
雪
譜

　
傍
線部
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
に
関
し
て
、
以
下
、
具
体
的
に
確
認
し
て
い
き
た
い
。

　
「
越
後
の
あ
る
人
」
が
鈴
木
牧
之
で
あ
る
こ
と
は
、
残
さ
れ
た
京
伝
書
簡
等
の
資
料
か
ら
み
て
間
違
い
な
い
。
そ
の
鈴
木
牧
之
か
ら
「
雨

雪
の

事実
を
く
は
し
く
書
綴
り
て
校
合
に
越
し
た
」
一
件
に
関
し
て
も
、
既
に
先
学
に
よ
っ
て
検
証
さ
れ
て
い
る
。

　
　花
書
恭
奉
拝
被
候
。
御
家
内
御
揃
、
益
御
康
健
御
座
被
遊
、
欣
慰
至
極
奉
存
候
。
小
生
儀
も
無
異
事
罷
在
候
。
し
か
れ
ば
、
旧
年
雪

　
　中
之
奇
談
御
認
被
下
候
様
、
御
願
申
上
候
所
、
御
繁
多
中
、
御
細
画
御
細
書
御
認
被
下
、
誠
二
奇
哉
、
御
書
中
北
越
之
雪
机
上
に
ふ

　
　り
つ
む
が
如
く
お
ぼ
え
申
候
。
一
朝
一
夕
に
は
拝
見
つ
く
し
が
た
く
候
間
、
ゆ
る
く
拝
読
可
仕
た
の
し
み
申
候
。
ケ
様
に
御
認
被

　
　下
候は
、
大
に
御
心
尽
し
の
御
儀
御
文
雅
之
程
感
心
仕
候
。
い
つ
れ
梓
行
仕
度
候
得
共
、
ケ
様
之
本
類
は
一
朝
一
夕
に
は
出
来
兼
候
　
　
　
　
一

　
　
得ば
、
ゆ
る
く
草
稿
仕
之
節
は
校
合
願
上
候
。
此
節
忠
臣
水
瀞
伝
ト
申
十
巻
之
読
本
二
取
懸
り
居
り
候
間
、
嗣
而
梓
行
仕
度
心
懸
　
　
　
3

　
　候。
兎
角
小
生
も
、
当
時
は
俗
事
の
み
お
ほ
く
、
著
述
は
か
ど
り
不
申
候
。
呉
々
も
此
度
之
御
草
稿
御
心
尽
之
段
恭
、
雪
中
之
具
・
　
　
　
一

　
　
雛
形等
迄
御
送
被
下
、
ま
の
あ
た
り
御
地
之
風
俗
ヲ
見
候
様
に
存
候
。
（
後
略
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
る

　国
会
図
書
館
に
所
蔵
さ
れ
る
牧
之
宛
京
伝
書
簡
（
浬
一
〇
込
」
）
の
一
部
で
あ
る
。
水
野
稔
氏
は
こ
の
書
簡
を
寛
政
十
年
と
推
定
さ
れ
た
。

書
簡
中
に
示
さ
れ
た
『
忠
臣
水
瀞
伝
』
の
執
筆
時
期
を
考
慮
し
て
の
こ
と
で
あ
る
。
高
橋
実
氏
の
研
究
に
従
え
ば
、
天
保
八
年
羽
前
国
長

井
の
李
関
、
宇
喬
宛
牧
之
書
簡
に
「
始
め
京
伝
う
じ
、
う
け
合
は
四
十
二
年
の
昔
」
と
あ
り
、
天
保
八
年
の
四
十
二
年
前
に
あ
た
る
寛
政

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ら

七
年
に
は
「
北
越
雪
譜
」
の
執
筆
を
請
け
負
っ
て
い
た
と
さ
れ
る
。
そ
の
様
式
が
「
北
越
雪
話
／
東
都
　
山
東
岩
瀬
京
伝
著
／
北
越
塩
沢

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

鈴
木
牧
之
校
」
で
あ
る
こ
と
も
、
寛
政
十
一
年
十
二
月
朔
日
付
、
牧
之
宛
京
伝
書
簡
か
ら
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

　寛
政
七
年
か
ら
十
二
年
の
間
に
、
鈴
木
牧
之
と
京
伝
と
の
間
に
、
確
か
に
北
越
雪
譜
（
北
越
雪
話
）
に
関
す
る
話
が
す
す
め
ら
れ
て
い
た

よ
う
で
あ
る
。

京
伝
と
牧
之



京
伝
と
牧
之

　
では
先
の
書
簡
の
示
す
ご
と
く
、
牧
之
か
ら
送
ら
れ
た
資
料
を
、
京
伝
が
「
お
の
が
著
述
の
戯
書
の
中
へ
、
そ
っ
く
り
と
書
き
つ
ら
ね

て
、
見
て
来
た
や
う
に
」
書
き
記
し
た
点
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
従
来
さ
ほ
ど
研
究
が
進
ん
で
お
ら
ず
、
伊
狩
章

氏
の

次
の

見解
が
踏
襲
さ
れ
て
い
る
。

　
　な
お
、
京
伝
の
「
讐
蝶
記
」
の
重
要
な
題
材
で
あ
る
「
雷
獣
」
に
つ
い
て
、
そ
の
出
所
が
鈴
木
牧
之
の
提
供
で
は
な
い
か
と
も
考
え

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
て

いる
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
「
馬
琴
・
京
伝
・
牧
之
」
〕

　し
か
し
、
『
隻
蝶
記
』
の
刊
行
さ
れ
た
の
は
文
化
十
年
で
あ
る
。
そ
の
段
階
の
こ
と
を
称
し
て
「
剥
窃
」
と
す
る
に
留
保
せ
ざ
る
を
得
な

い

の

では
な
い
か
。
『
双
蝶
記
』
巻
五
ー
一
二
に
雷
獣
は
登
場
す
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
「
重
要
な
」
題
材
と
い
う
も
の
で
は
な
く
、
見
世

物
と
し
て
の
登
場
な
の
で
あ
る
。
「
こ
れ
此
招
牌
を
見
給
へ
。
そ
も
こ
れ
は
雷
獣
と
い
ふ
も
の
に
て
、
雷
に
つ
き
て
あ
り
く
獣
な
り
。
こ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

は
安
房
国
二
山
の
雷
狩
に
活
捕
り
得
た
る
な
り
。
こ
れ
見
給
へ
家
土
産
に
よ
き
話
柄
ぞ
」
。
以
下
、
挿
絵
な
ど
に
も
示
さ
れ
る
の
だ
が
、
作
　
　
　
　
一

品
中
で
の
役
割
は
と
い
う
と
、
『
昔
話
稲
妻
表
紙
』
巻
五
ー
十
五
「
孤
雁
の
禍
福
」
の
雁
同
様
の
役
割
を
担
わ
さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
　
　
　
4

確
か
に
牧
之
宛
馬
琴
書
簡
に
あ
る
よ
う
に
、
元
禄
年
中
越
後
魚
沼
の
ほ
と
り
に
落
ち
た
雷
獣
の
一
件
を
牧
之
が
京
伝
に
示
し
て
い
た
と
も
　
　
　
一

　
　
　
　
　

考え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
直
接
牧
之
か
ら
の
提
供
と
し
て
よ
い
か
ど
う
か
、
ま
た
そ
の
こ
と
を
評
し
て
「
剥
窃
」
と
す
べ
き
か
ど
う
か
、

疑問
と
し
て
残
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
※
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
※

　
私
見を
示
す
な
ら
ば
、
恐
ら
く
こ
こ
で
指
示
さ
れ
て
い
る
京
伝
作
品
は
、
文
化
紀
元
甲
子
（
一
八
〇
四
年
）
春
三
月
自
序
、
同
年
冬
十
二

月
刊
行
の
、
京
伝
読
本
『
優
曇
華
物
語
』
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
『
優
曇
華
物
語
』
は
『
近
世
物
之
本
江
戸
作
者
部
類
』
に
お
い
て
「
趣
向

の拙
き
に
あ
ら
ね
ど
も
、
さ
し
画
の
唐
様
な
る
を
も
て
、
俗
客
婦
幼
を
楽
ま
す
る
に
足
ら
ず
。
こ
の
故
に
当
時
の
評
判
不
の
字
な
り
き
」

と
評
さ
れ
た
作
品
で
あ
る
。
そ
の
巻
三
－
六
「
弓
児
流
沈
へ
て
岐
蘇
の
雪
路
に
苦
む
事
」
、
巻
四
－
七
「
荒
熊
弓
児
が
死
を
か
へ
て
生
と
す

る
事
」
と
巻
四
ー
八
コ
扇
に
か
き
つ
け
た
る
歌
紅
糸
を
ひ
く
事
」
の
前
半
部
分
が
、
牧
之
の
著
『
北
越
雪
譜
』
と
の
関
わ
り
を
見
て
取
れ



る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
こ
の
こ
と
は
取
り
立
て
て
新
見
と
い
う
訳
で
は
な
い
。
昭
和
十
二
年
に
中
村
幸
彦
氏
は
、
御
論
考
「
桜
姫
伝
と
曙
草
紙
」
の
注
に
お
い

て

「京伝
が
あ
ず
か
っ
た
こ
と
の
あ
る
鈴
木
牧
之
の
『
北
越
雪
譜
』
に
で
も
よ
る
か
と
思
わ
れ
る
と
こ
ろ
も
あ
る
」
と
し
て
、
『
優
曇
華
物

語
』
の
典
拠
と
し
て
の
可
能
性
を
示
唆
さ
れ
た
。
し
か
し
、
こ
の
ご
指
摘
は
今
日
、
意
外
な
ま
で
に
看
過
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

　そ
れ
に
は
理
由
が
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
『
北
越
雪
譜
』
が
実
際
に
刊
行
さ
れ
た
の
は
天
保
年
間
に
至
っ
て
か
ら
で
あ
る
。
今
日
残
る
『
雪

譜
』
そ
の
ま
ま
が
、
京
伝
の
み
た
資
料
で
は
な
い
こ
と
は
、
現
『
雪
譜
』
中
に
京
山
の
発
言
、
京
伝
没
後
の
記
事
な
ど
が
掲
載
さ
れ
て
い

る
こ
と
か
ら
も
自
明
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　そ
れ
と
の
比
較
対
照
と
い
う
ア
プ
ロ
ー
チ
が
果
た
し
て
有
効
な
も
の
で
あ
る
の
か
、
疑
わ
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
現
実
と
し
て

残さ
れ
た
作
品
『
北
越
雪
譜
』
の
中
に
、
京
伝
が
み
た
「
雪
中
之
奇
談
」
、
「
北
越
雪
話
」
の
痕
跡
を
み
る
こ
と
は
十
分
可
能
な
の
で
は
な
　
　
　
一

い
か
。
以
下
、
本
文
を
比
較
し
て
示
す
こ
と
で
具
体
的
に
そ
の
関
係
を
明
ら
か
と
し
た
い
。
便
宜
上
、
符
号
を
付
し
て
資
料
を
提
示
す
る
。
　
　
　
5

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　◇
『
優曇
華
物
諦
』
◇
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

　
　
a
此
折
し
も
一
む
ら
か
》
る
雲
に
つ
れ
て
降
来
雪
、
紛
々
揚
々
と
し
て
柳
架
を
飛
す
が
ご
と
く
、
鵡
毛
の
舞
に
似
た
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〔
巻
三
－
六
・
十
七
丁
ウ
〕

　
　b
し
る
し
の
竿
の
類
に
て
、
雪
の
深
浅
を
は
か
る
為
に
や
あ
ら
ん
、
橿
の
な
ま
木
を
七
尺
ば
か
り
に
き
り
て
、
道
の
か
た
は
ら
に
立

　
　
お
き
た
る
を
幸
ひ
に
ひ
き
ぬ
き
て
…
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
巻
四
上
ー
七
・
一
丁
ウ
〕

　
　
c
旅
人
こ
れ
を
見
て
い
そ
が
は
し
く
身
を
閃
し
、
熊
の
背
後
に
め
ぐ
り
出
け
る
が
熊
は
忽
身
を
ひ
る
が
へ
し
、
は
あ
ん
と
吼
声
雷
の

　
　ご
と
く
、
猛
勢
ひ
を
な
し
て
再
又
飛
か
〉
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
巻
四
上
ー
七
・
一
丁
ウ
〕

　
　d
月
の
輪
の
あ
た
り
を
し
た
》
か
に
さ
し
と
ほ
し
け
れ
ば
…
全
身
の
毛
は
鉄
の
針
を
う
ゑ
た
る
が
ご
と
く
、
四
足
の
爪
は
銀
の
戟
を

　
　う
ち
曲
た
る
に
ひ
と
し
く
、
小
牛
の
お
ほ
き
さ
あ
り
て
、
世
に
希
有
の
老
熊
な
り
。
　
　
　
　
　
　
　
〔
巻
四
上
－
七
・
二
丁
オ
〕

京
伝
と
牧
之



京

伝と
牧
之

　　
e
雪
頽
（
な
だ
れ
）
の
音
雷
の
ご
と
く
ひ
s
き
、
雪
巻
風
（
ゆ
き
し
ま
き
）
さ
と
吹
お
ろ
し
て
忽
眼
く
ら
み
…
其
扮
作
い
か
に
と
な

　
　
れば
、
峯
莱
も
て
編
る
雪
帽
子
（
ぽ
う
し
）
を
か
ぶ
り
、
簑
を
著
、
蒲
壁
手
（
が
ま
こ
て
）
を
か
け
、
岩
菅
（
い
は
す
げ
）
の
脛
巾

　
　

（は
ぶ
き
）
を
ま
と
ひ
、
蘂
絨
（
し
べ
か
ら
み
）
を
む
す
び
、
櫨
（
か
じ
き
）
を
は
き
山
刀
を
お
び
、
一
箇
は
矛
を
と
り
、
一
箇
を

　
　
錨
（
た
つ
き
）
を
さ
げ
た
り
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
巻
四
上
ー
七
・
六
丁
オ
〕

　
　f
此
山
の
麓
に
住
む
猟
戸
な
り
、
前
程
此
峯
に
て
穴
熊
を
追
出
し
、
槍
を
突
損
じ
て
取
に
が
し
た
れ
ば
、
そ
の
跡
を
慕
ひ
来
て
…

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〔
巻
四
上
ー
七
・
六
丁
ウ
〕

　　
9
声
を
そ
ろ
へ
て
雪
車
歌
（
そ
り
う
た
）
を
う
た
ひ
つ
〉
…
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
巻
四
上
ー
八
・
九
丁
ウ
〕

　他
に
巻
三
ー
六
、
巻
四
－
七
の
挿
絵
に
も
注
意
を
払
い
た
い
。
そ
こ
に
描
か
れ
た
熊
の
絵
や
熊
を
運
ぶ
狩
人
の
服
装
（
e
参
照
）
な
ど

は
、
特
別
の
意
義
を
持
ち
合
わ
せ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

　
対
す
る
牧
之
の
『
北
越
雪
譜
』
か
ら
関
連
す
る
本
文
を
引
用
す
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
6

　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　◇
『北
越
雪識
』
◇
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

　
　①
人
の
肉
眼
を
以
雪
を
み
れ
ば
一
片
の
鷲
毛
の
ご
と
く
な
れ
ど
も
、
数
十
百
片
の
雪
花
を
併
合
て
一
片
の
驚
毛
を
為
也
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〔○雪
の
形
　
二
五
頁
〕

　
　
②高
田
御
城
大
手
先
の
広
場
に
、
木
を
方
に
削
り
尺
を
記
し
て
建
給
ふ
、
是
を
雪
竿
と
い
ふ
。
…
雪
竿
と
い
へ
ば
越
後
の
事
と
し
て

　
　
俳句
に
も
見
え
た
れ
ど
…
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
○
雪
竿
　
三
一
頁
〕

　
　③
故
に
冬
の
雪
中
は
橿
（
か
ん
じ
き
）
鎚
（
す
か
り
）
を
穿
て
途
を
行
。
里
言
に
は
雪
を
漕
と
い
ふ
。
　
　
〔
○
沫
雪
　
三
三
頁
〕

　
　④
健
足
の
飛
脚
と
い
へ
ど
も
雪
途
を
行
は
一
日
二
一
二
里
に
過
ず
。
権
に
て
足
自
在
な
ら
ず
雪
膝
を
越
す
ゆ
ゑ
也
。
こ
れ
冬
の
雪
中
一

　　
ツ
の
顛
難
也
。
春
は
雪
凍
て
鉄
石
の
ご
と
く
な
れ
ば
、
雪
車
（
そ
り
）
〈
又
雪
舟
の
字
を
用
ふ
〉
を
以
て
重
を
乗
す
。
…
し
か
れ
ど
も

　
　雪
凍
り
た
る
時
に
あ
ら
ざ
れ
ば
用
ひ
が
た
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
○
雪
道
　
三
三
頁
〕



　
　⑤
一
連
の
力
を
併
て
こ
れ
を
捕
る
。
そ
の
道
具
は
柄
の
長
さ
四
尺
斗
り
の
手
鎗
、
或
は
、
山
刀
を
薙
刀
の
ご
と
く
に
作
り
た
る
も
の
、

　
　
鉄
砲山
刀
斧
の
類
也
。
…
さ
て
熊
を
捕
に
種
々
の
術
あ
り
。
…
熊
終
に
は
穴
の
口
に
い
た
る
。
こ
れ
を
視
て
待
か
ま
へ
た
る
猟
師
ど

　
　も
手
練
の
鎗
尖
に
か
け
て
突
留
る
。
一
鎗
失
と
き
は
熊
の
一
掻
に
一
命
を
失
ふ
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
○
熊
捕
　
四
二
頁
〕

　
　⑥
雪
車
歌
う
た
ひ
な
が
ら
徐
々
束
…
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
○
熊
人
を
助
　
四
五
頁
〕

　
　
⑦雪
吹
は
樹
な
ど
に
積
り
た
る
雪
の
風
に
散
乱
す
る
を
い
ふ
。
其
状
優
美
も
の
ゆ
ゑ
花
の
ち
る
を
是
を
比
し
て
花
雪
吹
と
い
ひ
て
古

　
　
歌
に
も
あ
ま
た
見
え
た
り
。
是
東
南
寸
雪
の
国
の
事
也
、
北
方
丈
雪
の
国
我
が
越
後
の
雪
深
と
こ
ろ
の
雪
吹
は
雪
中
の
暴
風
、
雪
を

　
　巻
騰
賑
也
。
雪
中
第
一
の
難
儀
こ
れ
が
た
め
に
死
す
る
人
年
々
也
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
○
雪
吹
　
五
〇
頁
〕

　
　⑧
山
よ
り
雪
の
崩
頽
を
里
言
に
な
だ
れ
と
い
ふ
、
又
な
で
と
も
い
ふ
。
按
に
な
だ
れ
は
撫
下
る
也
、
引
を
刊
と
い
ふ
は
活
用
こ
と
ば

　
　な

り
、
山
に
も
い
ふ
也
。
こ
x
に
は
雪
頽
の
字
を
借
て
用
ふ
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
○
雪
頽
五
七
頁
〕
　
　
　
　
一

　
　⑨
か
ん
じ
き
は
古
訓
な
り
、
里
俗
か
じ
き
と
い
ふ
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
○
雪
中
歩
行
の
用
具
　
一
六
＝
貢
〕
　
　
　
　
7

　符
号
を
用
い
て
確
認
す
る
。
対
応
関
係
と
し
て
考
え
ら
れ
る
の
は
、
a
l
①
、
b
－
⊥
②
、
c
d
f
ー
⑤
、
e
ー
③
④
⑦
⑧
⑨
、
9
1
⑥
　
　
　
　
一

と
い
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
か
。
a
に
つ
い
て
は
漢
詩
文
に
用
い
ら
れ
た
雪
の
形
容
を
併
せ
用
い
て
い
る
。
b
は
雪
竿
に
関
す
る
も
の
で
、

例え
ば
『
僅
言
集
覧
』
で
為
佐
の
「
越
の
山
立
お
く
竿
の
か
ひ
や
な
き
日
を
ふ
る
雪
に
し
る
し
見
え
ね
ば
」
の
歌
を
引
い
て
い
る
点
が
参

考
と
な
る
。
い
み
じ
く
も
「
越
の
山
」
の
風
物
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
c
d
f
は
熊
の
描
写
・
捕
獲
に
関
す
る
も
の
で
、

c
の
「
熊
の
背
後
に
め
ぐ
り
出
け
る
が
熊
は
忽
ち
身
を
ひ
る
が
へ
し
」
と
い
っ
た
表
現
は
、
書
物
の
上
で
も
見
聞
の
な
い
者
に
は
描
け
な

い表
現
で
あ
り
、
『
優
曇
華
物
語
』
以
前
で
は
、
寛
政
十
一
年
刊
『
山
海
名
産
図
会
』
に
一
部
類
し
た
表
現
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か

し
、
そ
の
『
山
海
名
産
図
会
』
と
て
、
e
に
み
ら
れ
る
雪
景
の
描
写
は
存
在
し
な
い
。
「
ゆ
き
な
だ
れ
・
ゆ
き
し
ま
き
・
ゆ
き
ぼ
う
し
・
が

ま
こ
て
・
い
は
す
げ
・
は
ざ
き
・
し
べ
か
ら
み
・
か
じ
き
・
た
つ
き
」
等
々
の
言
葉
は
、
そ
れ
自
体
、
当
時
の
江
戸
の
人
々
の
聞
き
慣
れ

な
い
も
の
だ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
こ
の
語
群
中
、
「
か
じ
き
」
と
い
う
表
記
に
は
特
に
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
⑨
に
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、

京
伝
と
牧
之



京
伝
と
牧
之

所
の訓
、
即
ち
『
北
越
雪
譜
』
に
記
さ
れ
た
訓
を
、
京
伝
が
『
優
曇
華
物
語
』
に
用
い
て
い
る
こ
と
は
意
義
深
い
こ
と
と
思
わ
れ
る
。
9

の雪
車
歌
に
し
て
も
『
北
越
雪
譜
』
中
、
京
山
が
「
楯
歌
の
春
め
く
こ
と
江
戸
人
に
は
お
も
ひ
も
よ
ら
ざ
る
奇
情
な
り
」
と
も
指
摘
し
て

いる
。　当

時
、
熊
や
雪
に
対
す
る
知
識
を
ど
の
程
度
人
々
が
持
ち
合
わ
せ
て
い
た
の
か
、
甚
だ
疑
わ
し
い
限
り
で
あ
る
。
『
和
漢
三
才
図
会
』
『
便

言
集
覧
』
『
山
海
名
産
図
会
』
な
ど
を
確
認
す
る
限
り
に
お
い
て
、
さ
ほ
ど
多
く
の
人
々
の
認
知
す
る
と
こ
ろ
で
は
な
か
っ
た
と
目
さ
れ
る
。

そ
う
云
っ
た
知
識
を
、
京
伝
は
牧
之
か
ら
の
「
雪
中
之
奇
談
」
、
そ
れ
に
付
さ
れ
た
「
雪
中
之
具
・
雛
形
」
か
ら
吸
収
し
た
の
で
あ
る
。

　
恐ら
く
、
今
日
伺
う
こ
と
の
で
き
な
い
「
雪
中
之
具
・
雛
形
」
は
、
か
ん
じ
き
や
藁
靴
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。

　
　卯
三
月
中
、
義
三
二
大
坂
法
橋
玉
山
と
入
魂
文
通
之
智
己
、
当
国
雪
中
之
様
子
開
板
二
及
、
牧
之
が
名
も
供
二
海
内
へ
ひ
ろ
め
候
様

　
　右

之
草稿
荒
増
書
は
じ
め
、
追
々
雛
形
之
雪
舟
．
権
．
草
履
迄
も
、
小
さ
こ
い
た
し
箱
二
入
画
図
共
二
追
々
贈
候
処
…
　
　
2
　
　
　
　
　
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〔『
永
世
記
録
集
」
〕
　
　
　
　
　
8

後
に

執筆
を
依
頼
す
る
岡
田
玉
山
に
何
を
送
っ
た
の
か
を
参
考
と
す
る
な
ら
ば
、
京
伝
の
許
へ
送
ら
れ
た
「
雪
中
之
具
・
雛
形
」
も
同
様
　
　
　
一

のも
の
と
考
え
ら
れ
る
。
京
伝
は
そ
れ
を
『
優
曇
華
物
語
』
の
挿
絵
に
描
き
、
現
実
の
雪
景
を
彷
彿
と
さ
せ
る
も
の
と
し
た
の
で
あ
る
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
、
私
は
、
『
優
曇
華
物
語
』
が
「
お
の
が
著
述
の
戯
書
」
で
あ
り
、
牧
之
か
ら
送
ら
れ
て
き
た
原
『
北
越
雪
譜
』
関
連

資
料
を
「
そ
っ
く
り
と
書
き
つ
ら
ね
て
、
見
て
来
た
や
う
に
」
書
き
記
し
た
の
だ
と
確
信
す
る
。

「剰
窃
」
と
い
う
こ
と

再
び
冒
頭
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
に
戻
る
。
先
章
で
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
『
優
曇
華
物
語
』
と
牧
之
と
の
関
わ
り
が
明
ら
か
と
な
っ
た
今
、

い
わば
『
し
り
う
ご
と
』
の
云
う
、
「
み
て
き
た
や
う
に
」
記
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

　
で
は
、
そ
の
こ
と
が
果
た
し
て
「
人
を
欺
き
し
報
悪
」
な
る
こ
と
と
な
る
の
だ
ろ
う
か
。
ま
た
本
当
に
「
其
人
」
、
即
ち
牧
之
を
「
あ
ざ



む
き
て
」
な
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
に
、
戯
作
者
と
資
料
提
供
者
牧
之
と
の
関
係
に
注
目
し
て
み
た
い
。
便
宜
上
、

牧
之
の
資
料
を
戯
作
に
用
い
た
作
者
、
馬
琴
を
ま
ず
例
に
と
る
。

　馬
琴
と
牧
之
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
高
橋
実
氏
の
御
論
考
↓
馬
琴
と
『
越
後
雪
譜
』
」
を
は
じ
め
と
し
て
御
高
著
『
北
越
雪
譜
の

思想
』
に
十
分
に
指
摘
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
今
回
の
考
察
も
、
そ
の
先
行
研
究
の
成
果
を
踏
襲
す
る
も
の
で
あ
る
。
高
橋
氏
が
問
題

に
さ
れ
た
の
は
『
八
犬
伝
』
七
輯
五
之
巻
末
附
記
に
「
越
後
州
古
志
郡
二
十
村
闘
牛
図
」
と
し
て
牧
之
提
供
の
記
事
が
利
用
さ
れ
た
一
件

に関
し
て
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ま
で
に
馬
琴
は
『
玄
同
放
言
』
巻
二
・
巻
三
ノ
下
巻
末
と
『
八
犬
伝
』
四
輯
巻
一
に
「
越
後
雪
譜
」
の
広
告

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
3

を
掲
載
し
、
か
つ
『
玄
同
放
言
』
に
は
牧
之
提
供
の
五
つ
の
記
事
が
掲
載
さ
れ
る
は
ず
あ
っ
た
。
巻
一
の
目
録
に
よ
れ
ば
「
雷
獣
」
（
巻
一

ー
こ
「
両
山
富
士
銅
堂
古
鏡
」
（
巻
四
）
「
異
牛
越
後
闘
牛
附
並
図
」
（
巻
五
）
等
々
。
そ
の
う
ち
「
越
後
闘
牛
附
並
図
闘
牛
」
が
『
八
犬
伝
』

七輯
五
之
巻
末
附
記
に
掲
載
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
後
年
、
こ
の
こ
と
が
馬
琴
の
評
判
を
お
と
す
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
が
、
牧
之
宛
馬
琴
　
　
　
　
一

書
簡
に
従
え
ば
、
馬
琴
は
牧
之
に
「
牛
角
突
之
図
説
ハ
八
犬
伝
七
編
二
加
入
い
た
し
候
間
、
当
三
四
月
頃
二
は
出
板
可
致
候
。
尤
貴
兄
之
　
　
　
9

事
く
ハ
し
て
書
入
置
申
候
」
と
書
簡
を
お
く
り
、
晩
年
、
牧
之
も
小
出
松
原
妹
宛
書
簡
で
そ
の
こ
と
に
触
れ
、
「
此
本
に
も
拙
名
あ
り
」
「
大
　
　
　
　
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ

流
行
」
と
い
っ
た
文
言
を
記
し
て
い
る
。
そ
れ
を
高
橋
氏
は
「
牧
之
は
、
馬
琴
の
や
っ
た
こ
と
を
む
し
ろ
喜
び
、
感
謝
し
て
い
る
よ
う
な

と
こ
ろ
が
あ
る
」
と
評
し
て
お
ら
れ
る
。

　翻
っ
て
京
伝
と
牧
之
の
場
合
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。

　先
章
に
引
用
し
た
、
京
伝
と
牧
之
の
間
で
交
わ
さ
れ
た
書
簡
の
「
旧
年
雪
中
之
奇
談
御
認
被
下
候
様
、
御
願
申
上
候
所
」
「
ゆ
る
く
草

稿
仕
之節
は
校
合
願
上
候
」
と
い
っ
た
文
言
、
お
よ
び
寛
政
十
一
年
十
二
月
朔
日
付
書
簡
な
ど
か
ら
は
、
牧
之
よ
り
送
ら
れ
た
資
料
か
ら

京
伝
が
執
筆
し
、
校
合
を
牧
之
が
担
当
す
る
と
い
う
趣
旨
が
読
み
取
れ
る
。
『
北
越
雪
譜
』
の
当
初
の
出
版
予
定
か
ら
考
え
て
、
何
も
牧
之

は
著
者
と
し
て
自
分
の
名
を
列
ね
よ
う
と
か
、
自
分
の
文
章
を
そ
の
ま
ま
に
記
し
て
も
ら
い
た
い
と
い
っ
た
主
張
を
み
せ
て
は
い
な
い
の

であ
る
。
馬
琴
の
場
合
を
補
助
線
と
し
て
考
え
る
な
ら
ば
、
そ
こ
で
の
、
資
料
利
用
に
際
し
て
名
前
を
載
せ
る
載
せ
な
い
は
、
全
く
も
っ

京
伝
と
牧
之



京
伝
と
牧
之

て牧
之
の
資
料
を
盗
む
と
か
あ
ざ
む
く
と
い
っ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。
む
し
ろ
牧
之
と
て
、
己
れ
の
資

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
5

料を
利
用
さ
れ
る
こ
と
は
喜
ば
し
い
こ
と
だ
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

　ま
た
、
京
伝
に
と
っ
て
「
剥
窃
」
と
は
何
か
と
い
う
問
題
も
気
に
か
か
る
。
郡
司
正
勝
氏
の
論
を
は
じ
め
と
す
る
先
学
の
研
究
を
ま
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
6

ま
で
も
な
く
、
多
く
の
作
品
か
ら
京
伝
は
摂
取
し
、
そ
の
拠
っ
た
と
こ
ろ
を
朧
化
し
て
利
用
し
て
い
る
。
そ
の
典
拠
を
明
示
し
て
い
な
い

云
々
は
ま
っ
た
く
議
論
の
対
象
と
成
り
得
ず
、
戯
作
者
の
常
套
手
段
と
し
て
片
付
け
ら
れ
て
い
る
。
戯
作
者
に
と
っ
て
の
「
剰
窃
」
と
い

う
設
問
自
体
が
、
そ
も
そ
も
成
立
す
べ
き
問
題
な
の
か
が
問
わ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
私
見
に
よ
れ
ば
、
京
伝
の
、
引
用
資
料
に
対
す

る
姿
勢
と
そ
の
変
遷
に
は
興
味
深
い
問
題
を
孕
ん
で
い
る
。
そ
の
問
題
に
関
し
て
は
稿
を
改
め
て
考
え
る
こ
と
に
し
た
い
。

　と
も
あ
れ
、
京
伝
と
牧
之
の
二
人
は
、
そ
の
出
版
に
関
す
る
件
が
二
人
の
間
に
無
く
な
っ
た
後
に
お
い
て
も
、
交
流
を
続
け
て
い
た
よ

う
で
あ
る
。
高
橋
氏
御
論
考
の
な
か
で
紹
介
さ
れ
た
、
年
次
未
詳
八
月
十
一
日
付
牧
之
宛
京
伝
書
簡
（
鈴
木
牧
之
資
料
館
蔵
、
張
交
屏
風
内
）
　
　
　
一

に
は
「
京
伝
も
漸
々
老
後
せ
わ
し
く
」
と
か
「
わ
た
く
し
老
衰
籠
居
の
み
」
と
い
っ
た
言
葉
が
見
い
だ
さ
れ
る
。
他
の
京
伝
書
簡
で
「
私
　
　
　
1
0

も
老
年
之
独
娘
ゆ
へ
」
（
文
化
十
年
三
月
、
角
鹿
清
蔵
宛
）
、
「
老
年
の
う
へ
」
（
文
化
十
年
閏
十
一
月
黒
沢
翁
満
宛
）
、
「
愚
老
」
（
文
化
十
一
年
　
　
　
　
一

五月
黒
沢
翁
満
宛
）
、
「
私
な
ど
も
近
年
耳
目
心
気
と
も
に
漸
く
お
と
ろ
へ
候
様
に
て
」
（
文
化
十
二
年
推
定
、
馬
琴
宛
）
と
、
老
い
を
迎
え
た
意

識
が書
簡
中
散
見
さ
れ
る
の
は
、
文
化
十
年
以
降
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
か
ら
、
牧
之
と
の
交
流
は
晩
年
に
至
る
ま
で
つ
づ
い
て
い
た
と
考

え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
他
に
、
京
伝
の
弟
、
京
山
も
『
北
越
雪
譜
』
二
編
凡
例
で
「
余
が
亡
兄
醒
斎
、
翁
も
鴻
書
の
友
な
り
し
ゆ
ゑ
」
と

記し
て
い
る
し
、
牧
之
も
『
北
越
雪
譜
』
中
で
「
醒
斎
京
伝
翁
が
骨
董
集
を
読
て
本
拠
あ
る
事
を
発
明
せ
り
」
と
、
『
北
越
雪
譜
』
の
刊
行

が
京
伝
の

仲介
に
よ
っ
て
成
し
遂
げ
ら
れ
な
か
っ
た
後
に
お
い
て
も
、
そ
の
書
面
の
中
で
京
伝
の
博
識
に
評
価
を
与
え
て
い
た
り
も
す
る

の

であ
る
。

　こ
の
こ
と
か
ら
少
な
く
と
も
次
の
よ
う
に
整
理
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。
即
ち
京
伝
は
確
か
に
越
後
の
あ
る
人
の
資
料
を
利
用
し
、
戯

作を
作
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
こ
と
は
何
も
「
剥
窃
」
と
い
う
に
当
た
ら
な
い
、
当
時
と
し
て
は
あ
る
べ
き
姿
な
の
で
あ
り
、
そ
の
後
の



交
流
が
途
絶
え
た
訳
で
は
な
い
の
だ
と
。
『
し
り
う
ご
と
』
の
よ
う
な
批
判
が
成
り
立
つ
可
能
性
は
低
い
と
云
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

情
報と
し
て
の
〈
雪
〉

　
牧
之
から
得
た
北
越
の
雪
の
光
景
は
、
『
優
曇
華
物
語
』
に
と
ど
ま
る
こ
と
な
く
幾
つ
か
の
作
品
に
登
場
し
て
お
り
、
そ
の
こ
と
は
様
々

な
問
題
を
提
出
し
て
く
れ
る
。
以
下
、
確
認
し
て
い
き
た
い
。

　

『優曇
華
物
語
』
に
み
る
〈
雪
〉
の
趣
向
は
と
り
わ
け
文
化
四
年
二
月
刊
『
梅
花
氷
裂
』
に
繰
り
返
し
用
い
ら
れ
て
い
る
と
の
印
象
を

受け
る
。
し
か
も
こ
の
『
梅
花
氷
裂
』
で
は
舞
台
も
越
後
と
な
っ
て
お
り
（
ち
な
み
に
『
優
曇
華
物
語
』
で
は
木
曽
が
舞
台
で
あ
っ
た
）
、
牧
之

から
の
提
供
資
料
で
あ
る
こ
と
を
暗
示
さ
え
し
て
い
る
。

　　
．
冬
月
初
春
の
間
は
、
常
に
雪
あ
れ
し
て
雪
巻
風
車
輪
の
ご
と
く
に
吹
め
ぐ
り
、
こ
れ
に
あ
ふ
者
忽
雪
中
に
う
づ
ま
れ
て
、
魂
塊
を
　
　
　
　
一

　
　
こ
〉
に
と
ぶ
む
る
者
す
く
な
か
ら
ず
。
峯
よ
り
お
つ
る
雪
頽
は
、
大
山
の
崩
か
s
る
に
異
な
ら
ず
。
そ
の
ひ
ざ
き
百
千
の
雷
の
一
度
　
　
　
1
1

　
　に
声を
発
す
る
が
如
く
に
て
、
旅
客
の
肝
を
ひ
や
さ
し
む
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
叢
書
江
戸
文
庫
『
山
東
京
伝
集
』
二
九
九
頁
〕
　
　
　
　
一

　　
・
さ
て
あ
る
夜
、
常
よ
り
も
な
ほ
雪
つ
よ
く
ふ
り
乱
れ
、
紛
々
揚
々
と
し
て
、
玉
屑
を
飛
す
が
ご
と
き
雪
中
に
、
蓑
文
太
か
の
雪
女

　
　
に

打
扮
て
た
〉
ず
み
、
よ
き
旅
人
や
来
る
と
待
け
る
に
、
む
か
ひ
の
岨
道
を
つ
た
ひ
て
一
人
の
旅
客
、
峯
莱
も
て
編
る
雪
帽
子
を
か

　
　
ふ
り
、
蓑
を
着
、
蒲
壁
手
（
が
ま
こ
て
）
を
か
け
、
岩
菅
（
い
は
す
げ
）
の
脛
巾
（
は
～
き
）
を
ま
と
ひ
、
蘂
絨
（
し
べ
か
ら
み
）

　
　を
む
す
び
、
櫨
（
か
じ
き
）
を
は
き
、
長
剣
を
よ
こ
た
へ
、
お
ご
そ
か
に
い
で
た
ち
て
、
明
松
を
ふ
り
て
ら
し
、
益
つ
よ
く
降
雪
を

　
　打
払
ひ
つ
x
、
ゑ
り
を
ち
ゾ
め
て
す
〉
み
来
ぬ
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
叢
書
江
戸
文
庫
三
〇
二
頁
〕

　他
に
も
巻
之
上
（
ロ
ノ
三
オ
）
口
絵
「
○
北
越
葡
萄
嶺
之
雪
女
」
及
び
巻
之
中
（
十
八
ウ
十
九
オ
）
（
二
一
ウ
ニ
ニ
オ
）
の
挿
絵
に
雪
景
が

描
か
れ
て
い
る
。
櫨
を
は
じ
め
、
そ
の
描
写
は
『
優
曇
華
物
語
』
同
様
、
専
門
の
知
識
を
要
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　確
認
す
る
に
、
文
化
元
年
の
『
優
曇
華
物
語
』
か
ら
、
文
化
三
・
四
年
前
後
の
京
伝
読
本
に
は
雪
の
場
面
が
多
く
登
場
し
て
い
る
。

京
伝
と
牧
之



京
伝と
牧
之

　　
・
文
化
三
年
一
二
月
刊
『
善
知
鳥
安
方
忠
義
伝
』
巻
三
下
（
九
ウ
十
オ
）
（
十
四
ウ
十
五
オ
）
（
十
七
ウ
十
八
オ
）
の
挿
絵
お
よ
び
本
文
「
さ

　
　
て雪
は
ま
す
く
つ
よ
く
ふ
り
み
だ
れ
、
紛
々
揚
々
と
し
て
柳
架
を
散
す
が
如
く
、
鵡
毛
を
飛
す
に
似
た
り
…
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　　
〔
叢
書
江
戸
文
庫
一
四
二
頁
〕

　　
・
文
化
三
年
『
昔
話
稲
妻
表
紙
』
巻
之
五
上
冊
、
第
十
七
章
挿
絵
お
よ
び
本
文
「
折
し
も
雪
は
つ
よ
く
ふ
り
、
紛
々
揚
々
と
し
て
恰

　
　も
柳
架
の
舞
が
ご
と
く
鵡
毛
の
飛
に
似
た
り
。
さ
ら
ぬ
だ
に
寒
気
き
び
し
き
谷
蔭
な
る
に
、
朔
風
は
げ
し
く
吹
お
ろ
せ
ば
…
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〔岩
波
新
日
本
古
典
文
学
大
系
8
5
　
三
＝
頁
〕

　そ
れ
は
な
ぜ
で
あ
ろ
う
か
。
京
伝
読
本
に
繰
り
返
し
登
場
す
る
〈
趣
向
〉
の
な
か
で
、
ど
う
し
て
こ
の
時
期
に
集
中
し
て
雪
の
光
景
が

作
品
中
に
登
場
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

※

　
　
　
　
　
　
　
　
　
※
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

　

「人よ
く
知
り
た
る
話
を
其
ま
〉
に
書
入
れ
、
終
を
転
じ
た
る
働
、
実
に
感
ず
べ
し
。
都
て
山
東
京
伝
が
戯
作
の
小
説
は
此
類
多
し
。
」
　
　
　
1
2

と
は
『
伝
奇
作
書
』
の
著
者
西
沢
一
鳳
の
発
言
で
あ
る
。
一
鳳
の
よ
う
な
見
巧
者
か
ら
は
、
そ
の
ア
レ
ン
ジ
の
有
り
様
に
主
眼
を
お
い
て
　
　
　
　
一

鑑賞
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
し
、
断
片
の
集
積
と
い
っ
た
観
の
あ
る
京
伝
作
品
を
評
価
す
る
に
、
こ
の
視
点
は
有
効
な
も
の
と
云
え
る
。
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
7

実
、
我
々
も
プ
レ
・
テ
ク
ス
ト
と
の
比
較
対
照
の
中
か
ら
京
伝
の
妙
味
を
指
摘
し
て
き
た
。

　し
か
し
今
回
の
『
優
曇
華
物
語
』
巻
三
ー
六
、
巻
四
ー
七
・
八
は
、
先
に
確
認
し
た
よ
う
に
見
巧
者
達
に
と
っ
て
プ
レ
・
テ
ク
ス
ト
が

存在
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
そ
の
執
筆
段
階
に
お
い
て
、
「
雪
中
之
奇
談
」
を
目
に
し
た
の
は
、
ご
く
限
ら
れ
た
人
々
で
あ
っ
た
は
ず

　
　
1
8

であ
る
。
だ
と
す
れ
ば
、
お
そ
ら
く
そ
こ
に
は
別
の
観
点
を
導
入
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
よ
う
に
思
う
。
即
ち
、
そ
れ
は
見
巧
者
達
を
感
心

さ
せ
る
も
う
一
つ
の
要
素
、
即
ち
新
〈
情
報
〉
と
い
う
側
面
で
あ
る
。

　こ
の
こ
と
は
今
日
の
研
究
の
視
点
、
す
な
わ
ち
プ
レ
・
テ
ク
ス
ト
と
の
比
較
検
討
と
い
う
ア
プ
ロ
ー
チ
の
手
法
そ
の
も
の
が
、
実
に
危

険
な
方
法
で
あ
る
こ
と
を
露
呈
し
て
い
る
。
比
較
の
結
果
見
え
て
く
る
差
異
に
作
者
の
成
果
を
み
る
と
い
う
ア
プ
ロ
ー
チ
。
な
ら
ば
、
〈
情



報
〉
の
目
新
し
い
も
の
を
利
用
し
た
と
き
、
そ
の
こ
と
は
果
た
し
て
み
え
て
く
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
表
面
的
な
事
実
と
し
て
認
知
さ
れ
な

い問
題
の
中
に
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
問
題
が
隠
さ
れ
て
い
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
私
見
に従
え
ば
、
こ
の
雪
の
場
面
は
、
京
伝
を
は
じ
め
と
す
る
江
戸
の
戯
作
者
の
み
な
ら
ず
、
対
象
と
す
る
読
者
の
多
く
に
と
っ
て
新

奇な
、
め
づ
ら
し
い
〈
情
報
〉
な
の
で
あ
り
、
事
の
〈
情
報
〉
性
の
新
し
さ
ゆ
え
に
、
実
に
京
伝
は
様
々
な
読
本
作
品
に
こ
の
目
新
し
い

〈
情報
〉
を
繰
り
返
し
利
用
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
想
像
を
た
く
ま
し
く
す
る
な
ら
ば
、
こ
れ
ら
の
京
伝
読
本
を
目
に
し
た
人
々
は
、
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
9

こ
に
描
か
れ
た
雪
の
光
景
に
特
別
な
思
い
を
馳
せ
た
の
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
か
。
雪
と
い
う
新
奇
な
〈
情
報
〉
へ
の
希
求
。
そ
れ
は
他
の

戯
作者
と
て
同
様
で
あ
っ
た
ろ
う
。
馬
琴
も
そ
の
目
新
し
い
〈
情
報
〉
に
興
味
を
も
ち
、
牧
之
へ
の
書
簡
で
「
雪
中
の
珍
話
等
御
座
候
ハ
ぐ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
2
0

已

来
著述
二
書
加
へ
可
申
候
」
と
云
い
、
十
返
舎
一
九
も
わ
ざ
わ
ざ
越
後
に
出
掛
け
て
み
せ
て
い
る
。

　
『
優曇
華
物
語
』
『
梅
花
氷
裂
』
と
言
っ
た
京
伝
読
本
に
記
さ
れ
た
雪
に
関
す
る
〈
情
報
〉
が
そ
れ
ま
で
と
異
な
る
側
面
を
も
っ
て
い
た
　
　
　
一

こ
と
は
、
例
え
ば
、
後
年
、
馬
琴
が
「
又
、
近
年
山
海
名
産
図
会
、
二
十
余
拝
名
所
図
、
閑
田
随
筆
、
東
遊
記
、
北
越
奇
談
等
に
、
雪
舟
　
　
　
1
3

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

の図
そ
の
外
雪
中
の
話
、
く
ハ
し
く
は
無
之
候
へ
ど
も
追
々
書
あ
ら
ハ
し
出
板
い
た
し
候
事
な
れ
ハ
・
2
」
と
記
し
て
い
る
、
そ
の
作
品
群
　
　
　
　
一

と
の
比
較
に
よ
っ
て
も
明
ら
か
で
あ
る
。
一
例
を
挙
げ
る
。
『
優
曇
華
物
語
』
刊
行
以
前
で
、
馬
琴
が
引
用
し
た
書
の
な
か
で
最
も
越
後
の

情
勢
に
詳
し
い
『
山
海
名
産
図
会
』
で
も
熊
の
捕
獲
、
織
布
に
関
し
て
記
載
は
あ
る
も
の
の
、
雪
中
歩
行
の
道
具
な
ど
に
つ
い
て
は
説
明

が
な
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
牧
之
が
京
伝
に
送
っ
だ
雪
中
の
具
は
好
奇
の
目
で
迎
え
ら
れ
、
京
伝
読
本
の
挿
絵
中
に
記
さ
れ
る
こ

と
と
な
り
、
馬
琴
は
牧
之
と
の
文
通
を
始
め
る
に
い
た
っ
た
の
で
あ
る
。
逆
に
云
え
ば
、
そ
れ
ほ
ど
ま
で
に
、
当
時
の
江
戸
市
中
の
戯
作

者
、
あ
る
い
は
読
者
達
に
と
っ
て
、
雪
に
対
す
る
〈
情
報
〉
が
少
な
い
状
況
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

　さ
て
、
事
を
〈
情
報
〉
と
い
う
観
点
か
ら
再
確
認
す
る
時
、
新
た
に
浮
上
し
て
く
る
問
題
が
あ
る
。

　た
と
え
ば
先
々
章
に
引
用
し
た
牧
之
宛
京
伝
書
簡
に
あ
る
よ
う
に
、
京
伝
は
『
忠
臣
水
瀞
伝
』
執
筆
中
に
牧
之
か
ら
雪
中
の
道
具
を
も

ら
っ
て
い
た
。
そ
し
て
、
実
に
『
忠
臣
水
瀞
伝
』
後
編
に
お
い
て
も
早
々
と
牧
之
の
も
た
ら
し
た
〈
情
報
〉
を
利
用
し
よ
う
と
し
て
い
た

京
伝と
牧
之



京
伝
と
牧
之

ら
し
い
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
作
品
構
想
は
す
で
に
出
来
上
が
っ
て
い
た
は
ず
で
、
構
成
の
上
か
ら
も
大
幅
な
変
更
は
で
き
な
か
っ
た

も
の
と
目
さ
れ
る
が
、
次
に
そ
の
例
を
示
す
。

　
　当
時
は
正
是
厳
冬
の
時
節
に
て
、
折
し
も
形
雲
密
布
。
朔
風
漸
起
。
紛
々
揚
々
と
し
て
一
天
に
大
雪
ふ
り
来
り
、
世
界
都
て
銀
を
し

　
　き
た
る
が
ご
と
し
。
誠
是
王
猷
が
戴
を
訪
時
、
衰
安
が
高
臥
日
、
斯
こ
そ
あ
ら
め
と
お
も
は
る
。
…
さ
ら
で
だ
に
行
が
た
き
山
路
の

　
　
険阻
な
る
に
、
北
風
は
げ
し
く
雪
を
と
ば
せ
て
、
ふ
か
く
径
路
を
う
づ
め
た
れ
ば
、
四
方
白
漫
々
地
し
て
、
東
西
を
わ
き
ま
へ
が
た

　
　く
、
つ
ひ
に
路
を
ふ
み
あ
や
ま
り
て
、
山
ふ
か
く
ま
よ
ひ
入
、
火
把
（
た
い
ま
つ
）
さ
へ
雪
水
に
け
さ
れ
た
れ
ば
、
只
雪
あ
か
り
を

　
　よ
す
が
と
し
て
、
ひ
た
ふ
る
に
走
け
る
が
、
寒
気
ま
す
く
き
び
し
く
骨
を
透
し
、
吹
雪
に
お
も
て
を
う
た
れ
、
雪
巻
風
（
ゆ
き
し

　
　ま
き
）
の
た
め
に
吹
倒
さ
る
ン
こ
と
あ
ま
た
x
び
に
し
て
、
一
歩
だ
に
う
こ
か
す
こ
と
あ
た
は
ず
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
2
2

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔『忠
臣
水
濤
伝
』
後
編
巻
之
三
〕
　
　
　
　
　
一

例
え
ば
プ
レ
・
テ
ク
ス
ト
の
「
仮
名
手
本
忠
臣
蔵
」
な
ら
ば
、
深
々
と
雪
の
降
る
加
古
川
本
蔵
館
の
場
が
想
起
さ
れ
よ
う
。
し
か
し
、
こ
　
　
　
1
4

こ
で
は
吹
雪
の
場
面
で
あ
る
。
こ
の
後
、
避
難
し
た
大
星
が
延
尉
の
霊
を
夢
に
見
て
、
危
う
く
難
を
逃
れ
る
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、
こ
の
　
　
　
一

場
面で
、
な
ぜ
吹
雪
で
あ
る
必
要
が
あ
る
の
か
、
典
拠
作
品
と
の
関
わ
り
か
ら
は
見
い
だ
せ
な
い
。
『
北
越
雪
譜
』
中
、
牧
之
は
云
う
、
「
寸

雪
の

雪
吹
の

や
さ
し
き
を
観
人
の
た
め
に
丈
雪
の
雪
吹
の
愕
胎
を
示
す
」
と
。
『
忠
臣
水
瀞
伝
』
の
こ
の
場
面
は
、
雪
の
恐
ろ
し
さ
を
伝
え

て

やま
な
い
。
正
し
く
、
こ
の
文
面
は
京
伝
が
新
た
に
得
た
〈
情
報
〉
を
用
い
た
か
っ
た
も
の
と
考
え
て
よ
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　ま
た
、
読
本
に
多
い
こ
と
も
気
に
掛
か
る
。
多
く
の
合
巻
を
執
筆
し
た
京
伝
で
あ
る
が
、
そ
の
中
で
雪
の
趣
向
が
存
在
し
て
い
る
の
は

管
見
に
及
ぶ
限
り
に
お
い
て
次
の
作
品
に
限
ら
れ
る
。

　
　
ω合
巻
文
化
四
年
春
刊
『
敵
打
衛
玉
川
』
に
雪
の
絵
有
り
。

　
　
②合
巻
文
化
六
年
正
月
刊
『
志
道
軒
往
古
講
釈
』
に
雪
の
絵
有
り
。



　
　
③合
巻
文
化
六
年
正
月
刊
『
松
梅
竹
取
物
語
』
に
雪
の
絵
複
数
有
り
。

　
　
ω合
巻
文
化
八
年
春
刊
『
咲
替
花
之
二
番
目
』
「
此
と
き
ゆ
き
ぼ
と
け
の
く
ち
よ
り
ね
ず
み
を
は
い
て
し
ゆ
ぎ
や
う
じ
や
を
さ
〉
へ
け

　
　り
」
と
雪
仏
の
図
。

　
　
㈲合
巻
文
化
五
年
正
月
刊
『
糸
車
九
尾
狐
』
に
雪
の
絵
複
数
有
り
。

　
　
⑥合
巻
文
化
一
二
年
春
刊
『
絵
看
版
子
持
山
姥
』
に
雪
の
絵
有
り
。

そ
れ
ら
に
は
特
徴
が
あ
る
。
多
く
が
「
寒
中
で
の
祈
願
」
と
い
っ
た
モ
チ
ー
フ
で
の
利
用
な
の
で
あ
る
。
意
外
な
程
に
読
本
に
み
る
吹
雪

の

場
面と
か
、
熊
の
登
場
と
い
っ
た
場
面
が
存
在
し
て
い
な
い
。

　そ
れ
は
な
ぜ
か
。
憶
測
に
す
ぎ
な
い
け
れ
ど
も
、
ど
う
や
ら
京
伝
は
「
読
本
」
に
の
み
牧
之
の
資
料
を
用
い
た
か
っ
た
よ
う
な
の
で
あ

る
。
次
の
資
料
を
み
て
い
た
だ
き
た
い
。
文
政
十
二
年
十
月
二
十
一
日
、
牧
之
宛
京
山
書
簡
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

　
　昨
夜
枕
上
に
て
ふ
と
心
付
申
候
間
申
上
候
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
5

　
　先年
貴
国
雪
中
の
事
を
述
作
い
た
し
可
申
や
う
亡
兄
へ
被
仰
、
雪
中
の
具
ど
も
雛
型
な
ど
迄
、
こ
ま
や
か
に
被
遣
、
是
へ
小
冊
御
添
　
　
　
一

　
　
被遣
候
を
年
来
所
蔵
い
た
し
候
処
、
…
…
さ
て
お
も
へ
ら
く
、
北
越
雪
談
と
い
た
し
、
絵
入
よ
み
本
五
冊
と
し
て
、
雪
の
故
事
、
古

　
　
歌な
り
と
考
を
加
へ
出
板
い
た
さ
ん
と
存
付
候
ハ
亡
兄
の
趣
向
に
て
候
へ
ど
も
、
よ
み
本
に
て
ハ
手
重
く
相
成
、
雑
費
も
余
程
か
か

　　
り
、
作
も
む
つ
か
し
く
候
故
、
つ
い
く
延
引
い
た
し
候
事
に
候
。
当
時
草
双
子
の
な
り
ゆ
き
を
考
る
に
、
よ
き
時
節
と
存
候
間
、

　
　北
越
雪
談
を

　　
　
越
後
国
雪
物
語
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
越
後
塩
沢
秋
月
庵
牧
之
作

　
　　
（
全
八
冊
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
東
都
山
東
庵
京
山
校
合

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

歌川
国
貞
画

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
2
3

　
　
右
之
通
草
双
紙
に
い
た
し
出
板
仕
候
は
〉
、
う
れ
可
申
か
と
存
候

京
伝
と
牧
之



京
伝
と
牧
之

こ
こ
で
兄
京
伝
が
「
絵
入
よ
み
本
」
と
し
て
構
想
し
て
い
た
と
の
発
言
に
は
、
注
目
し
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
。
〈
雪
〉
の
趣
向
を
繰
り
返

し
利
用
し
て
い
た
の
も
「
読
本
」
と
い
う
枠
組
み
に
お
い
て
な
の
で
あ
る
。
何
故
で
あ
る
か
は
今
は
問
わ
な
い
。
し
か
し
、
合
巻
と
読
本

と
の
違
い
を
認
識
し
、
資
料
の
峻
別
を
し
て
い
た
京
伝
に
、
ジ
ャ
ン
ル
意
識
の
存
在
を
み
る
こ
と
が
可
能
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

お
わ
り
に

　京
伝
戯
作
を
考
え
る
と
き
、
考
証
随
筆
の
時
と
の
違
い
に
改
め
て
気
付
か
さ
れ
る
。
考
証
随
筆
ー
例
え
ば
『
近
世
奇
跡
考
』
を
あ
げ
る

ま
で
も
な
く
、
京
伝
は
だ
れ
の
蔵
書
を
利
用
し
た
か
、
だ
れ
の
説
で
あ
る
か
に
固
執
し
て
い
る
。
し
か
し
、
牧
之
の
場
合
を
挙
げ
る
ま
で

も
な
く
、
読
本
ジ
ャ
ン
ル
に
お
い
て
は
資
料
提
供
者
の
名
前
な
ど
記
述
さ
れ
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
。
当
た
り
前
な
ど
と
思
っ
て
し
ま
っ

て
は
困
る
。
例
え
ば
馬
琴
の
場
合
は
ど
う
な
の
か
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

　そ
う
考
え
る
な
ら
ば
、
真
偽
の
ほ
ど
は
別
と
し
て
、
本
稿
冒
頭
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
そ
の
も
の
が
、
実
に
京
伝
の
ジ
ャ
ン
ル
意
識
を
象
徴
し
　
　
　
1
6

て

興
味深
い
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
戯
作
者
と
し
て
の
京
伝
と
考
証
随
筆
家
と
し
て
の
京
伝
1
そ
の
説
が
自
分
の
も
の
で
あ
る
に
も
か
　
　
　
一

か
わ
ら
ず
、
「
剥
窃
」
さ
れ
た
と
し
て
怒
る
考
証
家
京
伝
を
、
京
伝
戯
作
を
引
き
合
い
に
出
さ
れ
諌
め
ら
れ
る
と
い
う
構
図
。
事
実
で
あ
る

か
ど
う
か
は
と
も
か
く
と
し
て
、
い
み
じ
く
も
そ
の
姿
に
京
伝
の
意
識
の
位
相
差
を
読
む
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　
〈
注
＞

1
　
日
本
随
筆
大
成
第
三
期
十
一
所
載
、
吉
川
弘
文
館
、
昭
和
五
十
二
年
。

2
　
脚
気
衝
心
に
て
死
去
と
の
説
で
あ
る
。

3
　
　
『
山
東
京
伝
年
譜
考
』
一
〇
八
頁
、
ぺ
り
か
ん
社
、
平
成
三
年
。

，
4
　
右
書
五
九
頁
参
照
。



5
　
　
『
北
越
雪
譜
の
思
想
』
九
一
頁
、
越
書
房
、
昭
和
五
十
六
年
。

6
　
右
書
一
〇
五
頁
に
、
寛
政
十
一
年
（
推
定
）
十
二
月
朔
日
付
、
牧
之
宛
京
伝
書
簡
が
翻
刻
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
記
載
内
容
は
牧
之
の
『
永
世
記
録

　
　集
』
の
記
事
内
容
と
一
致
す
る
（
『
鈴
木
牧
之
全
集
』
下
巻
・
四
一
頁
、
中
央
公
論
社
、
昭
和
五
十
八
年
）
。

7
　
　
「
国
文
学
会
誌
」
7
号
、
昭
和
三
十
六
年
。
『
北
越
雪
譜
の
思
想
』
も
こ
の
見
解
を
踏
襲
し
て
い
る
。

8
　
絵
入
葵
文
庫
2
「
双
蝶
記
」
二
一
〇
頁
参
照
。

9
　
　
『
鈴
木
牧
之
全
集
』
下
巻
・
滝
沢
馬
琴
書
簡
集
一
九
七
頁
。

1
0　本
文
の
引
用
は
岐
阜
大
図
書
館
本
（
研
究
資
料
館
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
に
よ
る
）
か
ら
で
あ
り
、
該
当
す
る
丁
数
を
示
し
た
。

1
1
　
本
文
の
引
用
は
『
鈴
木
牧
之
全
集
』
上
巻
か
ら
で
あ
り
、
該
当
す
る
頁
を
示
し
た
。

1
2　
　
『
鈴
木
牧
之
全
集
』
下
巻
四
〇
頁
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

1
3　
同
書
・
滝
沢
馬
琴
書
簡
集
一
九
八
頁
参
照
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
7

1
4

　高橋
氏
著
書
口
絵
写
真
お
よ
び
一
三
〇
頁
『
鈴
木
牧
之
全
集
』
下
巻
・
滝
沢
馬
琴
書
簡
集
二
七
三
頁
参
照
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

1
5　そ
れ
で
は
な
ぜ
京
伝
に
よ
っ
て
出
版
さ
れ
な
か
っ
た
か
、
が
問
わ
れ
て
然
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
　高
橋
氏
は
「
そ
の
理
由
は
、
出
版
元
に
あ
る
と
筆
者
は
考
え
る
。
つ
ま
り
無
名
の
文
人
で
あ
る
鈴
木
牧
之
の
著
作
に
出
版
元
が
危
惧
を
抱
き
、
こ

　　
の
書
の
価
値
を
ま
じ
め
に
受
け
と
め
て
く
れ
な
か
っ
た
か
ら
だ
と
考
え
る
」
（
『
北
越
雪
譜
の
思
想
』
九
五
頁
）
と
さ
れ
、
「
内
見
候
書
林
二
百
金

　　
も
入
る
沙
汰
故
、
無
拠
見
合
せ
罷
過
」
「
是
金
子
二
而
も
此
方
よ
り
出
し
候
て
開
板
仕
、
鈴
木
牧
之
が
名
も
共
二
出
し
可
申
な
れ
共
、
金
銭
ヲ
出

　　
し
て
ハ
名
利
ヲ
求
る
似
た
り
」
（
『
鈴
木
牧
之
全
集
』
下
巻
「
永
世
記
録
集
」
四
↓
、
六
六
頁
）
と
い
う
資
料
を
提
示
さ
れ
た
。
そ
の
理
由
を
出
版

　　
元
に
も
と
め
、
出
版
費
用
著
者
負
担
と
い
う
形
ゆ
え
で
は
な
い
か
と
推
定
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
そ
う
で
あ
ろ
う
。
山
本
も
別
例
を
あ
げ

　　
て
そ
の
こ
と
を
伺
う
こ
と
に
す
る
。
京
伝
自
身
、
牧
之
宛
寛
政
十
一
年
（
推
定
）
十
二
月
朔
日
付
書
簡
で
「
東
都
か
大
阪
二
而
出
板
之
志
二
候
間
、

　
　
懸
合
等
六
ヶ
敷
、
殊
二
五
十
金
計
り
も
懸
り
可
申
候
二
存
候
…
出
板
御
待
遠
被
存
候
得
共
、
兎
角
金
子
余
程
懸
り
候
間
、
相
談
等
決
し
兼
、
且
ハ

京
伝
と
牧
之



京
伝
と
牧
之

　
　
著述
二
も
手
間
と
れ
延
引
二
及
候
」
と
述
べ
て
い
る
。
戯
作
者
が
、
版
元
の
利
益
に
な
ら
な
い
随
筆
類
を
出
版
す
る
に
あ
た
っ
て
難
渋
す
る
こ
と

　
　は
、
馬
琴
や
京
伝
と
て
同
じ
こ
と
で
あ
っ
た
。
版
元
と
の
「
懸
合
等
六
ヶ
敷
」
、
確
か
に
お
金
が
か
か
る
の
で
あ
る
。
出
版
を
請
け
負
っ
た
玉
山

　
　も
「
絵
本
太
閤
記
を
書
候
大
阪
之
画
人
法
橋
玉
山
、
兼
而
文
通
之
好
身
故
、
此
方
へ
申
入
候
所
大
二
喜
、
金
銭
入
ら
す
二
遠
か
ら
す
出
版
…
」
（
「
永

　
　世
記
録
集
」
六
六
頁
）
と
し
、
馬
琴
も
「
此
方
に
而
ハ
決
而
金
子
等
ニ
ハ
不
及
、
随
分
出
版
可
致
候
へ
共
、
」
（
同
四
一
頁
）
と
金
銭
関
連
で
の
主

　
　
張を
ま
ず
述
べ
て
い
る
点
に
も
注
目
し
た
い
。
こ
の
主
張
が
そ
の
ま
ま
出
版
へ
と
至
る
も
の
な
の
か
、
そ
れ
と
も
牧
之
と
の
接
触
を
図
っ
て
の
こ

　　
と
な
の
か
は
分
か
ら
な
い
。
と
も
か
く
牧
之
自
身
、
先
の
引
用
に
あ
る
如
く
「
金
銭
ヲ
出
し
て
は
名
利
ヲ
求
る
似
た
り
」
と
の
主
張
を
も
ち
、
京

　
　伝
と
の
出
版
に
関
わ
る
交
渉
は
、
自
分
の
側
か
ら
「
依
而
延
引
」
（
同
六
六
頁
）
「
無
拠
見
合
せ
罷
過
」
（
同
四
一
頁
）
た
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、

　
　そ
の
こ
と
と
『
し
り
う
ご
と
』
の
云
う
牧
之
を
「
あ
ざ
む
き
て
」
と
は
直
接
繋
が
ら
な
い
の
は
自
明
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。

1
6
　
　
「
京
伝
の
西
欧
趣
味
」
（
白
水
社
『
郡
司
正
勝
剛
定
集
』
第
五
巻
所
載
）
等
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

1
7
　
『
（
西
沢
文
庫
）
伝
奇
作
書
』
『
か
く
や
い
か
に
の
記
』
を
始
め
と
し
て
、
先
学
に
よ
る
研
究
は
、
「
今
昔
物
語
』
巻
二
六
第
一
、
『
通
俗
孝
粛
伝
』
　
　
　
1
8

　
　
『和漢
三
才
図
会
』
『
奥
州
安
達
原
』
『
雨
月
物
語
』
『
姫
小
松
子
日
の
遊
』
『
伊
賀
越
乗
掛
合
羽
』
、
謡
曲
『
黒
塚
』
『
板
倉
政
要
』
（
『
大
岡
忠
相
録
』
　
　
　
一

　
　

『閑
田
耕
筆
』
）
な
ど
が
『
優
曇
華
物
語
』
に
利
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
と
し
て
い
る
。
例
え
ば
『
優
曇
華
物
語
』
巻
之
四
第
十
段
「
黒

　
　髪
山
仏
法
僧
の
事
」
に
関
し
て
、
『
伝
奇
作
書
』
初
編
上
の
巻
「
狂
言
趣
向
の
種
と
い
ふ
事
」
は
、
『
大
岡
忠
相
録
』
中
の
高
城
瑞
仙
の
梗
概
を
あ

　　
げ
、
『
優
曇
華
物
語
』
で
の
利
用
の
在
り
方
と
を
比
較
対
照
を
し
て
い
る
。

1
8　寛
政
享
和
年
間
（
推
定
）
三
月
五
日
付
、
牧
之
宛
馬
琴
書
簡
に
「
友
人
京
伝
方
ヘ
ハ
毎
度
御
懇
書
被
遣
候
よ
し
御
風
流
之
御
事
、
折
々
御
噂
申
立

　
　候
義
二
御
座
候
」
と
あ
り
、
京
伝
周
辺
に
お
い
て
牧
之
の
こ
と
が
噂
と
な
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
（
「
滝
沢
馬
琴
書
簡
集
」
二
七
二
頁
）
。

1
9
　
『
優
曇
華
物
語
』
は
不
評
で
あ
っ
た
旨
、
『
近
世
物
之
本
江
戸
作
者
部
類
』
は
指
摘
す
る
。
『
梅
花
氷
裂
』
も
中
断
し
て
い
る
こ
と
か
ら
好
評
と
は

　　
い
え
な
か
っ
た
。
た
だ
気
に
な
る
こ
と
と
し
て
、
な
ぜ
馬
琴
は
『
優
曇
華
物
語
』
の
評
と
し
て
雪
の
場
面
の
こ
と
を
一
言
も
触
れ
て
い
な
い
か
疑

　
　問
と
し
て
残
る
。



2
0　馬
琴
書
簡
は
注
1
8
に
同
じ
。
一
九
が
越
後
に
出
掛
け
た
こ
と
は
「
滝
沢
馬
琴
書
簡
集
」
二
六
〇
頁
に
コ
九
子
作
膝
栗
毛
続
編
金
の
草
鮭
と
や
ら

　　
ん
へ
御
加
入
の
御
約
束
に
て
、
御
地
の
熊
と
り
の
事
、
御
し
た
た
め
彼
方
へ
被
遣
候
よ
し
、
い
と
興
あ
る
事
二
可
有
之
候
」
と
あ
る
。

2
1
　
「
滝
沢
馬
琴
書
簡
集
」
二
〇
〇
頁
参
照
。
ち
な
み
に
『
山
海
名
産
図
会
』
は
寛
政
十
一
年
刊
、
「
二
十
余
拝
名
所
図
」
は
享
和
三
年
前
編
刊
の
『
二

　
　十
四
輩
順
拝
図
会
』
の
こ
と
と
思
わ
れ
る
。

2
2
　
国
会
図
書
館
蔵
本
に
よ
る
。
後
編
巻
之
三
・
五
ウ
六
オ
。

2
3
　
　
『
鈴
木
牧
之
全
集
』
下
巻
・
山
東
京
山
書
簡
集
二
八
八
頁
。

〔付記
〕
本
稿
執
筆
に
あ
た
り
、
国
文
学
研
究
資
料
館
蔵
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
資
料
等
も
利
用
し
た
。
資
料
の
閲
覧
を
お
許
し
い
た
だ
い
た
関
係
図
書

　
　
　
館
に
深
謝
申
し
上
げ
る
。
ま
た
、
と
り
わ
け
高
橋
実
氏
の
『
北
越
雪
譜
の
思
想
』
か
ら
多
大
な
御
教
示
を
得
た
。
感
謝
し
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　　
（
本
学
専
任
講
師
）

一
1
9一

京
伝
と
牧
之


