
　
　
　
は
じ
め
に

　

山
本
春
正
に
よ
り
、
慶
安
三
年
（
一
六
五
〇
年
）
に
『
絵
入
源
氏
物
語
』（
以
下
、

『
絵
入
源
氏
』）
の
初
版
が
出
版
さ
れ
た
。
大
ぶ
り
の
本
で
、
本
文
の
漢
字
に
ふ
り
が

な
を
付
し
、
読
み
や
す
く
す
る
工
夫
が
な
さ
れ
た
、
画
期
的
な
本
で
あ
っ
た
。
こ
れ

は
「
慶
安
本
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
こ
の
『
絵
入
源
氏
』
を
横
長
の
判
型
に
仕
立
て

な
お
し
て
、
万
治
三
年
（
一
六
六
〇
年
）
に
、
渡
辺
忠
左
衛
門
に
よ
り
出
版
さ
れ
た

本
が
あ
る
。
こ
の
本
は
、「
万
治
本
」
と
呼
ば
れ
る
。
慶
安
本
の
ひ
ら
が
な
を
、
万

治
本
で
は
漢
字
に
改
め
る
傾
向
が
あ
る
。
万
治
本
は
、
版
面
に
字
を
多
く
詰
め
込
ん

で
、
紙
を
節
約
し
た
か
っ
た
よ
う
だ
。
万
治
本
の
よ
う
な
横
長
で
な
く
、
現
在
の
文

庫
本
ほ
ど
の
サ
イ
ズ
、
い
わ
ゆ
る
袖
珍
本
も
作
ら
れ
た
。
刊
記
は
不
明
で
あ
る
が
、

寛
文
六
年
（
一
六
六
六
年
）
よ
り
は
以
前
に
刊
行
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
、
書
籍
目
録

な
ど
で
確
認
で
き
る
。
こ
の
本
は
「
無
刊
記
小
本
」
と
も
「
小
本
」（
以
下
、「
小

本
」）
と
も
呼
ば
れ
る
。
小
型
本
は
、
漢
字
が
潰
れ
て
表
記
し
づ
ら
い
。
そ
の
た
め

に
、
ひ
ら
が
な
を
多
く
用
い
る
傾
向
が
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、『
絵
入
源
氏
』
に
は
、
大
本
の
慶
安
本
、
横
長
の
万
治
本
、
小
型

の
小
本
、
の
三
種
類
が
あ
る
。
吉
田
幸
一
は
三
種
類
す
べ
て
に
山
本
春
正
が
か
か

わ
っ
た
と
し
て
い
た
1

  

が
、
後
に
清
水
婦
久
子
に
よ
っ
て
、
そ
れ
は
否
定
さ
れ
た
2

  

。

山
本
春
正
が
か
か
わ
っ
た
も
の
は
慶
安
本
の
み
で
、
万
治
本
、
小
本
の
制
作
に
は
か

か
わ
っ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
、
万
治
本
、
小
本
の
制
作
者
が
同
一
で
あ
る

と
す
る
積
極
的
な
根
拠
も
な
い
。
慶
安
本
を
祖
と
し
て
、
万
治
本
、
小
本
そ
れ
ぞ
れ

が
、
別
人
の
手
に
よ
り
制
作
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
『
絵
入
源
氏
』
の
慶
安
本
、
万
治
本
、
小
本
の
三
種
類
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
異
同
が

あ
る
。
異
同
と
一
口
に
言
っ
て
も
、
字
母
レ
ベ
ル
の
異
同
や
、
漢
字
や
ひ
ら
が
な
な

ど
の
表
記
レ
ベ
ル
の
異
同
な
ど
も
あ
る
が
、
本
稿
で
は
本
文
異
同
、
す
な
わ
ち
本
文

レ
ベ
ル
で
の
三
種
類
の
本
文
の
異
同
を
、「
帚
木
」
巻
に
限
定
し
て
考
察
し
て
い
き
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沼　尻　利　通 （ 2）

た
い
。

　
　
　
一
、『
絵
入
源
氏
』
慶
安
本
の
本
文

　

慶
安
本
は
、
万
治
本
、
小
本
の
も
と
に
な
っ
た
本
で
あ
る
。
も
と
に
な
っ
た
本
で

あ
る
な
ら
、
間
違
い
の
な
い
本
、
す
な
わ
ち
疵
の
な
い
本
と
考
え
が
ち
で
あ
る
が
、

そ
れ
は
誤
り
で
あ
る
。
慶
安
本
に
も
ミ
ス
が
あ
る
3

  

。

　

慶
安
本
に
、「
さ
る
べ
き
／
と
は
い
ら
へ
聞
え
な
ど
し
て
．」（
四
六
丁
オ
・「
／
」

は
改
行
。
二
重
傍
線
は
引
用
者
に
よ
る
。
以
下
同
じ
）
と
の
箇
所
が
あ
る
。「
さ
る

べ
き
」
で
改
行
さ
れ
、
次
の
行
の
冒
頭
か
ら
「
と
は
い
ら
へ
…
」
が
は
じ
ま
る
。
こ

の
改
行
の
冒
頭
「
と
は
い
ら
へ
」
の
「
と
」
は
一
画
目
が
長
い
た
め
、
も
と
は
「
こ

と
」
の
合
略
仮
名
と
推
測
で
き
る
。
合
略
仮
名
「
こ
と
」
が
、
板
木
の
「
こ
」
が
削

れ
て
、「
と
は
い
ら
へ
」
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
万
治
本
は
、
こ
の
箇
所
を
そ
の
ま

ま
継
承
し
て
お
り
、「
さ
る
べ
き
と
は
い
ら
へ
聞
こ
え
な
ど
／
し
て
．」（
六
七
丁
オ
）

と
あ
る
。
小
本
は
「
さ
る
べ
き
こ
と
／
は
い
ら
へ
き
こ
え
な
ど
し
て
。」（
四
六
丁

オ
）
で
あ
り
、「
こ
と
」
の
合
略
仮
名
に
し
て
い
る
。
小
本
は
慶
安
本
の
瑕
疵
を

補
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
板
木
で
の
瑕
疵
で
あ
る
か
ら
、
制
作
者
山
本
春

正
の
責
め
に
帰
す
も
の
で
は
な
い
。
制
作
段
階
の
ど
こ
か
で
生
じ
た
も
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
ミ
ス
だ
け
で
は
な
く
、
明
ら
か
な
誤
謬
も
あ
る
。
慶
安
本
に
「
を
さ

へ
せ
せ
て
な
ん
と
聞
え
さ
せ
よ
．」（
四
九
丁
ウ
）
と
の
箇
所
。
万
治
本
は
「
を
さ
へ

せ
／
せ
て
な
ん
と
聞
え
さ
せ
よ
．」（
七
〇
丁
オ
）
と
慶
安
本
と
同
じ
。
し
か
し
小
本

は
「
を
／
さ
へ
さ
せ
て
な
ん
と
き
こ
え
さ
せ
よ
。」（
四
九
丁
ウ
）
で
あ
る
。
こ
の
箇

所
、「
を
さ
へ
せ
せ
て
」
で
は
意
が
通
じ
な
い
。「
を
さ
へ
さ
せ
て
」
な
ら
ば
意
が
通

じ
る
。
慶
安
本
「
せ
せ
て
」
の
「
せ
せ
」
は
、
字
母
が
「
世
世
」
で
あ
る
が
、
二
重

傍
線
部
の
「
世
」
は
崩
し
た
形
で
あ
り
、「
さ
」
の
字
母
「
左
」
を
崩
し
た
形
に
近

似
す
る
。
あ
る
い
は
、
山
本
春
正
が
、「
左
世
（
さ
せ
）」
で
書
い
た
つ
も
り
が
、

「
左
」
の
崩
し
方
が
「
世
」
と
も
読
め
る
よ
う
に
書
い
て
し
ま
っ
た
が
た
め
に
、
筆

耕
か
板
木
職
人
が
間
違
え
て
「
世
世
（
せ
せ
）」
と
し
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
い
ず

れ
に
せ
よ
、
慶
安
本
を
忠
実
に
読
む
と
、
意
が
通
ら
な
い
。
万
治
本
は
、
慶
安
本
の

誤
謬
を
そ
の
ま
ま
引
き
継
ぐ
こ
と
が
多
い
が
、
小
本
は
そ
れ
を
改
め
る
傾
向
が
あ

る
。
す
な
わ
ち
、
小
本
は
慶
安
本
を
「
読
め
て
い
る
」
本
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
慶
安
本
に
瑕
疵
が
あ
っ
た
場
合
、
そ
の
欠
を
補
う
本
文
は
小
本
で

あ
る
こ
と
に
な
る
。
慶
安
本
を
底
本
に
し
て
校
訂
本
文
を
作
る
場
合
、
ま
ず
参
照
さ

れ
る
べ
き
は
小
本
で
あ
り
、
次
に
万
治
本
と
な
ろ
う
か
。
良
く
も
悪
く
も
万
治
本
は

慶
安
本
を
機
械
的
に
写
し
て
お
り
、
慶
安
本
の
誤
謬
も
引
き
継
い
で
し
ま
う
こ
と
が

あ
っ
た
。

　
　
　
二
、『
絵
入
源
氏
』
万
治
本
の
本
文

　

慶
安
本
を
機
械
的
に
写
し
て
い
っ
た
の
が
万
治
本
で
あ
る
が
、
そ
の
さ
い
に
、
い

く
つ
か
ミ
ス
を
犯
し
て
い
る
。
特
に
慶
安
本
の
「
に
」
を
読
む
こ
と
が
、
万
治
本
は

苦
手
で
あ
っ
た
ら
し
い
。
慶
安
本
の
「
え
ら
は
む
に
．」（
八
丁
オ
）
を
、
万
治
本
は

「
え
ら
は
ん
も
．」（
三
二
丁
ウ
）
と
す
る
例
や
、
慶
安
本
「
た
ぢ
ろ
き
に
．」（
一
三

オ
）
を
、
万
治
本
「
た
ぢ
／
ろ
き
も
．」（
三
七
丁
オ
）
と
す
る
例
に
見
ら
れ
る
よ
う

に
、
慶
安
本
の
「
に
」
を
、
万
治
本
は
「
も
」
に
改
め
て
し
ま
う
。
慶
安
本
の
「
に
」

は
、「
爾
」
の
字
母
を
用
い
る
た
め
、
鏡
文
字
と
す
る
と
「
も
」
の
字
母
「
毛
」
に

見
え
な
く
も
な
い
。
あ
る
い
は
、
版
下
書
き
の
ミ
ス
か
も
し
れ
な
い
。
他
に
も
、
慶

安
本
で
「
ま
か
ら
ざ
り
し
に
．」（
二
九
丁
オ
）
が
、
万
治
本
で
「
ま
か
ら
ざ
り
し
」

（
五
二
丁
オ
）
と
、「
に
」
を
落
と
す
例
が
あ
る
。
万
治
本
は
慶
安
本
の
「
に
」
は
苦

手
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。



『絵入源氏』三種類の本文異同─「帚木」巻から─（ 3）

　

ほ
か
、
字
母
を
読
み
違
え
て
誤
植
に
い
た
る
例
が
あ
る
。
慶
安
本
「
こ
れ
な
ん
え

た
も
つ
ま
じ
く
」（
二
七
丁
オ
）
は
、
万
治
本
で
「
こ
れ
な
ん
え
た
も
ほ
ま
じ
／
く
」

（
三
〇
丁
オ
）
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
「
つ
」
の
字
母
「
津
」
を
、
万
治
本
は

「
保
」
と
取
り
違
え
「
本
」
の
字
母
に
改
め
た
こ
と
に
よ
る
誤
植
で
あ
る
。「
つ
」
の

字
母
「
津
」
と
「
ほ
」
の
字
母
「
保
」
は
似
て
い
る
た
め
、
取
り
違
え
て
し
ま
っ
た

と
推
測
で
き
る
。「
帚
木
」
巻
で
の
「
つ
」
の
字
母
の
使
用
状
況
4

  

は
、
慶
安
本
は

「
川
」
が
二
六
四
例
と
圧
倒
的
に
多
く
、「
津
」
は
八
例
、「
徒
」
は
三
例
と
少
な
い
。

万
治
本
も
そ
れ
に
似
て
「
川
」
が
圧
倒
的
に
用
い
ら
れ
、「
徒
」
を
わ
ず
か
に
使
う

が
、「
津
」
の
字
母
を
万
治
本
は
用
い
な
い
。
万
治
本
を
写
し
た
人
物
は
、「
津
」
の

字
母
を
使
う
習
慣
が
な
く
、
そ
れ
故
に
「
津
」
の
字
母
を
「
保
」
と
誤
解
し
た
の
で

あ
ろ
う
。

　

万
治
本
と
慶
安
本
を
見
比
べ
て
い
く
と
、「
は
」
と
「
わ
」
を
取
り
違
え
る
例
も

あ
る
。
慶
安
本
「
わ
ら
ひ
」（
三
一
丁
オ
）
が
万
治
本
「
は
ら
ひ
」（
五
三
丁
ウ
）、

慶
安
本
「
あ
は
せ
」（
三
二
丁
オ
）
が
万
治
本
「
あ
わ
せ
」（
五
四
丁
ウ
）、
慶
安
本

「
哀あ
は
れに
も
」（
三
二
丁
オ
）
の
ふ
り
が
な
部
分
を
、万
治
本
は
「
あ
わ
れ
に
も
」（
五
四

丁
ウ
）
と
す
る
。
こ
の
よ
う
に
、
慶
安
本
の
「
わ
」
を
万
治
本
で
「
は
」
に
改
め

る
、
あ
る
い
は
逆
に
慶
安
本
の
「
は
」
を
万
治
本
が
「
わ
」
に
改
め
る
例
が
あ
る
。

　

万
治
本
は
誤
植
も
多
い
。
慶
安
本
の
「
な
べ
て
は
あ
ら
ね
ど
．」（
四
丁
ウ
）
の

「
ね
」
を
落
と
し
て
「
な
べ
て
は
あ
ら
ど
」（
万
治
本
・
二
九
丁
ウ
）
と
す
る
例
。
慶

安
本
「
あ
や
な
き
」（
一
〇
丁
オ
）
を
万
治
本
「
あ
や
し
き
」（
三
四
丁
オ
）。
慶
安

本
の
「
こ
ぼ
れ
そ
め
ぬ
れ
」（
一
二
丁
オ
）
が
、
万
治
本
で
は
「
こ
ぼ
れ
こ
め
ぬ
れ
」

（
五
三
丁
ウ
）
と
な
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
こ
こ
で
は
慶
安
本
は
、「
そ
」
の
字

母
「
曽
」
で
あ
る
こ
と
明
ら
か
だ
が
、
万
治
本
は
「
こ
」
の
字
母
「
己
」
が
連
綿
し

て
い
る
の
か
、「
曽
」
な
の
か
、
曖
昧
に
描
か
れ
て
お
り
、
判
断
に
迷
う
。
書
き
手

が
「
そ
」
で
あ
る
自
信
が
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
し
た
く
な
る
と
こ
ろ
。

慶
安
本
の
「
な
ん
侍は
べ
りし
」（
二
〇
丁
オ
）
の
ふ
り
が
な
部
分
を
、
万
治
本
は
う
ま
く

写
せ
な
か
っ
た
よ
う
で
、
ふ
り
が
な
部
分
が
「
と
り
」
の
よ
う
に
見
え
る
箇
所

（
四
四
丁
オ
）
も
あ
る
。
慶
安
本
「
さ
る
ま
ゝ
に
は
．」（
三
一
丁
ウ
）
の
踊
り
字
を

落
と
し
、
万
治
本
「
さ
る
ま
に
は
」（
五
四
丁
オ
）
に
す
る
例
な
ど
も
あ
る
。
こ
の

よ
う
に
、
誤
植
5

  

が
多
く
、
万
治
本
そ
の
ま
ま
で
は
と
て
も
読
め
な
い
本
に
な
る
。

　

万
治
本
は
、
右
に
み
た
よ
う
に
、
明
ら
か
な
誤
植
が
あ
る
が
、
誤
植
な
の
か
、
意

識
的
な
改
訂
な
の
か
、
わ
か
ら
な
い
例
が
あ
る
。
慶
安
本
の
「
ま源

た
の
日
小
君
」

（
四
七
丁
オ
）
は
、
万
治
本
で
は
「
ま源

た
の
日
の
小
君
」（
六
八
丁
オ
）
と
「
の
」
が

添
加
し
て
い
る
。
こ
の
箇
所
は
、「
の
」
の
添
加
に
よ
っ
て
読
め
な
く
な
る
レ
ベ
ル

の
も
の
で
な
い
。
意
識
的
な
改
訂
の
可
能
性
も
あ
る
。
た
だ
し
、『
絵
入
源
氏
』
に

先
行
す
る
、
江
戸
時
代
の
古
活
字
本
や
整
版
本
を
み
て
も
6

  

、
こ
の
箇
所
を
万
治
本

の
ご
と
く
「
の
」
を
添
加
し
た
本
は
見
当
た
ら
な
い
。
ま
れ
に
「
ま
た
の
日
に
君
」

と
す
る
本
7

  

を
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
が
、
こ
れ
は
「
小
」
の
漢
字
が
、「
に
」
の

字
母
「
爾
」
と
似
る
こ
と
か
ら
生
じ
た
、
あ
る
い
は
逆
に
字
母
「
爾
」
か
ら
、
漢
字

の
「
小
」
を
当
て
は
め
る
こ
と
か
ら
生
じ
た
異
同
で
あ
る
。「
の
」
の
添
加
と
は
関

係
が
な
い
。
古
活
字
本
・
整
版
本
で
は
な
く
、
古
写
本
ま
で
範
囲
を
広
げ
て
も
、
万

治
本
の
よ
う
な
「
の
」
を
添
加
し
た
本
は
見
当
た
ら
な
い
8

  

。
こ
れ
は
添
加
し
た

「
の
」
の
前
に
あ
る
「
ま
た
の
」
の
「
の
」
に
引
き
ず
ら
れ
て
、「
の
」
を
添
加
し
て

し
ま
っ
た
ミ
ス
と
判
断
し
て
よ
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

万
治
本
を
制
作
し
た
人
間
は
、
そ
れ
な
り
に
古
典
の
素
養
が
あ
っ
た
こ
と
は
疑
い

が
な
い
。
た
だ
、
万
治
本
の
制
作
に
あ
た
っ
て
は
、
慶
安
本
を
機
械
的
に
写
す
こ
と

に
徹
し
て
お
り
、
別
の
本
文
に
よ
り
校
訂
す
る
と
い
う
意
識
は
な
か
っ
た
よ
う
に
考

え
ら
れ
る
。
ま
た
慶
安
本
の
ミ
ス
を
そ
の
ま
ま
継
承
す
る
な
ど
、「
読
め
て
い
る
」

と
は
言
え
な
い
。
慶
安
本
を
写
す
さ
い
に
も
誤
植
が
多
く
生
じ
て
い
る
こ
と
か
ら
、

い
さ
さ
か
粗
忽
な
態
度
で
あ
っ
た
こ
と
は
否
め
な
い
。
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三
、『
絵
入
源
氏
』
小
本
の
改
変

　
『
絵
入
源
氏
』
の
小
本
は
、
慶
安
本
を
小
型
化
し
た
も
の
で
あ
る
。
た
だ
、
小
型

化
さ
れ
て
い
る
が
た
め
に
、
大
型
の
慶
安
本
を
一
言
一
句
違
わ
ず
に
縮
小
す
る
こ
と

は
で
き
ず
、
潰
れ
や
す
い
漢
字
を
ひ
ら
が
な
に
直
す
な
ど
の
手
直
し
を
す
る
。
そ
う

い
う
箇
所
に
目
を
つ
ぶ
れ
ば
、
ほ
と
ん
ど
の
本
文
は
、
慶
安
本
と
一
致
し
て
い
る
。

た
だ
し
、
慶
安
本
の
本
文
の
す
べ
て
を
そ
っ
く
り
引
き
写
し
た
と
は
言
え
な
い
。
小

本
は
、
別
の
本
で
校
訂
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
疑
わ
れ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。

　
『
絵
入
源
氏
』
の
慶
安
本
、
万
治
本
、
小
本
と
も
に
、
本
文
の
傍
記
に
「
イ
」
を

付
し
、
異
文
注
記
を
付
す
こ
と
が
あ
る
。
慶
安
本
に
付
せ
ら
れ
た
「
イ
」
は
、
万
治

本
、
小
本
に
基
本
的
に
は
継
承
さ
れ
て
い
る
。「
帚
木
」
巻
で
は
、
異
文
注
記
は
慶

安
本
に
一
一
例
確
認
で
き
る
9

  

。
万
治
本
も
慶
安
本
と
同
箇
所
に
「
イ
」
の
異
文
注

記
を
付
す
。
し
か
し
、
小
本
独
自
の
異
文
注
記
が
二
箇
所
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
慶
安

本
の
一
一
例
に
プ
ラ
ス
し
て
、
小
本
は
二
箇
所
、
独
自
に
異
文
注
記
を
付
し
て
い
る

の
で
あ
る
。
そ
の
二
箇
所
は
、「
を
も
／
む
き
にも
イ

み
え
て
。」（
五
丁
オ
）
と
「
か
み

が
か
み
には

うイ

ち
を
き
侍
ぬ
。」（
七
丁
オ
）
で
あ
る
。
こ
の
箇
所
の
慶
安
本
と
万
治
本

を
見
て
も
、
異
文
注
記
は
な
い
。
小
本
が
独
自
で
異
文
注
記
を
付
す
と
こ
ろ
で
あ

る
。

　

一
つ
目
の
「
を
も
／
む
き
にも

イ

み
え
て
。」
を
検
討
し
て
み
た
い
。
慶
安
本
は
「
を

も
む
き
も
／
み
え
て
．」（
五
丁
オ
）
で
、
異
文
注
記
は
な
い
。
小
本
は
、
本
行
本
文

「
を
も
／
む
き
に
み
え
て
。」
の
「
に
」
の
傍
ら
に
「
も
イ
」
と
す
る
。
異
文
注
記
の

「
も
」
に
該
当
す
る
本
文
「
を
も
む
き
も0

」
は
、
慶
安
本
と
同
じ
で
あ
り
、
慶
安
本

の
本
文
を
異
文
扱
い
し
て
い
る
。
こ
の
箇
所
は
、
小
本
は
慶
安
本
の
本
文
を
「
イ
」

と
し
、「
を
も
む
き
に0

」
を
本
行
本
文
と
し
て
採
用
し
て
い
る
。
で
は
、
こ
の
「
を

も
む
き
に0

」
は
、
何
ら
か
の
文
献
的
な
根
拠
が
あ
っ
て
の
訂
正
な
の
だ
ろ
う
か
。
調

査
す
る
と
、
小
本
よ
り
先
行
す
る
古
活
字
本
、
整
版
本
、
さ
ら
に
は
写
本
で
も
、

「
を
も
む
き
に0

」
と
す
る
本
は
な
い
。
ど
の
本
も
「
を
も
む
き
も0

」
で
、
慶
安
本
の

本
文
と
同
じ
。
小
本
が
採
用
し
た
「
を
も
む
き
に0

」
の
本
文
は
、
現
状
で
は
不
明
と

す
る
ほ
か
な
い
。
い
ま
一
つ
小
本
の
「
か
み
が
か
み
には

うイ

ち
を
き
侍
ぬ
。」
は
、
慶

安
本
は
「
か
み
が
か
み
に
う
ち
を
き
侍
ぬ
．」（
七
丁
オ
）
で
、
異
文
注
記
は
な
い
。

こ
の
箇
所
は
、
先
の
例
と
は
逆
で
、
本
行
本
文
は
慶
安
本
と
同
文
で
、
異
文
注
記
は

慶
安
本
と
は
別
の
本
で
あ
る
。
小
本
の
異
文
注
記
「
か
み
が
か
み
は0

」
の
本
文
は
、

文
献
的
な
根
拠
が
確
認
で
き
る
。
江
戸
時
代
初
期
の
本
に
限
れ
ば
、
慶
長
初
年
刊

本
、
伝
嵯
峨
本
、
九
大
古
活
字
本
、
無
跋
無
刊
記
本
で
確
認
で
き
る
。
も
ち
ろ
ん
、

慶
安
本
の
「
か
み
が
か
み
に0

」
も
、
寛
永
中
刊
本
一
種
本
で
確
認
で
き
る
。
こ
う
し

て
み
る
と
、
小
本
は
何
ら
か
の
本
に
よ
っ
て
、
本
文
を
訂
し
て
い
る
こ
と
は
疑
い
が

な
い
。
と
い
っ
て
も
、
他
本
と
慶
安
本
の
本
文
を
事
細
か
に
比
較
し
、
訂
し
て
い
く

の
で
は
な
く
、
慶
安
本
を
尊
重
し
な
が
ら
、
部
分
的
に
訂
す
る
姿
勢
で
あ
る
。
そ
の

訂
正
は
、
何
か
の
本
に
拠
っ
て
い
る
場
合
と
、
拠
っ
て
い
な
い
場
合
が
あ
る
よ
う

だ
。

　

ま
た
、
こ
の
小
本
独
自
の
異
文
注
記
は
、「
帚
木
」
巻
の
冒
頭
部
の
五
丁
オ
、
七

丁
オ
に
あ
る
。
雨
夜
の
品
定
め
が
始
ま
る
と
こ
ろ
か
ら
、
左
馬
頭
の
弁
ま
で
の
部
分

は
、
小
本
は
異
同
が
集
中
し
て
お
り
、
こ
の
異
文
注
記
も
そ
の
範
囲
に
あ
る
。
慶
安

本
と
小
本
に
集
中
し
て
あ
ら
わ
れ
る
異
同
を
見
て
い
く
。

①
い
へ
の
う
／
ち
に
た
ら
は
ぬ
こ
と
な
ど
は
た
な
か
め
る
ま
ゝ
に
。（
六
丁
オ

～
ウ
）

②
す源

氏

詞

二

段

べ
て
に
ぎ
は
ゝ
し
き
に
／
よ
る
べ
き
な
め
り
（
六
丁
ウ
）

③
ま
こ
と
の
う
つ
は
も
の
と
な
る
べ
き
を
と
り
い
だ
さ
ん
に
は
／
か
た
か
る
べ

し
。（
八
丁
オ
）

④
い
き
の
し
た
に
ひ
き
い
れ
つ
ゝ
こ
と
す
く
な
な
る
が
。（
九
丁
オ
）
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①
は
、
頭
中
将
の
台
詞
。
非
参
議
の
四
位
の
箱
入
り
娘
の
さ
ま
を
、「
家い
へ

の
内う
ち

に
足た

ら
は
ぬ
こ
と
な
ど
、
は
た
、
な
か
め
る
ま
ゝ
に
」
と
表
現
し
て
い
る
。
こ
の
「
た
ら

は
ぬ
」
は
、
慶
安
本
は
「
た
ら
／
ぬ
」（
六
丁
オ
～
ウ
）
と
あ
る
。
慶
安
本
の
文
は
、

六
丁
の
表
か
ら
裏
に
切
り
替
わ
る
と
こ
ろ
で
、小
本
は
慶
安
本
を
写
し
な
が
ら
「
は
」

を
加
え
て
し
ま
っ
た
ミ
ス
な
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。「
た

ら
は
ぬ
」
と
す
る
小
本
の
よ
う
な
本
は
、
他
本
で
は
見
当
た
ら
な
い
こ
と
も
、
そ
の

考
え
を
裏
付
け
る
。
と
は
言
え
、
小
本
の
「
た
ら
は
ぬ
」
は
、
あ
な
が
ち
に
誤
謬
と

も
言
い
切
れ
な
い
。
ハ
行
四
段
活
用
「
足
ら
ふ
」
の
未
然
形
と
し
て
も
読
み
う
る
か

ら
で
、
文
法
的
な
ミ
ス
と
は
言
い
切
れ
な
い
の
で
あ
る
。
衍
字
は
、
誤
っ
て
混
入
し

た
余
分
な
字
で
あ
る
か
ら
、
意
味
が
通
ら
な
く
な
る
の
が
普
通
で
あ
る
。「
た
ら
は

ぬ
」
で
あ
っ
て
も
、
意
味
が
通
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
箇
所
は
衍
字
と
は
言
え
な

い
。
む
し
ろ
、
小
本
は
「
た
ら
ぬ
」
と
す
る
慶
安
本
で
は
わ
か
り
づ
ら
い
と
判
断
し

「
は
」
を
加
え
た
「
た
ら
は
ぬ
」
と
改
め
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

　

②
は
、
光
源
氏
の
台
詞
で
、
頭
中
将
の
台
詞
を
受
け
て
「
す
べ
て
賑に
ぎ

は
は
し
き
に

よ
る
べ
き
な
め
り
」
と
雑
ぜ
返
す
と
こ
ろ
。
こ
の
「
べ
き
な
め
り
」
は
、
慶
安
本
は

「
べ
き
／
な
ゝ
り
」（
六
丁
ウ
）
と
し
て
い
る
。
慶
安
本
は
「
な
り
」
と
伝
聞
の
助
動

詞
で
あ
る
が
、
小
本
は
そ
れ
を
「
め
り
」
と
視
覚
的
推
定
の
助
動
詞
と
し
て
と
ら
え

る
違
い
が
あ
る
。
小
本
の
「
め
り
」
と
同
じ
他
本
は
な
く
、
多
く
の
本
は
「
な
り
」

に
す
る
。
こ
こ
は
会
話
に
よ
る
推
測
だ
か
ら
、
伝
聞
推
定
の
助
動
詞
と
し
て
と
ら
え

た
ほ
う
が
「
正
し
い
本
文
」
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
小
本
は
誤
っ
た
改
変
を
し
た
と

指
弾
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
か
。
本
稿
は
、「
本
文
の
正
し
さ
」
を
講
究
し
た
も
の

で
は
な
い
た
め
、
本
文
の
良
否
に
つ
い
て
は
今
は
述
べ
な
い
。
と
に
か
く
も
、
慶
安

本
の
「
な
り
」
を
小
本
は
「
め
り
」
と
改
め
た
事
実
は
確
認
し
て
お
き
た
い
。
さ

て
、
今
日
で
は
画
然
と
な
っ
て
い
る
聴
覚
の
「
な
り
」
と
、
視
覚
の
「
め
り
」
は
、

実
は
江
戸
時
代
に
お
い
て
は
混
同
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
中
島
広
足
の
『
橿
園

隨
筆
』（
草
稿
巻
一
）
で
は
、「
め
り
は
、
な
り
と
お
な
じ
意
な
る
も
あ
り
11

  

」
と
の

記
載
が
あ
り
、
石
川
雅
望
『
雅
言
集
覧
』
に
も
、「
メ
リ
は
ベ
シ
と
い
ふ
心
に
て
推

量
に
も
い
ひ
又
ナ
リ
と
い
ふ
心
に
も
い
ふ
也
11

  

」
と
あ
る
。
源
氏
物
語
の
写
本
で
も

「
な
り
」
と
「
め
り
」
の
交
替
現
象
が
確
認
さ
れ
て
い
る
11

  

。
ど
う
や
ら
昔
の
人
々
に

と
っ
て
「
な
り
」
と
「
め
り
」
は
容
易
に
置
換
で
き
る
助
動
詞
だ
っ
た
ら
し
い
。

我
々
は
、
伝
聞
「
な
り
」
と
「
め
り
」
は
違
う
と
軸
足
を
置
い
て
教
育
さ
れ
て
い
る

た
め
、
小
本
の
よ
う
な
変
更
は
許
し
が
た
い
改
悪
と
評
さ
れ
よ
う
が
、
江
戸
時
代
の

よ
う
に
、
伝
聞
「
な
り
」
と
「
め
り
」
は
同
じ
、
ま
た
は
似
る
と
軸
足
を
置
い
た
世

界
で
は
、
小
本
の
改
変
は
ご
く
自
然
な
も
の
と
と
ら
え
ら
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ

る
。

　

③
は
、
左
馬
頭
が
、
男
で
大
器
と
な
る
人
材
を
選
び
出
す
の
は
「
難か
た

か
る
べ
し
」

と
論
じ
る
と
こ
ろ
。
慶
安
本
は
「
か
た
か
る
べ
し
か
し
」
と
す
る
。「
か
し
」
は
終

助
詞
で
、
話
を
相
手
に
持
ち
か
け
る
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
あ
る
。
現
代
で
い
え
ば
「
～
だ

ね
ぇ
」
な
ど
と
言
う
「
ね
ぇ
」
に
あ
た
る
。
江
戸
時
代
の
古
活
字
本
や
整
版
本
は
、

す
べ
か
ら
く
慶
安
本
に
一
致
し
、
小
本
の
よ
う
な
本
は
な
い
が
、
た
だ
写
本
で
は
、

伝
冷
泉
為
秀
筆
本
（
静
嘉
堂
文
庫
本
）
が
「
か
し
」
の
な
い
小
本
と
同
じ
本
文
を
持

つ
よ
う
で
あ
る
。

　

④
も
、
左
馬
頭
の
言
で
、「
容か
た
ち貌
汚き
た

な
げ
な
く
若わ
か

や
か
な
る
ほ
ど
」
の
女
の
姿
が

描
か
れ
て
い
る
場
面
で
、
や
っ
と
の
こ
と
声
を
聴
け
る
距
離
に
言
い
寄
っ
た
も
の

の
、
相
手
の
女
が
「
息い

き

の
下し
た

に
ひ
き
入い

れ
つ
ゝ
言こ
と
す
く少
な
な
る
」
様
を
描
い
て
い
る
。

こ
の
「
つ
ゝ
」
は
、
慶
安
本
に
は
な
く
、「
ひ
き
い
れ
．
こ
と
ず
く
な
」
と
な
っ
て

い
る
。「
つ
つ
」
と
す
る
本
は
小
本
の
み
で
、
古
活
字
本
・
整
版
本
・
写
本
に
も
確

認
で
き
な
い
。
こ
の
箇
所
の
二
行
前
に
「
お
も
は
せ
つ
ゝ
。」
が
あ
る
た
め
、
こ
こ

か
ら
の
目
移
り
が
疑
わ
れ
る
と
こ
ろ
だ
が
、
た
だ
「
つ
つ
」
が
あ
っ
て
も
読
め
る
と

こ
ろ
で
あ
る
。
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以
上
、
小
本
は
五
丁
オ
か
ら
九
丁
オ
に
か
け
て
、
慶
安
本
を
集
中
し
て
改
変
し
て

い
る
。
そ
の
改
変
は
、
助
詞
や
助
動
詞
の
添
加
、
削
除
、
変
更
で
あ
っ
た
。
ど
れ
も

が
微
細
な
変
更
で
あ
り
、
慶
安
本
と
か
け
離
れ
た
異
文
と
な
る
よ
う
な
も
の
で
は
な

い
。
ま
た
、
改
変
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
文
章
が
読
め
な
く
な
る
と
い
う
性
格
の
も

の
で
は
な
か
っ
た
。
こ
れ
は
、
小
本
の
制
作
者
は
、
物
語
が
「
読
め
て
い
た
」
と
い

う
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
万
治
本
の
改
変
の
場
合
は
、
多
く
の
場
合
は
制
作
者
側
の

単
純
な
誤
り
で
、
そ
れ
故
に
文
章
は
読
め
な
く
な
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
し
か
し
、

小
本
の
改
変
は
、
文
意
が
通
じ
な
く
な
る
も
の
で
は
な
い
。
衍
字
な
り
脱
字
を
す
る

な
ら
ば
、
文
意
が
通
じ
な
く
な
る
の
が
普
通
で
あ
る
。
し
か
し
、
小
本
は
文
意
が
通

じ
な
く
な
る
文
章
で
は
な
く
、
読
解
に
た
え
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
小

本
は
源
氏
物
語
が
「
読
め
て
い
た
」
人
物
の
手
に
な
る
も
の
と
考
え
た
方
が
よ
さ
そ

う
で
あ
る
。「
読
め
て
い
た
」
人
物
が
、
盆
栽
の
枝
葉
を
刈
り
取
り
整
え
る
が
ご
と

く
、
慶
安
本
の
本
を
微
妙
に
改
変
し
た
も
の
が
、
小
本
の
本
文
で
あ
る
。

　
　
　
四
、『
絵
入
源
氏
』
小
本
の
本
文

　

小
本
は
五
丁
オ
か
ら
九
丁
オ
に
か
け
、
慶
安
本
の
本
文
を
集
中
的
に
改
変
し
た

が
、
こ
れ
以
後
も
、
断
続
的
に
本
文
を
微
調
整
し
て
い
く
。
ま
と
め
る
と
、

⑤
と
か
く
な
／
び
き
て
。（
一
六
丁
オ
）

⑥
き
る
へ
き
も
の
つ
ね
よ
り
心
と
ゞ
め
た
る
い
ろ
あ
ひ
（
一
九
丁
ウ
）

⑦
女
い
た
う
／
こ
ゑ
つ
く
ろ
ひ
て
（
二
二
丁
オ
）

⑧
が
く
も
ん
な
ど
し
て
侍
と
て
。（
二
八
丁
オ
）

⑨
は
し
り
出
ぬ
る
に
。（
三
〇
丁
オ
）

⑩
人
き
ゝ
い
れ
ず
（
三
七
丁
ウ
）

⑪
さ
ゝ
ざ
り
け
る
。（
四
九
丁
ウ
）

と
な
る
。
該
当
す
る
部
分
の
慶
安
本
は
、
⑤
「
と
か
く
に
な
／
び
き
き
て
」（
一
六

丁
オ
）、
⑥
「
つ
ね
よ
り
も
心
と
ゞ
め
…
」（
一
九
丁
ウ
）、
⑦
「
女
い
と
う
」（
二
二

丁
オ
）、
⑧
「
が
く
も
ん
な
ど
し
侍
と
て
．」（
二
八
丁
オ
）、
⑨
「
は
し
り
出
侍
ぬ
る

に
．」（
三
〇
丁
オ
）、
⑩
「
人
も
き
ゝ
入
ず
．」（
三
四
丁
ウ
）、
⑪
「
さ
ゝ
ざ
り
け

り
．」（
四
九
丁
ウ
）
と
な
っ
て
い
る
。

　

⑤
は
、
二
箇
所
あ
る
。
一
つ
目
は
、「
と
か
く
に0

」
の
「
に
」
の
有
無
で
あ
る
。

あ
る
の
が
慶
安
本
、
な
い
も
の
が
小
本
で
あ
る
。
江
戸
時
代
の
古
活
字
本
や
整
版
本

は
あ
る
も
の
ば
か
り
で
、
な
い
本
は
小
本
の
み
。
写
本
で
は
、
陽
明
文
庫
本
、
伏
見

天
皇
本
（
古
典
文
庫
）
に
は
、「
に
」
が
な
く
、
小
本
と
同
じ
で
あ
る
。
二
つ
目
の

「
な
び
き0

き
て
」
の
「
き
」
の
有
無
。
あ
る
も
の
が
慶
安
本
、
な
い
も
の
が
小
本
。

古
活
字
本
・
整
版
本
は
な
い
も
の
ば
か
り
で
あ
る
。
写
本
で
は
、「
き
」
の
あ
る
本

は
、
保
坂
本
（
東
京
国
立
博
物
館
蔵
）
の
み
。
ほ
か
は
「
き
」
が
な
い
。
⑥
は
、

「
つ
ね
よ
り
も0

心
」
の
「
も
」
の
有
無
。
あ
る
も
の
が
慶
安
本
、
な
い
も
の
が
小
本
。

こ
こ
も
古
活
字
本
・
整
版
本
は
慶
安
本
の
よ
う
な
「
も
」
の
あ
る
本
ば
か
り
。
小
本

と
同
じ
も
の
は
、
写
本
の
穂
久
邇
文
庫
本
の
み
。
こ
う
し
て
見
る
と
、
小
本
は
助
詞

な
ど
を
削
除
し
、
よ
り
シ
ン
プ
ル
な
文
を
志
向
し
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。
小

本
が
、
語
を
削
除
し
て
い
る
も
の
は
、
ほ
か
に
⑨
⑩
が
あ
る
。
⑨
「
は
し
り
出
侍0

ぬ

る
に
．」
は
、「
侍
」
の
な
い
も
の
が
小
本
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
箇
所
は
式
部
丞

が
博
士
の
娘
と
の
恋
愛
体
験
を
、
光
源
氏
に
語
る
と
こ
ろ
で
、
聞
き
手
に
対
す
る
敬

意
の
な
い
小
本
は
、
疑
問
が
残
る
。
小
本
の
よ
う
な
本
文
は
、
古
活
字
本
・
整
版

本
・
写
本
に
も
確
認
で
き
ず
、
い
さ
さ
か
強
引
な
訂
し
方
で
は
あ
る
。
⑩
「
人
も0

き
ゝ
い
れ
ず
」
の
「
も
」
の
有
無
で
、
こ
れ
も
小
本
に
は
「
も
」
が
な
い
。「
も
」

が
な
い
本
は
、
陽
明
文
庫
本
が
あ
る
が
、
他
本
に
は
「
も
」
が
多
く
確
認
で
き
る
。

小
本
が
写
本
な
ど
を
参
照
し
た
か
は
不
明
と
す
る
ほ
か
な
い
が
、
助
詞
な
ど
を
削
除

し
て
い
る
こ
と
は
動
か
な
い
。
小
本
は
、
慶
安
本
の
小
型
化
を
す
す
め
た
。
た
だ
小
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型
化
、
す
な
わ
ち
袖
珍
本
を
作
る
こ
と
は
意
外
な
困
難
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

小
本
は
、
小
型
化
す
る
た
め
に
、
潰
れ
や
す
い
漢
字
を
ひ
ら
が
な
に
改
め
る
傾
向
が

高
い
が
、
た
だ
ひ
ら
が
な
が
多
く
な
る
と
、
紙
幅
に
余
裕
が
な
く
な
っ
て
く
る
。
そ

の
た
め
に
、
文
意
を
大
幅
に
変
え
る
こ
と
の
な
い
助
詞
な
ど
を
削
除
し
、
紙
面
を
節

約
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

逆
に
、
文
字
を
添
加
し
た
例
は
、
⑧
が
あ
る
。
式
部
丞
が
、
博
士
の
娘
と
知
り
合

う
き
っ
か
け
が
語
ら
れ
る
場
面
で
あ
る
。
博
士
の
も
と
に
「
学が
く

問も
ん

な
ど
し
て
侍
と

て
」
と
あ
る
。
慶
安
本
は
「
て
」
は
な
い
。
他
本
で
も
な
く
、
小
本
の
よ
う
な
本
は

報
告
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
こ
は
、
式
部
丞
が
、「
学
問
な
ど
を
し
ま
し
ょ
う
」
と

思
っ
て
、
通
っ
て
い
た
、
と
の
と
こ
ろ
で
、
文
法
と
し
て
は
、「
し
」
は
サ
変
動
詞

「
す
」
の
連
用
形
で
、
補
助
動
詞
「
侍
る
」
と
の
間
に
、「
て
」
と
い
う
接
続
助
詞
が

付
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
サ
変
動
詞
「
す
」
を
、
丁
重
な
表
現
に
す
る
と
い
う

意
味
で
は
、
接
続
助
詞
「
て
」
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
文
意

は
変
わ
ら
な
い
。
ま
た
、
文
法
的
に
誤
り
で
は
な
い
。
補
助
動
詞
「
侍
る
」
の
前
に

接
続
助
詞
「
て
」
が
付
さ
れ
、
そ
の
「
て
」
に
接
続
す
る
動
詞
を
、
丁
寧
に
表
現
す

る
こ
と
は
よ
く
あ
る
。
小
本
が
「
て
」
を
付
し
た
意
図
は
不
明
で
あ
る
が
、
こ
の

「
て
」
の
下
に
は
「
侍
」
を
挟
ん
で
「
と
て
」
が
あ
る
。
引
用
を
表
す
格
助
詞
「
と
」

と
接
続
助
詞
「
て
」
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、
こ
の
接
続
助
詞
「
て
」
に
引
き
ず
ら
れ

て
、「
て
」
を
添
加
し
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

　

ほ
か
、
慶
安
本
を
変
更
す
る
例
が
、
⑦
、
⑪
で
あ
る
。
⑦
は
、
慶
安
本
の
「
い
と0

う
」
を
、
小
本
が
「
い
た0

う
」
に
改
め
た
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
、
小
本
が
文
法
的

に
訂
正
を
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
こ
の
「
い
た
う
」
は
、
副
詞
「
い
た
く
」
の
ウ

音
便
で
、
副
詞
「
い
た
く
」
は
も
と
は
形
容
詞
「
甚い
た

し
」
が
連
用
形
で
固
定
し
、
副

詞
化
し
た
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
「
い
た0

う
」
と
の
表
記
が
正
し
い
。「
帚
木
」

巻
で
は
「
い
た
う
」
の
用
例
は
ほ
か
に
「
い
た
う
ま
め
だ
ち
て
」（
三
六
丁
ウ
）
が

あ
る
。
小
本
は
、
こ
こ
と
の
統
一
を
図
っ
た
こ
と
に
な
る
。
⑪
「
ざ
り
け
る
」
は
、

慶
安
本
は
「
ざ
り
け
り
」
で
あ
る
。「
り
」
の
字
母
「
利
」
を
、「
る
」
の
字
母
「
留
」

と
と
ら
え
て
し
ま
っ
た
の
だ
ろ
う
。
係
結
び
を
構
成
す
る
わ
け
で
は
な
い
た
め
、
こ

こ
を
小
本
の
よ
う
に
連
体
形
で
終
止
す
る
文
法
的
な
合
理
性
は
な
い
。
た
だ
、
連
体

形
で
文
を
終
止
す
る
こ
と
は
し
ば
し
ば
お
こ
な
わ
れ
、
文
法
的
な
誤
り
と
は
言
い
切

れ
な
い
。
連
体
形
で
文
を
終
止
す
る
こ
と
は
、
余
情
や
詠
嘆
を
込
め
る
場
合
が
多

い
。
こ
こ
は
空
蝉
の
も
と
に
光
源
氏
が
忍
び
込
む
場
面
で
、
襖
の
掛
金
を
た
め
し
に

引
き
開
け
て
み
る
と
、
あ
ち
ら
か
ら
は
「
鎖さ

さ
ざ
り
け
る
」
と
の
場
面
で
あ
る
。
光

源
氏
の
視
点
に
重
ね
合
わ
せ
ら
れ
た
叙
述
で
あ
る
な
ら
ば
、
掛
金
を
お
ろ
し
て
い
な

か
っ
た
驚
き
と
と
も
に
、
空
蝉
の
も
と
に
忍
ん
で
い
け
る
き
っ
か
け
を
掴
ん
だ
光
源

氏
の
心
の
昂た
か
ぶり
が
描
か
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
、
そ
う
考
え
る
な
ら
ば
、
気
づ
き
の

「
け
り
」
の
連
体
形
で
あ
る
文
脈
的
必
然
性
は
、
あ
る
程
度
は
認
め
て
も
よ
い
。

　

こ
う
し
て
み
て
い
く
と
、
小
本
の
訂
正
に
は
、
い
く
つ
か
の
傾
向
が
あ
る
こ
と
に

気
づ
く
。
一
つ
は
、
訂
正
に
は
軽
重
が
あ
る
こ
と
。
訂
正
を
集
中
さ
せ
る
場
合
が
あ

る
の
だ
。
先
に
検
討
し
た
よ
う
に
、
異
文
注
記
の
二
例
と
、
①
～
④
の
例
の
よ
う

に
、
お
よ
そ
一
丁
ご
と
に
訂
正
が
入
る
場
合
も
あ
る
が
、
そ
の
後
は
、
三
～
五
丁
に

一
箇
所
ほ
ど
訂
す
ペ
ー
ス
に
な
っ
て
い
く
。
特
に
三
〇
丁
を
越
え
る
と
、
ほ
と
ん
ど

訂
正
す
る
こ
と
は
な
い
。
小
本
の
「
帚
木
」
巻
は
、
五
一
丁
オ
で
終
わ
る
。
雨
夜
の

品
定
め
の
翌
朝
の
場
面
、
す
な
わ
ち
、
空
蝉
と
の
逢
瀬
の
き
っ
か
け
が
語
ら
れ
始
め

る
の
が
、
三
三
丁
オ
か
ら
に
な
る
が
、
こ
こ
か
ら
の
訂
正
は
、
⑩
、
⑪
の
二
例
の

み
。
小
本
の
制
作
者
は
、
空
蝉
と
の
逢
瀬
は
、
さ
ほ
ど
修
正
の
要
を
感
じ
て
い
な

か
っ
た
こ
と
に
な
る
。
前
半
部
の
雨
夜
の
品
定
め
で
は
熱
心
に
訂
正
し
て
い
た
が
、

後
半
に
は
飽
き
て
き
た
の
か
、
あ
る
い
は
後
半
部
の
空
蝉
と
の
場
面
は
、
物
語
に
没

入
す
る
あ
ま
り
、
訂
正
す
る
こ
と
を
忘
れ
て
し
ま
っ
た
の
か
、
ま
た
は
別
の
意
図
が

あ
る
の
か
、
判
然
と
し
な
い
が
、
と
も
か
く
も
小
本
の
制
作
者
は
、
物
語
の
読
み
手
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で
あ
っ
た
こ
と
は
疑
い
な
い
。
小
本
の
制
作
者
は
、
物
語
が
「
読
め
る
」
人
物
だ
っ

た
の
で
あ
る
。

　

小
本
の
訂
正
に
は
、
い
ま
ひ
と
つ
の
傾
向
が
あ
る
。
小
本
は
し
ば
し
ば
慶
安
本
の

本
文
を
改
変
す
る
が
、
助
詞
や
助
動
詞
の
削
除
、
添
加
、
変
更
で
、
そ
の
姿
勢
は
文

意
が
通
じ
な
く
な
る
、
す
な
わ
ち
誤
謬
に
よ
り
読
め
な
く
な
る
レ
ベ
ル
の
も
の
で
は

な
い
。
ま
た
文
意
を
著
し
く
歪
め
る
も
の
で
も
な
い
。
微
調
整
の
レ
ベ
ル
の
も
の

だ
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
文
学
的
な
文
章
で
あ
る
の
だ
か
ら
、
助
詞
一
つ
の
削
除
（
添

加
）
や
書
き
換
え
に
よ
り
、
文
学
性
が
著
し
く
損
な
わ
れ
る
こ
と
は
あ
り
う
る
。

「
微
調
整
」
が
、
大
き
な
違
い
を
生
む
こ
と
も
あ
り
え
よ
う
。
た
だ
、「
帚
木
」
巻
で

の
小
本
の
訂
正
具
合
を
見
る
限
り
、
文
学
性
の
毀
損
と
い
う
レ
ベ
ル
の
も
の
で
は
な

い
。
慶
安
本
を
も
と
に
し
な
が
ら
、
小
本
は
読
解
に
耐
え
る
本
を
生
み
だ
し
て
い
た

こ
と
は
間
違
い
が
な
い
。

　
　
　
お
わ
り
に

　
『
絵
入
源
氏
』
は
、
慶
安
本
が
最
も
「
良
い
」
本
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
が
な
い
。

漢
字
に
は
ふ
り
が
な
を
付
し
、
読
み
や
す
く
す
る
工
夫
が
な
さ
れ
、
お
お
ぶ
り
の
本

で
読
み
や
す
い
。
何
を
以
て
「
良
い
」
と
す
る
の
か
と
い
う
問
題
に
な
ろ
う
が
、
一

般
の
人
間
か
ら
す
る
と
最
初
に
出
版
さ
れ
た
慶
安
本
が
「
決
定
版
」
で
あ
っ
た
に
違

い
な
い
。
後
続
の
万
治
本
や
小
本
な
ど
は
、
慶
安
本
の
高
い
評
判
の
お
こ
ぼ
れ
に
あ

ず
か
ろ
う
と
し
た
、
物
真
似
の
粗
悪
品
と
考
え
ら
れ
た
か
も
し
れ
な
い
。
な
る
ほ

ど
、
万
治
本
は
誤
植
も
散
見
さ
れ
、
注
意
を
要
す
る
本
で
あ
っ
た
。
た
だ
、
小
本

は
、
そ
れ
な
り
の
『
源
氏
物
語
』
の
読
み
手
で
あ
っ
た
人
物
が
、
慶
安
本
を
尊
重
し

つ
つ
、
本
文
を
訂
し
て
作
っ
た
も
の
で
あ
る
。
決
し
て
「
読
め
な
い
」
本
で
は
な

く
、
む
し
ろ
読
解
に
耐
え
る
本
で
あ
っ
た
。
そ
う
し
た
小
本
の
姿
は
、
近
代
文
献
学

か
ら
す
る
と
、
校
訂
し
た
本
文
も
信
用
で
き
な
い
も
の
で
、
放
埒
に
慶
安
本
を
訂

し
、
新
た
な
異
文
を
作
り
出
し
た
と
批
判
さ
れ
、
唾
棄
す
べ
き
本
と
の
評
価
が
下
さ

れ
そ
う
で
あ
る
。
た
だ
、
物
語
は
常
に
成
長
を
続
け
て
い
く
と
考
え
る
な
ら
ば
、
小

本
の
あ
り
よ
う
は
、
江
戸
時
代
の
『
源
氏
物
語
』
の
成
長
の
諸
相
を
確
か
に
う
か
び

あ
が
ら
せ
る
、
貴
重
な
本
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。
小
本
が
読
解
に
耐
え
、
研
究
に
も

用
い
ら
れ
る
本
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
た
と
え
ば
鈴
木
朖
が
『
玉
の
小
櫛
補
遺
』
を
な

す
さ
い
に
、
小
本
を
用
い
て
い
る
11

  

こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。

　

小
本
の
出
版
書
肆
は
不
明
だ
が
、
吉
田
幸
一
に
よ
れ
ば
、
小
本
の
版
元
は
吉
田
四

郎
右
衛
門
と
中
野
小
左
衛
門
で
あ
っ
た
と
い
う
11

  

。
吉
田
四
郎
右
衛
門
に
つ
い
て
は
、

宗
政
五
十
緒
に
よ
り
、
寛
文
頃
に
開
業
さ
れ
た
版
元
だ
と
さ
れ
て
い
る
11

  

。
吉
田
四

郎
右
衛
門
は
、
正
保
四
年
（
一
六
四
七
年
）
に
二
十
一
代
集
を
出
版
し
11

  

、
し
ば
ら

く
後
に
そ
の
小
型
版
（
小
本
）
も
出
版
し
て
い
る
か
ら
、
寛
文
よ
り
も
前
の
正
保
頃

に
は
開
業
し
て
い
た
こ
と
は
間
違
い
が
な
い
。
吉
田
四
郎
右
衛
門
は
、
和
歌
・
物
語

の
出
版
を
得
意
と
し
、
さ
ら
に
小
型
本
も
手
が
け
て
い
る
実
績
が
あ
る
。『
絵
入
源

氏
』
の
小
本
の
出
版
書
肆
は
、
吉
田
四
郎
右
衛
門
で
あ
る
蓋
然
性
は
高
い
。
慶
安
本

の
小
型
化
を
、
吉
田
四
郎
右
衛
門
が
誰
か
に
依
頼
し
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
が
現

在
で
は
不
明
で
あ
る
。
あ
る
い
は
二
十
一
代
集
の
小
型
化
と
も
関
わ
る
か
も
し
れ
な

い
が
、
こ
れ
も
よ
く
わ
か
ら
な
い
。
和
歌
テ
キ
ス
ト
に
せ
よ
『
源
氏
物
語
』
に
せ

よ
、
江
戸
時
代
の
版
本
は
、
本
文
研
究
で
は
等
閑
視
さ
れ
が
ち
で
あ
る
が
、
そ
の
よ

う
な
偏
見
は
、
研
究
を
貧
し
く
す
る
だ
け
で
あ
る
。

　

と
も
か
く
も
、
我
々
は
目
の
前
に
あ
る
テ
キ
ス
ト
に
、
真
摯
に
向
き
あ
う
ほ
か
な

い
。



『絵入源氏』三種類の本文異同─「帚木」巻から─（ 9）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

1 　
『
繪
入
本
源
氏
物
語
考
』（
上
巻　

日
本
書
誌
学
大
系　

青
裳
堂
書
店　

一
九
八
七
年
）。

2 　
「
慶
安
三
年
本
の
成
立
と
出
版
」「
万
治
版
横
本
と
無
刊
記
小
本
の
成
立
」（『
源
氏
物
語

版
本
の
研
究
』
和
泉
書
院　

二
〇
〇
三
年
）。

3 　

本
稿
で
用
い
た
『
絵
入
源
氏
』
は
、
慶
安
本
は
、
国
文
学
研
究
資
料
館
本
〔
サ4/26/1

〕

を
基
軸
に
、
ノ
ー
ト
ル
ダ
ム
清
心
女
子
大
学
本
〔E16/54-1/

黒
川
本
〕、
早
稲
田
大
学
本

〔
文
庫30_a0007

〕
を
用
い
た
。
万
治
本
は
、
国
文
学
研
究
資
料
館
本
〔
サ4/1/1

〕
の
初

版
本
（
跋
文
「
か
し
は
屋
／
渡
辺
忠
左
衛
門
開
版
」）
を
基
軸
に
、
国
文
学
研
究
資
料
館
本

〔12/475/1

〕
の
再
版
本
（
跋
文
「
林
和
泉
掾
板
行
」）
を
用
い
た
。
小
本
は
、『
源
氏
物
語
』

（
日
本
文
化
資
料
セ
ン
タ
ー　

一
九
八
四
年
）
の
複
製
本
を
基
軸
に
、
早
稲
田
大
学
〔
文
庫

30_a0152

〕
を
用
い
た
。
ほ
か
他
本
も
多
く
参
照
し
た
。

4 　

沼
尻
利
通
「『
絵
入
源
氏
』
三
種
類
の
字
母
─
「
帚
木
」
巻
か
ら
─
」（「
福
岡
教
育
大
学

紀
要
」
第
六
三
号　

第
一
分
冊　

二
〇
一
四
年
二
月
）。
な
お
、
万
治
本
は
、「
桐
壺
」
巻

で
も
「
津
」
は
用
い
な
い
。

5 　

意
識
し
な
い
誤
植
で
は
な
く
、
板
木
の
破
損
に
よ
っ
て
、
結
果
と
し
て
誤
植
と
な
っ
た

例
も
あ
る
。
万
治
本
「
よ
ち
つ
け
」（
七
〇
丁
オ
）
の
箇
所
は
、
慶
安
本
は
「
ま
ち
つ
け
」

（
四
九
丁
オ
）
に
し
て
い
る
が
、
万
治
本
は
板
木
に
破
損
が
あ
る
ら
し
い
。

6 　
『
絵
入
源
氏
』
に
先
行
す
る
古
活
字
本
、
整
版
本
は
以
下
を
用
い
た
。【
古
活
字
本
】
慶

長
初
年
刊
本
（
国
会
図
書
館
〔W

A
7/(1)/263

〕）、
伝
嵯
峨
本
（
大
阪
樟
蔭
女
子
大
学

『
源
氏
物
語　

CD
-RO
M

版
』
小
林
写
真
工
業
株
式
会
社
）、
元
和
九
年
刊
本
（
東
洋
文
庫

〔
三
Ａ
ｄ
12
〕）、
寛
永
中
刊
本
一
種
本
（『
古
写
古
版
物
語
文
学
総
瞰
』
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル

ム
版　

雄
松
堂
フ
ィ
ル
ム
出
版　

一
九
七
二
年
）、
九
大
古
活
字
本
（
九
州
大
学
〔
国
文

/17F/94

〕）。
寛
永
中
刊
本
二
種
本
、
久
邇
宮
家
旧
蔵
本
は
未
調
査
。【
整
版
本
】
無
跋
無

刊
記
整
版
本
（
九
州
大
学
）。
亀
甲
括
弧
内
の
英
数
字
は
請
求
番
号
で
あ
る
。

7 　
「
に
」
と
す
る
本
は
、
伝
嵯
峨
本
、
湖
月
抄
な
ど
が
あ
る
。
ま
た
変
わ
っ
た
と
こ
ろ
で
は
、

寛
永
中
刊
本
一
種
本
は
「
も
」
と
す
る
。「
も
」
の
場
合
も
、「
爾
」
と
「
毛
」
の
字
母
の

近
似
か
ら
生
じ
た
異
同
と
考
え
ら
れ
る
。

8 　

古
写
本
は
以
下
の
本
に
よ
っ
た
。『
源
氏
物
語
大
成
』（
巻
一
校
異
編　
　

中
央
公
論
社

　

一
九
五
三
年
）。『
源
氏
物
語
別
本
集
成
』（
第
一
巻　

桜
楓
社　

一
九
八
九
年
）。『
源
氏

物
語
別
本
集
成
続
』（
第
一
巻　

お
う
ふ
う　

二
〇
〇
五
年
）。

9 　
「
お
ほ
か
な
る
．中

にイ

．」（
一
丁
オ
）、「
人
か
は
た
ぐら
イ

ひ
給
は
む
」（
九
丁
オ
）、「
琴こ
と

の
ね

も
月菊

イ

も
」（
二
二
丁
オ
）、「
か
ばさ

て

イ
．
な
か
ら
ふ
」（
二
四
丁
ウ
）、「
頭
　

さ中

き
ま
じ
る
色花
イ

は
」

（
二
五
丁
ウ
）、「
思
ひ
ま
つど

イ

は
す
」（
二
六
丁
ウ
）、「
お
こ
めつ
イ

き
て
」（
二
九
丁
オ
）、「
な
を

み
を
と
り
．
しは

イ

な
む
か
し
」（
三
七
丁
オ
）、「
す
か

く
し
う
．は
イ

え
ま
じ
ら
ひ
」（
三
七
丁

ウ
）、「
あ
な
く
るら

イ

し
と
て
」（
三
九
丁
オ
）、「
よ
にも
イ

み
え
た
て
ま
つ
ら
じ
．」（
四
〇
丁
ウ
）。

10 　
『
中
島
廣
足
全
集
』（
第
二
篇　

大
岡
山
書
店　

一
九
三
三
年　

二
三
九
頁
）。

11 　
『
増
補
雅
言
集
覧
』（
下
巻　

臨
川
書
店　

一
九
七
八
年　

二
一
四
三
頁
）。

12 　

春
日
和
男
「
聴
覚
お
よ
び
視
覚
に
よ
る
表
現
（
下
）
─
「
な
り
」
と
「
め
り
」
の
消
長

に
つ
い
て
─
」（「
文
学
研
究
」（
九
州
大
学
）
第
六
〇
輯　

一
九
六
一
年
三
月
）。

13 　

沼
尻
利
通
「『
玉
の
小
櫛
補
遺
』
の
「
一
本
」
─
江
戸
時
代
に
お
け
る
源
氏
物
語
本
文
享

受
の
一
様
相
─
」（『
平
安
文
学
の
発
想
と
生
成
』
国
学
院
大
学
大
学
院
研
究
叢
書　

国
学

院
大
学
大
学
院　

二
〇
〇
七
年
）。

14 　

前
掲
注
１　

一
一
四
～
一
一
五
頁
。

15 　
「
吉
田
四
郎
右
衛
門
─
古
典
の
版
元
─
」（『
近
世
京
都
出
版
文
化
の
研
究
』
同
朋
社
出
版

　

一
九
八
二
年
）。

16 　

川
上
新
一
郎
「
古
今
和
歌
集
版
本
考
─
前
稿
の
補
訂
を
か
ね
て
」（「
斯
道
文
庫
論
集
」

第
三
四
輯　

二
〇
〇
〇
年
二
月
）。

※
本
研
究
はJSPS

科
研
費24720099

の
助
成
を
受
け
た
も
の
で
す
。




