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一
、
先
行
研
究
・
問
題
提
起

　
『
春
雨
物
語
』
は
、
文
化
五
年
（
一
八
〇
八
）
に
成
立
し
た
、
上
田
秋
成
著

の
読
本
で
あ
る
。
歴
史
的
題
材
に
取
材
し
た
作
品
、
伝
承
に
着
想
を
得
た
作
品

な
ど
、
素
材
を
様
々
に
扱
っ
た
物
語
集
で
あ
る
。
作
者
最
晩
年
の
寛
政
年
中
か

ら
文
化
五
年
に
か
け
、
書
き
集
め
ら
れ
た
も
の
が
文
化
五
年
に
ま
と
め
ら
れ
、

作
者
没
年
の
翌
六
年
ま
で
に
改
稿
が
行
わ
れ
て
い
た
。
出
版
さ
れ
て
お
ら
ず
、

数
種
の
自
筆
本
が
伝
わ
る
。「
死
首
の
咲
顔
」
は
『
春
雨
物
語
』
に
収
録
さ
れ

た
短
編
の
一
つ
で
あ
り
、
文
化
五
年
本
と
羽
倉
本
の
み
に
完
全
原
稿
が
残
る
。

そ
の
他
に
は
、
天
理
巻
子
本
に
結
末
部
と
考
え
ら
れ
る
断
簡
の
み
が
伝
わ
っ
て

い
る
。

　

以
下
に
「
死
首
の
咲
顔
」
の
梗
概
を
示
す
。
津
の
国
兎
原
の
郡
宇
奈
五
の
丘

に
は
、
昔
か
ら
酒
造
を
生
業
と
す
る
者
が
多
く
い
た
。
中
で
も
特
に
裕
福
で

あ
っ
た
五
曽
次
の
家
に
は
五
蔵
と
い
う
一
人
息
子
が
い
た
。
無
慈
悲
な
父
と
は

違
い
、
気
立
て
の
よ
い
五
蔵
は
人
々
か
ら
慕
わ
れ
て
い
た
。
一
方
で
、
五
曽
次

と
同
じ
一
族
に
あ
た
る
元
助
は
時
流
を
失
っ
て
貧
し
い
暮
ら
し
を
し
て
お
り
、

母
と
妹
の
宗
を
何
と
か
養
っ
て
い
た
。
次
第
に
五
蔵
と
宗
が
恋
仲
と
な
る
が
、

五
曽
次
に
猛
反
対
さ
れ
る
。
五
蔵
の
訪
れ
が
絶
え
、
二
人
の
恋
愛
が
難
し
い
状

況
の
中
で
宗
は
次
第
に
体
調
を
崩
し
、
病
に
伏
せ
っ
て
し
ま
う
。
い
よ
い
よ
宗

の
死
期
を
悟
っ
た
五
蔵
と
元
助
ら
は
嫁
入
り
の
約
束
を
取
り
交
わ
す
。
そ
の
翌

朝
、
五
曽
次
の
家
に
輿
入
れ
を
し
た
元
助
一
行
で
あ
っ
た
が
、
五
曽
次
に
よ
っ

て
拒
絶
さ
れ
、
元
助
は
そ
の
場
で
宗
の
首
を
切
り
落
と
す
。
こ
の
騒
動
は
村
を

脅
か
し
た
事
件
と
し
て
裁
判
沙
汰
と
な
り
、
一
行
に
そ
れ
ぞ
れ
処
分
が
下
さ
れ

る
。
そ
の
後
事
件
に
関
わ
っ
た
者
た
ち
は
散
り
散
り
と
な
り
、
五
蔵
は
発
心
し

法
師
と
な
っ
た
。

　
「
死
首
の
咲
顔
」
に
は
題
材
と
な
っ
た
「
源
太
騒
動
」
と
呼
ば
れ
る
事
件
が

あ
る
。
明
和
四
年
、
山
城
国
愛
宕
郡
一
乗
寺
村
で
発
生
し
た
も
の
で
、
そ
の
内

容
は
百
姓
源
太
が
同
村
の
庄
屋
渡
辺
右
内
方
に
乗
り
込
み
、
右
内
不
在
の
中
そ

の
父
親
団
次
の
目
前
で
妹
や
ゑ
を
斬
り
捨
て
た
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。
秋
成
に

よ
る
先
行
作
品
「
ま
す
ら
を
物
語
」
は
、
文
化
三
年
四
月
十
七
日
に
秋
成
が
円

光
寺
（
山
城
国
愛
宕
郡
一
乗
寺
村
）
に
詣
で
渡
辺
源
太
に
会
い
、
事
件
当
時
を

想
起
し
執
筆
し
た
と
い
う
。
こ
れ
に
は
本
来
題
名
が
無
か
っ
た
が
、
藤
井
乙
男

博
士
が
内
容
よ
り
命
名
し
た
の
で
あ
る
。

　
『
春
雨
物
語
』「
死
首
の
咲
顔
」
は
源
太
騒
動
、『
西
山
物
語
』、「
ま
す
ら
を

物
語
」、
菟
原
処
女
伝
説
な
ど
様
々
な
対
象
と
比
較
さ
れ
て
き
た
。
特
に
主
題

論
に
お
い
て
は
、
同
作
者
が
同
素
材
を
扱
っ
た
「
ま
す
ら
を
物
語
」
の
存
在
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が
色
濃
く
反
映
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
浅
野
三
平
「
源
太
騒
動
と
綾
足
、
秋

成
」（１
）は
『
西
山
物
語
』
と
「
ま
す
ら
を
物
語
」
を
比
較
対
象
に
挙
げ
た
う
え
で
、

「
死
首
の
咲
顔
」
の
主
題
は
「
五
蔵
、
宗
と
い
う
男
女
の
恋
愛
、
及
び
そ
れ
を

許
さ
ぬ
五
蔵
の
父
、
五
曽
次
の
吝
嗇
非
情
な
性
格
の
追
求
に
あ
っ
た
」
と
述
べ

る
。
森
山
重
雄
「『
西
山
物
語
』
と
「
死
首
の
ゑ
が
ほ
」」（２
）

は
「
ま
す
ら
を
物

語
」
で
ほ
と
ん
ど
描
写
さ
れ
な
い
右
内
が
、「
死
首
の
咲
顔
」
に
お
い
て
五
蔵

と
し
て
そ
の
人
間
像
が
新
し
く
描
写
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
「「
死
首
の

ゑ
が
ほ
」
の
価
値
は
、
五
蔵
像
の
創
造
に
あ
る
」
と
主
張
す
る
。

　

一
方
で
、「
死
首
の
咲
顔
」
を
独
立
し
た
作
品
と
し
て
捉
え
る
論
も
あ
る
。

大
輪
靖
宏
「
春
雨
物
語
「
死
首
の
ゑ
が
ほ
」
論
」（３
）

は
、
孝
と
い
う
モ
ラ
ル
に

縛
ら
れ
た
五
蔵
の
姿
か
ら
「
社
会
と
は
何
か
、
道
徳
と
は
何
か
と
い
う
問
題
と

と
も
に
、
人
間
と
は
何
か
と
い
う
最
も
根
本
的
な
問
題
ま
で
語
ら
れ
て
い
る
」

と
述
べ
る
。
ま
た
、
揖
斐
高
「「
死
首
の
ゑ
が
ほ
」
の
主
題
」（４
）

は
、
同
じ
く

春
雨
物
語
に
収
録
さ
れ
た
「
血
か
た
び
ら
」
や
『
雨
月
物
語
』
と
の
共
通
性
を

指
摘
し
な
が
ら
、
主
題
に
つ
い
て
「
大
切
な
人
を
犠
牲
に
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
よ
う
や
く
「
善
柔
」
の
性
か
ら
「
た
く
ま
し
き
性
」
へ
と
脱
却
す
る
こ
と

が
で
き
た
五
蔵
の
姿
を
描
く
こ
と
」
と
結
論
づ
け
て
い
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、「
死
首
の
咲
顔
」
の
作
品
研
究
に
お
い
て
特
に
「
ま
す
ら

を
物
語
」
は
無
視
し
難
い
作
品
と
し
て
扱
わ
れ
て
き
た
反
面
、「
死
首
の
咲
顔
」

の
解
釈
は
、
こ
の
先
行
作
に
依
存
し
て
き
た
と
も
言
え
よ
う
。「
死
首
の
咲
顔
」

に
お
け
る
主
題
論
は
、
主
に
「
ま
す
ら
を
物
語
」
で
は
ほ
ぼ
描
か
れ
ず
存
在

の
薄
か
っ
た
右
内
が
、「
死
首
の
咲
顔
」
で
五
蔵
と
い
う
「
孝
と
恋
愛
に
葛
藤

す
る
人
物
」
に
創
造
さ
れ
た
こ
と
を
理
由
に
、
五
蔵
を
中
心
に
検
討
さ
れ
て
き

た
。
先
に
挙
げ
た
「
ま
す
ら
を
物
語
」
と
距
離
を
置
く
立
場
の
大
輪
氏
や
揖
斐

氏
の
論
で
あ
っ
て
も
、
五
蔵
を
主
人
公
に
据
え
た
主
題
を
提
示
す
る
た
め
の
根

拠
を
、
同
じ
よ
う
に
右
内
と
の
比
較
に
求
め
て
い
る
と
い
う
点
に
お
い
て
「
ま

す
ら
を
物
語
」
と
の
関
係
を
断
ち
切
れ
ぬ
ま
ま
で
あ
る
。
ま
た
、
以
上
の
先
行

研
究
全
体
を
通
し
て
「
五
蔵
を
主
人
公
と
す
る
論
」
と
「
五
蔵
の
人
間
像
追
究

を
主
題
と
す
る
論
」
の
繋
が
り
が
曖
昧
で
あ
り
、
二
つ
を
混
同
す
る
傾
向
に
あ

る
。

　

こ
の
よ
う
に
五
蔵
に
は
主
に
「
ま
す
ら
を
物
語
」
と
の
比
較
か
ら
強
く
視
線

が
注
が
れ
る
一
方
で
、
ヒ
ロ
イ
ン
た
る
宗
を
メ
イ
ン
と
し
た
論
の
中
心
は
、
菟

原
処
女
伝
説
と
の
比
較
を
行
っ
た
も
の
で
あ
る
。
日
野
龍
夫
「
峻
厳
な
恋
と
哀

切
な
恋
―
秋
成
と
宣
長
―
」（５
）

は
求
塚
説
話
に
宗
の
人
物
像
の
源
流
を
求
め
、

長
島
弘
明
「「
死
首
の
咲
顔
」
考
」（６
）

は
菟
原
処
女
伝
説
と
「
塚
」
と
い
う
キ
ー

ワ
ー
ド
の
共
通
性
を
論
じ
、「
死
首
」
と
い
う
モ
チ
ー
フ
の
演
劇
的
趣
向
に
つ

い
て
も
触
れ
て
い
る
。
た
だ
し
こ
れ
ら
の
指
摘
は
作
品
の
一
要
素
や
作
品
構
造

の
一
問
題
を
示
す
に
留
ま
っ
て
お
り
、
作
品
自
体
の
主
題
を
明
確
に
論
じ
た
も

の
と
は
言
い
難
い
。
宗
は
「
死
首
の
咲
顔
」
と
い
う
題
号
そ
の
も
の
に
関
わ
る

人
物
で
あ
り
な
が
ら
、
主
題
に
絡
め
た
考
察
が
十
分
に
な
さ
れ
て
い
な
い
の
で

あ
る
。

　

本
稿
で
は
「
死
首
の
咲
顔
」
を
独
立
し
た
作
品
と
捉
え
た
上
で
、
先
行
研
究

で
は
軽
視
さ
れ
る
傾
向
に
あ
っ
た
元
助
一
家
に
も
焦
点
を
当
て
つ
つ
、
人
物
描

写
の
内
容
を
吟
味
し
、
物
語
の
構
造
と
主
題
に
迫
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
複

数
存
在
す
る
諸
本
の
中
で
は
文
化
五
年
本
を
中
心
と
し
て
、
羽
倉
本
を
補
助
的

に
用
い
て
考
察
し
て
い
き
た
い
。

二
、「
死
首
の
咲
顔
」
と
「
ま
す
ら
を
物
語
」
の
比
較

　
「
死
首
の
咲
顔
」
と
「
ま
す
ら
を
物
語
」
を
切
り
離
し
て
読
む
と
い
う
前
提
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を
確
立
す
る
た
め
、
事
件
の
中
心
的
な
存
在
で
あ
る
元
助
一
家
と
源
太
一
家
の

登
場
人
物
に
注
目
し
た
比
較
を
行
う（
７
）。

　

最
初
に
、
作
中
の
ヒ
ロ
イ
ン
で
あ
る
宗
と
弟
姫
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
き
た

い
。
ま
ず
、「
五
蔵
／
右
内
」
の
訪
問
が
絶
え
、
恋
愛
関
係
が
停
滞
し
た
際
の

「
宗
／
弟
姫
」
の
反
応
で
あ
る
。

　

 

【
場
面
一
】

 

か
よ
ひ
絶
え
た
り
と
も
、
兼
ね
て
の
心
あ
つ
き
を
お
も
ひ
て
、
う
ら
み
云

ふ
べ
く
も
あ
ら
ず
ぞ
あ
り
け
る
。
か
り
そ
め
ぶ
し
に
や
ま
ひ
し
て
、
物
く

は
ず
、
夜
ひ
る
な
く
こ
も
り
を
り
。（
中
略
）
母
、
日
毎
に
や
せ
や
せ
と
、

色
し
ろ
く
く
ろ
み
つ
き
た
る
を
見
て
、（
後
略
）　 

（「
死
首
の
咲
顔
」）

又
か
な
た
に
も
、
弟
姫
今
は
お
も
ひ
さ
だ
め
て
、
母
の
お
ま
へ
に
に
じ
り

出
、「（
前
略
）
あ
は
れ
今
ま
で
の
命
ぞ
と
お
ぼ
し
な
し
て
、
御
暇
た
ま
は

ら
ば
や
。
た
ゞ
う
ら
み
つ
べ
き
は
男
の
心
也
。
親
ゆ
る
し
な
く
ば
、
一
た

び
は
い
づ
地
に
も
逃
か
く
れ
て
、
出
交
は
る
世
を
ま
つ
べ
き
も
の
に
い
ひ

し
は
、
な
ぐ
さ
め
か
ね
し
偽
か
。
死
は
安
し
、
ひ
た
ぶ
る
に
頼
み
て
あ
れ

と
い
ひ
し
は
き
の
ふ
の
事
也
。
我
先
死
な
ん
。
云
か
ひ
な
き
人
の
音
づ
れ

は
待
た
じ
」
と
て
、
深
く
思
さ
だ
め
た
る
つ
ら
つ
き
也
。 （「
ま
す
ら
を
物

語
」）

「
死
首
の
咲
顔
」
の
宗
は
五
蔵
へ
の
気
持
ち
が
募
り
、
体
調
を
崩
し
て
し
ま
う
。

次
に
示
す
の
は
、
宗
が
五
蔵
の
見
舞
い
に
よ
っ
て
一
時
的
に
病
状
を
回
復
す
る

場
面
で
あ
る
。
な
お
、「
ま
す
ら
を
物
語
」
に
該
当
す
る
記
述
は
な
い
。

　

 

【
場
面
二
】

「（
前
略
）
た
だ
今
よ
り
心
あ
ら
た
め
た
ま
へ
」
と
ね
も
ご
ろ
に
示
さ
れ
て
、

「
さ
ら
に
さ
ら
に
や
ま
ひ
す
と
も
お
ぼ
さ
で
。
お
の
が
心
の
ま
ま
に
起
き

ふ
し
た
る
、
御
と
が
め
か
た
じ
け
な
し
。
即
て
見
た
ま
へ
」
と
て
、
小
櫛

か
き
入
れ
て
み
だ
れ
を
き
よ
め
、
着
た
る
馴
衣
ぬ
ぎ
や
り
て
、
あ
た
ら
し

き
に
あ
ら
た
め
、
牀
は
見
か
へ
り
も
せ
ず
お
き
出
で
て
、
母
に
せ
う
と
に

ゑ
み
た
て
ま
つ
り
て
、
か
ひ
が
ひ
し
く
掃
き
ふ
き
す
。（
中
略
）
打
ち
ゑ

み
て
、「
よ
ん
べ
の
夢
見
よ
か
り
し
は
、
め
で
鯛
と
云
ふ
魚
得
べ
き
さ
が

ぞ
」
と
て
、
庖
丁
と
り
、
煮
、
又
あ
ぶ
り
も
の
に
し
て
、
母
と
兄
と
す
す

め
、
後
に
五
曹
の
右
に
在
り
て
立
走
り
す
る
を
、（
後
略
） 

（「
死
首
の
咲

顔
」）

こ
の
後
、
再
び
訪
れ
の
絶
え
た
五
蔵
を
待
ち
続
け
た
宗
は
、
段
々
と
死
に
近
づ

い
て
い
く
。

　

 

【
場
面
三
】

か
の
む
す
め
の
か
た
に
は
、
お
と
づ
れ
絶
え
ぬ
る
ま
ま
に
、
や
ま
ひ
お
も

く
成
り
て
、（
後
略
） 

（「
死
首
の
咲
顔
」）

　
【
場
面
一
】、【
場
面
二
】、【
場
面
三
】
を
通
し
て
、「
恋
仲
で
あ
る
男
の
訪
問

が
絶
え
る
」
と
い
う
共
通
し
た
状
況
下
で
の
反
応
の
違
い
か
ら
、「
宗
」
と
「
弟

姫
」
の
表
象
の
違
い
が
見
出
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
宗
は
「
男
を
信
じ
待
ち
わ
び

た
結
果
、
恋
の
病
に
冒
さ
れ
生
命
の
危
機
に
陥
る
女
」
な
の
で
あ
り
、
弟
姫
は

「
男
を
裏
切
り
の
対
象
と
し
て
認
識
し
、
自
ら
死
に
突
き
進
ま
ん
と
決
意
す
る

女
」
な
の
で
あ
る
。

　

続
い
て
、
嫁
入
り
が
決
ま
っ
た
後
の
展
開
に
つ
い
て
見
て
い
き
た
い
。
次
に

示
す
の
は
、
嫁
入
り
当
日
の
朝
の
「
宗
／
弟
姫
」
の
母
へ
の
態
度
で
あ
る
。

　

 
【
場
面
四
】

む
す
め
た
だ
ゑ
み
さ
か
え
て
、「
や
が
て
又
参
ら
ん
」
と
て
駕
に
か
き
の

せ
ら
れ
行
く
。 

（「
死
首
の
咲
顔
」）

け
は
ひ
よ
く
打
ゑ
み
、
母
の
ふ
し
た
ま
ふ
か
た
を
伏
拝
み
し
て
、「
い
ざ
」

と
い
ふ
。 

（「
ま
す
ら
を
物
語
」）
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母
親
と
の
別
れ
の
後
、「
宗
／
弟
姫
」
は
「
五
蔵
／
右
内
」
の
も
と
へ
向
か
う
。

「
ま
す
ら
を
物
語
」
の
弟
姫
は
、
嫁
入
り
を
団
次
に
拒
絶
さ
れ
た
上
に
右
内
も

不
在
で
あ
っ
た
。
弟
姫
は
、
そ
の
場
で
兄
・
源
太
に
暇
を
乞
う
。「
死
首
の
咲

顔
」
に
は
該
当
の
記
述
が
な
い
。

　

 

【
場
面
五
】

は
た
、
死
な
ん
と
お
ぼ
し
て
、
い
づ
地
し
ら
ず
出
給
ふ
な
ら
む
。
か
た
時

も
お
く
れ
て
あ
ら
じ
。
御
手
た
ま
は
ら
ず
ば
、
ふ
と
こ
ろ
の
物
も
て
い
さ

ぎ
よ
か
ら
ん
。
ね
が
ふ
は
こ
ゝ
に
て
た
ゞ
今
」
と
云
。

 

（「
ま
す
ら
を
物
語
」）

　
【
場
面
四
】、【
場
面
五
】
を
通
し
て
、
宗
と
弟
姫
の
嫁
入
り
当
日
の
言
動
か

ら
、
二
人
に
と
っ
て
の
「
嫁
入
り
」
は
そ
れ
ぞ
れ
意
味
が
異
な
る
こ
と
が
分
か

る
。
宗
に
と
っ
て
嫁
入
り
は
結
婚
の
た
め
に
必
要
な
「
儀
礼
」
で
あ
っ
た
が
、

弟
姫
に
と
っ
て
嫁
入
り
は
自
死
の
た
め
の
「
手
段
」
で
あ
っ
た
。「
死
は
安
し
、

ひ
た
ぶ
る
に
頼
み
て
あ
れ
」
と
ま
で
言
っ
た
右
内
が
、
自
分
を
こ
の
よ
う
な
状

態
に
し
た
。
こ
の
関
係
の
責
任
を
、
命
を
絶
つ
前
に
「
嫁
入
り
」
と
い
う
形
式

を
取
る
こ
と
で
示
そ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

　

宗
も
弟
姫
も
、「
最
終
的
に
は
兄
の
手
に
か
か
っ
て
命
を
落
と
す
」
と
い
う

死
因
自
体
は
一
致
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
相
手
の
男
に
対
し
て
、「
兼

ね
て
の
心
あ
つ
き
を
お
も
ひ
て
、
う
ら
み
云
ふ
べ
く
も
あ
ら
ず
ぞ
あ
り
け
る
」

と
待
ち
焦
が
れ
病
に
か
か
る
宗
と
、「
云
か
ひ
な
き
人
の
音
づ
れ
は
待
た
じ
」

と
憤
慨
し
自
死
を
選
択
す
る
弟
姫
と
で
は
、
死
へ
の
向
か
い
方
が
明
ら
か
に
異

な
っ
て
い
る
。
そ
れ
に
伴
い
、「
嫁
入
り
」
と
い
う
相
手
の
男
の
家
へ
向
か
う

行
為
の
意
味
合
い
も
違
っ
て
く
る
。
宗
は
「
五
蔵
と
の
正
式
な
婚
姻
関
係
の
成

立
」
を
目
的
と
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
嫁
入
り
そ
れ
自
体
が
達
成
す
べ
き
目
標

の
ひ
と
つ
な
の
で
あ
る
。
一
方
、
弟
姫
は
「
右
内
の
家
で
死
に
、
自
分
の
矜
持

を
示
す
こ
と
」
を
目
的
と
し
て
い
る
。
右
内
の
不
在
に
関
わ
ら
ず
弟
姫
の
決
意

が
変
わ
ら
な
か
っ
た
の
は
、
結
婚
よ
り
も
「
ね
が
ふ
は
こ
ゝ
に
て
た
ゞ
今
」
と

い
う
望
み
こ
そ
が
優
先
事
項
で
あ
っ
た
こ
と
の
裏
付
け
に
他
な
ら
な
い
。

　

そ
れ
で
は
こ
の
宗
と
弟
姫
の
形
象
を
踏
ま
え
、
次
に
元
助
一
家
と
源
太
一
家

の
連
携
の
動
機
に
つ
い
て
考
え
て
い
き
た
い
。
ま
ず
、「
五
蔵
／
右
内
」
と
「
宗

／
弟
姫
」
の
恋
愛
関
係
が
成
立
し
た
後
の
、「
元
助
一
家
／
源
太
一
家
」
の
状

況
を
確
認
す
る
。

　

 

【
場
面
六
】

同
じ
氏
の
人
な
れ
ば
、
五
蔵
常
に
ゆ
き
か
ひ
し
て
、
交
り
浅
か
ら
ぬ
に
、

物
と
ひ
聞
き
て
、
師
と
た
の
み
て
学
び
け
り
。
い
つ
し
か
物
い
ひ
か
は
し

て
、
た
の
も
し
人
に
か
た
ら
ひ
し
を
、
母
も
兄
も
よ
き
事
に
見
ゆ
る
し
て

け
り
。 

（「
死
首
の
咲
顔
」）

「（
前
略
）
ま
し
て
こ
ち
〴
〵
に
枝
さ
し
わ
か
れ
つ
れ
ど
、
根
ざ
し
ひ
と
つ

の
家
な
れ
ば
、
是
を
よ
き
事
と
は
思
は
で
、
い
み
じ
く
恥
あ
た
へ
つ
べ
き

者
也
。
佐
野
の
舟
は
し
と
く
中
と
り
放
ち
て
た
え
よ
か
し
」
と
、
い
と
こ

ま
や
か
也
。「
御
教
へ
か
し
こ
ま
り
侍
る
。
御
ゆ
る
し
な
き
事
し
出
た
る

罪
赦
さ
せ
た
ま
へ
」
と
、
泣
々
云
つ
れ
ど
、
猶
か
た
み
に
情
し
く
、
し
の

び
〳
〵
に
あ
ひ
に
け
り
。
今
は
を
し
へ
わ
づ
ら
ひ
て
、「
し
ひ
ご
と
せ
ば

渕
に
や
沈
ま
む
、
木
に
や
さ
が
り
な
ん
。
云
結
ぶ
と
も
、
彼
人
か
た
く
ゆ

る
す
ま
じ
。 

た
ゞ
是
が
お
も
ひ
ば
か
り
に
」
と
て
、
兄
の
ま
す
ら
男
め

し
て
、「
し
か
〴
〵
の
事
い
か
ゞ
思
ふ
や
。
大
嶌
の
か
ら
き
わ
た
り
し
て
、

な
る
と
な
ら
ざ
る
を
人
し
て
云
よ
せ
よ
」
と
な
ん
。
打
か
し
こ
ま
り
て
、

「
御
心
の
如
、
必
う
け
引
ま
じ
き
に
、
か
け
橋
せ
ん
は
世
の
つ
ね
な
が
ら
、

も
し
い
か
さ
ま
に
い
は
れ
て
恥
を
み
む
よ
り
、
た
ゞ
さ
し
む
か
ひ
て
い
は

ん
に
は
、
人
ぎ
ゝ
う
た
て
か
ら
ま
じ
」
と
云
。
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（「
ま
す
ら
を
物
語
」）

　
　

次
に
、「
宗
／
弟
姫
」
の
嫁
入
り
支
度
に
際
し
た
、
家
族
の
様
子
で
あ
る
。

　

 
【
場
面
七
】

夜
明
け
ぬ
れ
ば
、
母
し
ろ
小
袖
と
う
出
て
打
ち
き
せ
、
髪
の
み
だ
れ
小
櫛

か
き
い
れ
て
、「
我
も
わ
か
き
む
か
し
の
う
れ
し
さ
、
露
わ
す
ら
れ
ず
ぞ

あ
る
。
か
し
こ
に
ま
ゐ
り
て
は
、
た
だ
、
父
の
お
に
お
に
し
き
を
よ
く
み

心
と
れ
。
母
君
は
必
ず
よ
、
い
と
ほ
し
み
た
ま
ひ
て
ん
」
と
て
、
よ
そ
ほ

ひ
と
り
つ
く
ろ
ひ
て
、
駕
に
の
る
ま
で
万
を
し
へ
き
こ
ゆ
。
元
輔
麻
が
み

し
も
正
し
く
て
、
刀
わ
き
ざ
し
横
た
へ
、「
又
五
日
と
い
ふ
日
に
は
か
へ

り
こ
ん
を
、
あ
ま
り
に
言
長
し
」
と
て
、
母
を
せ
い
し
か
ね
た
り
。
む
す

め
た
だ
ゑ
み
さ
か
え
て
、「
や
が
て
又
参
ら
ん
」
と
て
駕
に
か
き
の
せ
ら

れ
行
く
。
元
す
け
そ
ひ
て
出
づ
れ
ば
、
母
は
門
火
た
き
て
う
れ
し
げ
也
。

 

（「
死
首
の
咲
顔
」）

は
ゝ
君
、
え
た
へ
ず
お
き
出
て
、「
女
は
よ
き
家
に
め
と
ら
る
ゝ
と
も
、

又
其
家
の
を
し
へ
を
い
た
ゞ
き
て
、
お
の
が
心
な
る
世
は
な
き
者
也
。
た

ま
〳
〵
義
と
信
と
の
為
に
刃
に
ふ
し
、
く
び
れ
な
ど
す
る
を
、
烈
女
と
て

か
た
り
つ
た
へ
し
も
、
お
も
へ
、
そ
れ
身
幸
ひ
な
き
も
の
ゝ
死
に
せ
ま
り

た
る
に
て
、
を
み
な
し
か
ら
ぬ
も
の
に
て
、
是
に
か
ぞ
へ
あ
げ
ら
れ
ほ
ま

れ
有
む
は
、
貞
操
に
か
へ
て
命
を
お
と
し
、
孝
忠
に
た
が
ふ
罪
か
ろ
か
ら

ず
。
今
か
く
帰
る
べ
か
ら
ぬ
迷
ひ
路
に
入
た
る
は
い
と
苦
し
か
ら
め
。
と

く
ゆ
け
」
と
て
、
涙
見
せ
ず
奥
に
ゐ
ざ
り
入
給
ふ
。
せ
う
と
、「
ま
よ
ひ

路
な
れ
ど
一
筋
也
。
我
さ
す
枝
折
に
つ
き
て
こ
よ
」
と
て
、
さ
き
に
立
て

出
。 

（「
ま
す
ら
を
物
語
」）

　
【
場
面
六
】
で
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
宗
と
五
蔵
の
恋
愛
は
母
と
兄
・
元
助

に
許
容
さ
れ
て
い
る
。
一
方
で
、
弟
姫
と
右
内
の
恋
愛
は
、
団
次
の
態
度
を
引

き
合
い
に
し
て
母
親
か
ら
反
対
さ
れ
て
い
る
。
続
い
て
、【
場
面
七
】
で
は
宗

と
五
蔵
の
結
婚
を
祝
福
す
る
元
助
一
家
と
、
弟
姫
の
死
、
そ
し
て
そ
れ
が
「
貞

操
に
か
へ
て
命
を
お
と
し
、
孝
忠
に
た
が
ふ
罪
」
で
あ
る
こ
と
を
強
く
意
識
し

た
源
太
一
家
の
姿
が
読
み
取
れ
る
。

　

以
上
、
作
品
に
お
け
る
描
写
の
差
異
か
ら
、「
宗
と
五
蔵
／
弟
姫
と
右
内
」

の
男
女
の
関
係
性
が
、「
女
側
の
家
に
ど
う
受
け
取
ら
れ
」、
そ
れ
を
踏
ま
え

「
何
を
目
的
と
し
て
行
動
し
て
い
く
か
」
と
い
う
違
い
が
分
か
る
。
つ
ま
り
、

五
蔵
と
宗
の
二
人
が
結
ば
れ
る
こ
と
、
婚
姻
関
係
を
目
指
す
の
が
元
助
一
家
の

姿
勢
で
あ
り
、
右
内
へ
の
不
満
を
共
有
し
、
弟
姫
の
選
択
に
心
を
痛
め
な
が
ら

も
、
弟
姫
の
希
望
を
叶
え
る
こ
と
を
目
指
す
の
が
源
太
一
家
の
姿
勢
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
両
作
品
は
「
源
太
騒
動
」
と
い
う
同
素
材
を
用
い
な
が
ら
も

「
元
助
一
家
／
源
太
一
家
」
が
斬
首
事
件
を
起
こ
す
に
至
る
経
緯
と
目
的
、
そ

れ
と
共
鳴
し
て
描
か
れ
る
家
族
像
も
明
ら
か
に
異
な
っ
て
お
り
、
作
者
が
両
家

を
意
図
し
て
描
き
分
け
て
い
る
の
は
明
確
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
騒
動
の
主
体
と

し
て
物
語
の
核
を
担
う
家
族
の
姿
に
は
二
つ
の
作
品
内
で
大
き
な
差
異
が
あ

り
、
別
の
趣
旨
を
以
て
書
き
分
け
ら
れ
た
作
品
と
考
え
ら
れ
る
。
以
上
の
こ
と

か
ら
、「
死
首
の
咲
顔
」
と
「
ま
す
ら
を
物
語
」
と
は
、
別
個
の
作
品
と
し
て

切
り
離
し
て
読
む
こ
と
が
適
切
で
あ
る
と
結
論
し
た
い
。

三
、
元
助
一
家
と
五
曽
次
一
家
の
形
象

　

次
に
、「
死
首
の
咲
顔
」
の
構
造
及
び
主
題
に
つ
い
て
、
登
場
人
物
の
描
か

れ
方
に
着
目
し
な
が
ら
検
討
す
る（
８
）。

　

ま
ず
、
元
助
一
家
の
人
物
像
に
つ
い
て
見
て
い
き
た
い
。
前
述
の
と
お
り
、

宗
は
た
だ
一
途
に
五
蔵
を
思
い
続
け
る
娘
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
盲
目
な
ま
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で
に
一
貫
し
た
五
蔵
へ
の
気
持
ち
は
、
親
の
手
伝
い
を
怠
ら
ず
、
文
字
の
読
み

書
き
に
も
励
み
、
五
蔵
に
教
え
を
乞
い
意
欲
的
に
学
ぶ
と
い
っ
た
、
こ
の
健
気

さ
や
熱
心
さ
が
実
直
に
表
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
宗
は
「
た
の
も
し

人
」
と
な
っ
た
五
蔵
の
「
兼
ね
て
の
心
あ
つ
き
」
を
頼
り
に
、
五
蔵
へ
の
思
い

を
募
ら
せ
て
い
く
。

　

元
助
は
、
同
族
の
老
人
か
ら
「
志
た
か
き
ま
す
ら
を
也
」
と
評
さ
れ
て
い
る
。

「
ま
す
ら
を
」
は
「
男
ら
し
く
立
派
な
男
子
」
の
意
で
あ
る
。
こ
の
言
葉
は
古

代
の
和
歌
で
は
「
ま
す
ら
を
や
片
恋
せ
む
と
嘆
け
ど
も
醜
の
ま
す
ら
を
な
ほ
恋

に
け
り
」（『
万
葉
集
』
巻
第
二
）
や
、「
梓
弓
引
き
て
緩
へ
ぬ
ま
す
ら
を
や
恋

と
い
ふ
も
の
を
忍
び
か
ね
て
む
」（『
万
葉
集
』
巻
第
十
二
）
の
よ
う
に
用
い
ら

れ
て
お
り
、「
恋
に
と
ら
わ
れ
る
こ
と
な
ど
な
い
雄
々
し
さ
が
そ
の
典
型
的
な

姿
と
考
え
ら
れ
て
い
た
」（『
角
川
古
語
辞
典
』）
よ
う
で
あ
る
。
宗
が
病
み
臥

せ
っ
た
当
初
の
「
若
き
ま
ま
に
心
に
か
け
ず
」
と
い
う
態
度
、
そ
し
て
五
蔵
の

来
訪
に
よ
り
体
調
を
回
復
し
た
宗
に
対
す
る
「
う
そ
ぶ
き
て
の
み
」
と
い
っ
た

態
度
は
、
元
助
が
持
つ
「
ま
す
ら
を
性
」
に
起
因
す
る
も
の
と
理
解
で
き
よ
う
。

恋
に
と
ら
わ
れ
な
い
「
ま
す
ら
を
」
で
あ
る
元
助
は
、
宗
の
恋
煩
い
の
重
大
さ

に
鈍
感
で
あ
り
、
宗
が
病
か
ら
立
ち
直
っ
た
と
い
う
喜
ば
し
い
状
況
に
あ
っ
て

も
、
妹
や
五
蔵
が
恋
愛
に
翻
弄
さ
れ
る
様
子
を
正
面
か
ら
肯
定
で
き
な
か
っ
た

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
元
助
は
、
五
蔵
の
「
せ
う
と
の
御
心
た
の
も
し
く
は

か
ら
ひ
て
た
べ
」
と
い
う
正
式
な
嫁
入
り
の
話
を
直
接
持
ち
掛
け
ら
れ
て
は
じ

め
て
、
宗
と
五
蔵
の
関
係
を
積
極
的
に
進
め
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

　

元
助
母
は
、
一
家
の
た
め
に
「
お
の
が
た
め
な
ら
ず
」
働
く
母
親
と
し
て
設

定
さ
れ
て
い
る
。
宗
の
病
因
を
見
抜
く
ほ
か
、
宗
の
喜
び
の
感
情
に
呼
応
し
て

「
い
と
い
と
よ
ろ
こ
ぶ
」、「
よ
ろ
こ
び
の
立
ち
ま
ひ
し
て
」、「
門
火
た
き
て
う

れ
し
げ
也
」
と
描
写
さ
れ
る
。
宗
の
門
出
を
待
ち
わ
び
て
い
た
こ
と
か
ら
も
、

宗
の
思
い
の
成
就
を
願
う
様
子
が
う
か
が
え
る
。
元
助
母
は
、
宗
の
嫁
入
り
当

日
の
朝
に
「
我
も
わ
か
き
む
か
し
の
う
れ
し
さ
、
露
わ
す
ら
れ
ず
ぞ
あ
る
」
と
、

自
分
と
娘
の
宗
を
重
ね
合
わ
せ
る
か
の
よ
う
な
発
言
を
す
る
。
元
助
母
が
家
族

で
あ
る
娘
の
心
情
に
対
し
当
事
者
の
如
く
寄
り
添
う
言
動
は
、「
お
の
が
た
め

な
ら
ず
」
と
い
う
性
質
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

　

以
上
を
踏
ま
え
、
元
助
一
家
の
結
合
に
つ
い
て
考
え
て
い
き
た
い
。
元
助
ら

が
結
束
を
強
め
た
の
は
、
宗
の
死
期
が
迫
り
、
正
式
な
「
結
婚
」
と
い
う
共
通

の
目
的
が
明
確
な
も
の
と
な
っ
て
か
ら
で
あ
る
。
夫
婦
の
約
束
を
し
つ
つ
も
二

者
間
の
「
恋
愛
」
に
留
ま
っ
て
い
た
二
人
の
関
係
は
、
宗
の
危
篤
を
知
り
や
っ

て
来
た
五
蔵
が
結
婚
へ
の
具
体
的
な
意
思
表
示
を
し
た
こ
と
で
変
化
す
る
。
五

蔵
に
よ
る
翌
朝
の
輿
入
れ
の
提
案
を
経
て
、
現
実
的
な
「
婚
姻
」
の
関
係
へ
と

発
展
し
た
の
で
あ
る
。

　

若
い
男
女
二
人
の
恋
愛
関
係
は
、
女
側
に
死
期
が
迫
っ
た
こ
と
を
き
っ
か
け

に
正
式
な
婚
姻
関
係
に
改
め
ら
れ
、
両
者
の
家
族
を
巻
き
込
ん
で
い
く
。「
ち

ち
母
の
ま
へ
に
て
、
入
り
さ
き
よ
か
ら
ん
ぞ
、
せ
め
て
ね
が
ふ
な
り
。
せ
う
と

の
御
心
た
の
も
し
く
は
か
ら
ひ
て
た
べ
」
と
い
う
五
蔵
の
発
言
は
、
そ
ん
な
婚

姻
と
い
う
制
度
の
特
徴
を
よ
く
表
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
そ
れ
を
裏
付
け
る
よ

う
に
行
わ
れ
る
の
が
嫁
入
り
前
日
の
婚
儀
や
、
当
日
の
正
装
、
初
里
帰
り
へ
の

言
及
と
い
っ
た
儀
式
的
な
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
段
階
を
経
て
、
元
助
個

人
か
ら
見
た
宗
と
五
蔵
と
の
つ
な
が
り
は
、「
ま
す
ら
を
性
か
ら
遠
い
不
安
定

な
恋
愛
関
係
」
か
ら
、「
結
婚
儀
礼
を
経
た
正
式
な
間
柄
」
へ
と
変
化
し
て
い

き
、
二
人
の
婚
姻
を
進
め
て
い
く
積
極
性
に
繋
が
っ
て
い
く
。
そ
し
て
五
蔵
を

思
い
続
け
る
宗
、
そ
の
宗
の
気
持
ち
に
寄
り
添
う
母
親
と
、
性
格
や
価
値
観
が

完
全
に
は
一
致
し
な
い
面
々
で
は
あ
る
が
、
考
え
方
や
立
場
が
違
う
中
で
、
宗

の
危
篤
を
き
っ
か
け
に
浮
上
し
た
「
五
蔵
と
宗
の
結
婚
」
と
い
う
目
標
を
共
有
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す
る
こ
と
で
結
束
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
そ
の
過
程
に
は
宗
の
容
態
の
悪
化
が

あ
る
が
、
そ
れ
に
対
す
る
「「
け
ふ
あ
す
よ
」
と
母
兄
は
な
げ
き
て
」
と
い
う

反
応
は
、
宗
の
死
が
一
家
に
眼
前
の
危
機
と
し
て
共
有
さ
れ
、
直
接
的
に
受
容

さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
よ
う
。

　

次
に
、
五
曽
次
一
家
の
人
物
像
を
見
て
い
き
た
い
。
五
蔵
は
生
来
の
「
宮
こ

人
」
で
、
武
芸
に
も
通
じ
る
文
武
両
道
の
青
年
で
あ
る
。
優
し
い
風
貌
に
似
合

わ
ぬ
雄
々
し
さ
を
持
ち
、
人
の
た
め
に
役
立
つ
こ
と
を
常
に
考
え
、
礼
儀
正
し

く
、
貧
し
い
者
に
は
力
を
貸
す
こ
と
に
尽
力
し
て
い
た
。
五
蔵
は
宗
と
の
恋
愛

に
つ
い
て
「
こ
の
事
、
父
は
は
ゆ
る
し
た
ま
は
ず
と
も
、
お
も
ふ
心
あ
れ
ば
、

必
ず
よ
我
よ
く
せ
ん
」
な
ど
と
愛
を
誓
い
な
が
ら
、
そ
の
一
方
で
両
親
の
前
で

は
「
た
だ
今
、
心
を
あ
ら
た
め
て
ん
。
罪
い
か
に
も
赦
し
た
う
べ
よ
」
と
謝
罪

し
て
い
る
。
様
々
な
性
質
を
併
せ
持
つ
五
蔵
は
、
物
事
の
価
値
基
準
を
複
数
内

包
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
宗
へ
の
愛
と
両
親
の
意
向
の
間
に
迷
い
、
追
い
込
ま

れ
て
い
く
。

　

五
曽
次
は
「
お
に
お
に
し
き
」「
鬼
の
口
あ
り
た
け
に
は
だ
け
て
」
な
ど
、

繰
り
返
し
鬼
と
形
容
さ
れ
、
金
儲
け
に
目
が
無
い
非
道
な
人
物
と
し
て
描
か
れ

る
。
貧
乏
な
元
助
一
家
を
軽
蔑
し
て
お
り
、
一
人
息
子
で
あ
る
五
蔵
が
宗
と
恋

愛
関
係
を
築
い
て
い
る
こ
と
に
不
満
を
抱
い
て
い
る
。
貧
乏
な
元
助
一
家
の
娘

と
し
て
宗
を
「
あ
さ
ま
し
き
者
の
娘
」
と
罵
り
、
五
蔵
が
家
業
に
取
り
組
み
始

め
た
際
に
は
「
渋
ぞ
め
の
物
似
あ
ひ
し
は
、
福
の
神
の
御
仕
き
せ
な
り
」
と
喜

ぶ
。

　

五
蔵
母
の
人
と
な
り
に
つ
い
て
詳
細
に
述
べ
た
記
述
は
な
い
。
作
中
で
は
、

五
蔵
と
五
曽
次
の
仲
を
取
り
な
す
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
五
蔵
が
宗
の
元
へ

行
く
の
を
阻
止
し
て
「
ま
づ
し
き
人
の
家
に
は
、
ふ
つ
に
ゆ
き
そ
」
と
指
示
し

た
か
と
思
え
ば
、
五
蔵
が
家
に
仕
え
る
宣
言
を
し
た
後
は
「
神
の
む
す
び
た
ま

ふ
縁
な
ら
ば
、
つ
ひ
の
あ
ふ
せ
あ
る
べ
し
」
と
言
い
慰
め
て
お
り
、
五
蔵
母
の

真
意
そ
の
も
の
は
判
明
さ
せ
づ
ら
い
。
し
か
し
、
五
曽
次
の
譴
責
を
な
だ
め
五

蔵
を
庇
っ
て
い
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
夫
と
息
子
の
調
停
を
行
う
こ
と
に
気
を

配
る
母
親
と
し
て
捉
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　

以
上
を
踏
ま
え
る
と
、
五
曽
次
一
家
の
結
束
は
、
五
蔵
が
主
に
父
親
の
要
求

を
汲
み
、
自
己
の
言
動
を
制
限
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
維
持
さ
れ
て
い
る
と
分
か

る
。
五
蔵
は
五
曽
次
の
言
い
つ
け
と
母
親
の
仲
裁
に
よ
っ
て
、
宗
へ
の
思
い
だ

け
で
な
く
書
物
を
好
み
学
ぶ
と
い
う
自
ら
の
趣
向
さ
え
も
抑
制
し
、
本
来
の
自

分
と
は
全
く
異
な
る
父
親
の
価
値
観
に
合
わ
せ
、
従
う
よ
う
に
な
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
五
蔵
は
「
我
が
家
は
宝
つ
み
て
、
く
づ
る
ま
じ
き
父
の
守

り
也
」
と
い
っ
た
「
富
」
を
重
要
視
す
る
父
親
の
信
条
自
体
に
賛
同
し
て
い
る

わ
け
で
は
な
い
。
た
だ
「
父
は
は
に
つ
か
へ
ず
し
て
出
で
ゆ
か
ん
が
、
わ
り
な

き
事
」
と
い
う
考
え
か
ら
、
親
の
指
示
に
従
う
の
で
あ
る
。
宗
の
危
篤
が
「
兼

ね
て
思
ひ
し
事
」
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
五
蔵
は
宗
へ
の
思
い
を
継
続
し
た
ま

ま
、
断
ち
切
れ
な
い
で
い
た
。
五
蔵
の
宗
の
も
と
に
通
う
行
動
を
制
限
さ
せ
た

「
孝
」
の
力
も
、
五
蔵
の
宗
に
対
す
る
心
の
内
ま
で
縛
る
こ
と
は
で
き
て
い
な

か
っ
た
と
言
え
る
。

　

そ
ん
な
五
蔵
の
思
い
を
よ
そ
に
、
五
曽
次
一
家
の
動
向
は
、「
家
業
を
持
続

さ
せ
、
富
や
財
宝
な
ど
金
銭
を
手
に
入
れ
る
こ
と
」
を
最
重
要
と
す
る
五
曽
次

に
委
ね
ら
れ
て
い
る
。
付
き
従
う
五
蔵
や
五
蔵
母
は
、
五
曽
次
の
価
値
観
を

「
五
曽
次
に
合
わ
せ
て
」
受
容
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
ま
た
、
五
蔵
母
は
宗

に
関
し
て
五
蔵
に
「
ご
縁
が
あ
れ
ば
」
と
言
い
慰
め
る
が
、
そ
れ
以
上
の
動
き

は
し
な
い
。
親
子
関
係
の
維
持
に
努
め
る
も
の
の
、
そ
の
姿
勢
は
消
極
的
で
あ

る
。
結
果
と
し
て
五
曽
次
一
家
は
、
家
族
間
の
齟
齬
を
根
本
的
に
解
消
せ
ぬ
ま

ま
、
五
蔵
に
負
荷
を
強
い
る
状
態
で
家
族
と
し
て
の
均
衡
を
保
っ
て
い
た
の
で
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あ
る
。

　

こ
こ
ま
で
の
考
察
を
念
頭
に
置
き
つ
つ
二
つ
の
家
を
比
較
し
た
場
合
、「
宗

の
生
命
の
危
機
を
共
有
し
、
共
に
結
婚
を
推
し
進
め
る
元
助
一
家
」
と
、「
財

産
に
こ
だ
わ
る
五
曽
次
の
価
値
観
に
合
わ
せ
、
家
業
を
維
持
す
る
五
曽
次
一

家
」
の
姿
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
元
助
一
家
は
嫁
入
り
の
前
夜
、「
お
や
子

三
人
、
こ
よ
ひ
の
月
の
ひ
か
り
に
、
何
事
を
も
か
た
り
あ
か
」
し
た
。
一
方
で

五
曽
次
ら
は
「
れ
い
の
門
、
立
て
こ
め
ら
れ
ん
よ
」
と
門
限
に
合
わ
せ
帰
宅
し

た
五
蔵
が
、
実
は
宗
と
の
結
婚
を
取
り
決
め
て
い
た
と
は
知
る
由
も
な
か
っ
た

の
で
あ
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
元
助
一
家
は
五
曽
次
一
家
と
並
列
に
比
較
し
う
る
存
在
で

あ
り
、
決
し
て
副
次
的
な
存
在
と
し
て
描
か
れ
て
は
い
な
い
と
分
か
る
。

　

ま
た
羽
倉
本
で
は
、
五
曽
次
親
子
の
関
係
性
は
文
化
五
年
本
と
共
通
し
な
が

ら
も
、
二
者
間
の
応
酬
は
文
化
五
年
本
の
如
く
丁
寧
に
は
描
か
れ
な
い
。
こ
の

事
実
も
、「
死
首
の
咲
顔
」
の
主
眼
が
五
蔵
ら
に
限
定
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い

こ
と
の
裏
付
け
と
し
て
述
べ
て
お
き
た
い
。

四
、「
ゑ
み
た
る
」
宗
が
示
唆
す
る
も
の

　

続
い
て
、
宗
の
形
象
に
つ
い
て
探
っ
て
い
き
た
い
。
ま
ず
、
宗
の
病
気
の
要

因
に
つ
い
て
検
討
す
る
た
め
に
、
改
め
て
物
語
の
流
れ
を
整
理
す
る
。
当
初
、

五
曽
次
の
反
対
か
ら
宗
と
五
蔵
の
間
に
は
距
離
が
生
ま
れ
、
恋
愛
関
係
は
停
滞

し
て
い
た
。
そ
の
状
況
下
で
事
態
が
動
い
た
の
は
、
宗
が
病
に
陥
っ
た
こ
と
が

原
因
で
あ
っ
た
。
宗
の
母
と
兄
は
宗
の
病
状
を
見
か
ね
、
恋
愛
相
手
で
あ
る
五

蔵
の
元
に
使
い
を
寄
こ
し
た
。
そ
れ
を
受
け
、
五
蔵
は
宗
の
元
へ
と
や
っ
て
来

た
。
つ
ま
り
、
宗
の
病
気
が
五
蔵
を
宗
の
元
に
運
ん
だ
と
言
え
る
。
さ
ら
に
、

そ
の
病
気
は
五
蔵
へ
の
思
い
を
募
ら
せ
た
恋
煩
い
で
あ
る
こ
と
か
ら
考
え
れ

ば
、
宗
の
五
蔵
に
対
す
る
思
い
こ
そ
が
、
元
助
一
家
を
は
じ
め
と
し
て
五
蔵
を

も
動
か
し
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

　

羽
倉
本
に
お
い
て
も
宗
の
病
気
の
由
来
は
恋
に
よ
る
精
神
的
な
負
担
か
ら
く

る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
仄
め
か
さ
れ
、「
く
す
り
は
あ
た
ふ
べ
き
に
あ
ら
ず
」

（
文
化
五
年
本
）、「
薬
の
ま
す
と
も
、
た
の
ま
れ
ね
」（
羽
倉
本
）
と
、「
薬
を

当
て
に
で
き
な
い
」
と
言
及
さ
れ
る
部
分
も
共
通
し
て
い
る
。
五
蔵
へ
の
恋
が

病
に
発
展
す
る
程
に
思
い
煩
う
宗
の
一
途
な
姿
は
、
描
か
れ
る
べ
く
し
て
描
か

れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

　

宗
の
態
度
の
一
貫
性
は
、
本
文
の
描
写
か
ら
も
窺
え
る
。
五
蔵
が
見
舞
い
に

訪
れ
励
ま
さ
れ
た
後
は
「
母
に
せ
う
と
に
ゑ
み
た
て
ま
つ
り
」、
五
蔵
の
差
し

出
し
た
鯛
を
見
て
「
打
ち
ゑ
み
」、
婚
儀
の
盃
を
受
け
た
際
は
「
い
と
う
れ
し

げ
」
な
様
子
で
あ
っ
た
。
嫁
入
り
の
朝
は
駕
に
載
せ
ら
れ
「
た
だ
ゑ
み
さ
か
え

て
」
五
蔵
の
元
へ
向
か
い
、
命
を
落
と
し
た
結
末
部
で
宗
の
首
は
「
ゑ
み
た
る

ま
ま
」
と
表
現
さ
れ
る
。

　

こ
こ
で
着
目
し
た
い
の
が
、「
ゑ
む
」
と
い
う
一
つ
の
キ
ー
ワ
ー
ド
で
あ
る
。

作
中
で
宗
以
外
の
登
場
人
物
が
喜
び
の
感
情
を
示
す
場
合
に
は
「
よ
ろ
こ
ぶ
」、

「
う
れ
し
げ
」
と
い
っ
た
語
句
で
示
さ
れ
、「
ゑ
む
」
が
用
い
ら
れ
る
の
は
、
宗

た
だ
一
人
の
み
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
題
号
「
死
首
の
咲
顔
」
の
「
死
首
」
は
明

ら
か
に
宗
を
指
す
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
を
含
め
れ
ば
こ
の
物
語
に
は
「
ゑ

む
」
に
関
連
す
る
語
が
、
五
回
繰
り
返
し
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
場

面
に
つ
い
て
見
て
み
る
と
、「
ゑ
む
」
が
用
い
ら
れ
る
状
況
は
、
五
蔵
に
会
っ

て
い
る
時
や
五
蔵
の
家
に
向
か
う
時
な
ど
、
五
蔵
に
関
わ
る
事
項
に
集
中
し
て

い
る
。
そ
し
て
、
逆
に
五
蔵
に
会
え
ず
に
い
る
時
は
体
調
を
崩
し
て
お
り
、
宗

の
感
情
は
五
蔵
と
の
関
係
と
連
動
し
、
明
瞭
に
描
か
れ
て
い
る
と
分
か
る
。
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羽
倉
本
に
お
い
て
は
、「
ゑ
む
」
と
い
う
動
詞
は
「
五
藏
ハ
首
と
り
上
て
見

れ
は
、
ゑ
ミ
た
る
顔
に
う
れ
し
さ
も
ま
さ
る
」
と
い
う
文
中
に
登
場
す
る
。
文

化
五
年
本
の
よ
う
に
多
用
さ
れ
て
は
い
な
い
も
の
の
、
宗
に
単
独
的
に
使
わ
れ

た
言
葉
で
あ
る
こ
と
は
共
通
し
て
い
る
。
羽
倉
本
に
は
宗
の
戒
名
が
登
場
し
、

「
貞
松
宗
信
比
丘
尼
」
と
い
う
。「
貞
松
」
と
は
「
松
樹
を
貞
木
と
い
ふ
こ
と
は
、

ま
さ
し
く
人
の
た
め
に
、
彼
木
の
貞
心
あ
る
に
は
あ
ら
ず
。
霜
雪
の
は
げ
し
き

に
も
色
を
あ
ら
た
め
ず
、
い
つ
も
み
ど
り
な
れ
ば
、
こ
れ
を
貞
心
に
く
ら
ぶ
る

也
」（『
古
今
著
聞
集
』）
と
い
う
よ
う
に
、
人
の
貞
操
が
あ
る
こ
と
を
比
喩
し

て
用
い
る
言
葉
で
あ
る
。
五
蔵
か
ら
の
便
り
が
途
絶
え
病
に
陥
る
窮
地
に
立
た

さ
れ
て
も
、
不
平
不
満
を
言
う
こ
と
な
く
五
蔵
を
信
じ
て
待
ち
続
け
た
宗
の
様

子
を
よ
く
言
い
表
し
て
い
る
。

　

つ
ま
り
、「
ゑ
む
」
は
宗
の
一
貫
性
を
象
徴
す
る
言
葉
で
あ
り
、
か
つ
題
号

に
も
関
わ
る
言
葉
と
し
て
、
重
要
な
キ
ー
ワ
ー
ド
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
読

み
手
は
こ
の
物
語
に
お
け
る
宗
の
在
り
様
を
、「
ゑ
む
」
と
い
う
態
度
か
ら
窺

い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
一
つ
の
言
葉
を
意
図
的
に
宗
に
限
定
し
て
付
与

す
る
こ
と
で
、
五
蔵
へ
の
思
慕
を
終
始
貫
く
と
い
う
宗
の
個
が
浮
き
彫
り
に
な

る
。
宗
の
姿
は
、
文
化
五
年
本
に
お
い
て
は
さ
ら
に
「
ゑ
む
」
の
多
用
を
通
し

て
、
羽
倉
本
に
お
い
て
は
戒
名
に
含
ま
れ
る
言
葉
の
意
味
か
ら
、
作
為
的
に
描

か
れ
た
も
の
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

　

こ
の
よ
う
な
宗
の
形
象
を
捉
え
た
と
き
、
そ
の
他
の
登
場
人
物
の
姿
は
ど
の

よ
う
に
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
。
前
章
で
は
元
助
一
家
と
五
曽

次
一
家
の
結
合
の
手
掛
か
り
を
、
前
者
は
宗
の
生
命
に
、
後
者
は
五
曽
次
の
価

値
観
に
あ
る
こ
と
を
見
出
し
た
。
そ
れ
ら
を
前
提
と
す
れ
ば
、
両
家
は
そ
れ
ぞ

れ
宗
と
五
曽
次
を
中
心
人
物
と
し
て
団
結
し
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。
よ
っ

て
、
こ
の
二
人
を
比
較
し
て
み
た
い
。
次
の
場
面
は
、
宗
に
会
っ
た
五
蔵
を
叱

責
し
た
後
に
妻
に
た
し
な
め
ら
れ
た
際
と
、
羽
倉
本
に
お
い
て
元
助
が
宗
の
首

を
刎
ね
た
際
の
五
曽
次
の
様
子
で
あ
る
。

　

 

【
場
面
八
】

母
と
り
さ
へ
て
、「
先
づ
、
我
が
と
こ
ろ
に
こ
よ
。
よ
ん
べ
よ
り
の
た
ま

ひ
し
事
、
つ
ば
ら
か
に
云
ひ
き
か
せ
て
後
、
と
も
か
う
も
な
る
べ
し
」。

曾
二
い
か
り
に
ら
み
た
る
も
、
さ
す
が
に
子
と
お
も
ひ
て
、
お
の
が
所
へ

入
る
。
母
な
く
な
く
意
見
ま
め
や
か
也
。

　

 

【
場
面
九
】

や
と
一
聲
に
首
ハ
膝
の
上
に
落
ぬ
。
鬼
曽
二
迯
ま
と
ひ
、
我
ハ
ゆ
る
せ
と

て
、
見
く
る
し
き
を
、
家
の
者
等
ハ
に
く
む
〳
〵
。（
羽
倉
本
）

　

こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
五
曽
次
は
一
番
に
富
を
基
準
と
し
て
動
く
人

物
で
あ
る
。
し
か
し
、【
場
面
八
】
で
は
一
人
息
子
に
対
し
て
勘
当
を
言
い
渡

す
こ
と
を
迷
い
、【
場
面
九
】
で
は
自
分
の
身
を
守
る
こ
と
に
必
死
に
な
っ
て

い
る
。
自
分
の
反
対
を
よ
そ
に
貧
乏
な
家
の
娘
の
元
に
行
っ
た
息
子
を
一
時
的

に
見
逃
し
、
或
い
は
貧
し
さ
か
ら
侮
蔑
し
て
い
た
元
助
を
相
手
に
命
乞
い
を
し

て
い
る
。
五
曽
次
は
自
ら
の
価
値
観
を
徹
底
的
に
貫
く
に
至
っ
て
い
な
い
。

　

流
動
的
に
己
の
欲
望
や
葛
藤
に
揺
れ
言
動
を
変
じ
る
五
曽
次
ら
を
通
し
て
、

自
ら
の
思
い
を
直
情
的
に
貫
き
通
し
た
宗
の
姿
は
強
か
に
浮
か
び
上
が
っ
て
く

る
の
で
あ
る
。
宗
と
五
曽
次
を
家
の
結
合
の
要
因
を
握
る
人
物
と
し
て
捉
え
比

較
し
た
と
き
、
そ
の
対
照
性
は
こ
の
よ
う
な
気
骨
の
有
無
に
見
る
こ
と
が
で
き

る
。

　

宗
の
「
ゑ
む
」
と
い
う
一
見
柔
和
な
仕
草
の
そ
の
裏
に
は
、
同
時
に
自
ら
を

生
命
の
危
機
に
向
か
わ
せ
る
ほ
ど
に
首
尾
一
貫
し
た
、「
た
け
だ
け
し
」
く
強

固
な
五
蔵
へ
の
思
い
が
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
掛
け
離
れ
た
よ
う
に
思
わ

れ
る
こ
の
二
つ
の
要
素
は
、
宗
と
い
う
一
人
の
貞
淑
た
る
個
人
を
観
察
す
る
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と
、
自
然
と
一
直
線
上
に
繋
が
る
。
そ
の
現
象
が
そ
の
ま
ま
体
現
さ
れ
た
の
が

「
ゑ
み
た
る
死
首
」
と
い
う
モ
チ
ー
フ
で
あ
る
と
考
え
れ
ば
、
題
号
の
由
来
を

こ
こ
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

五
、「
家
族
」
と
「
個
人
」
の
在
り
方

　

た
だ
し
、
先
に
示
し
た
宗
と
五
曽
次
の
在
り
方
の
相
違
を
、
元
助
一
家
と
五

曽
次
一
家
と
の
家
の
対
立
と
し
て
捉
え
る
の
は
早
計
で
あ
ろ
う
。
五
曽
次
一
家

が
不
調
和
の
状
態
に
あ
る
一
方
で
、
元
助
一
家
も
完
全
に
一
体
化
し
た
家
庭
と

し
て
描
か
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
は
前
述
し
た
と
お
り
で
あ
る
。
宗
の

死
は
、
意
図
さ
れ
強
制
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
一
途
な
思
い
故
に
病
魔
に
見

舞
わ
れ
る
と
い
う
「
成
り
行
き
」
か
ら
発
生
し
た
も
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、

宗
の
死
は
「
思
想
」
と
し
て
で
は
な
く
現
実
に
差
し
迫
っ
た
「
出
来
事
」
と
し

て
家
族
に
受
け
止
め
ら
れ
る
。
そ
し
て
結
婚
を
進
め
る
動
機
と
な
り
、
同
時
に

宗
個
人
の
意
思
の
強
度
の
証
明
と
し
て
機
能
す
る
。
元
助
一
家
は
、
あ
く
ま
で

己
の
価
値
観
や
立
場
と
い
う
個
を
持
っ
た
上
で
協
力
し
合
っ
て
い
る
。

　

中
心
人
物
た
る
宗
と
五
曽
次
と
の
比
較
か
ら
元
助
一
家
と
五
曽
次
一
家
と
の

間
に
は
対
立
関
係
を
見
出
せ
る
一
方
で
、
無
視
で
き
な
い
共
通
点
が
あ
る
。
そ

れ
は
「
一
人
一
人
が
、
家
族
の
一
員
で
あ
る
以
前
に
そ
れ
ぞ
れ
の
思
惑
を
宿
す

明
確
な
個
人
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
」
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
に
指
摘
し
た

両
家
の
相
違
は
、
こ
の
共
通
性
を
前
提
と
し
て
立
ち
の
ぼ
っ
て
来
る
も
の
で
あ

る
。
そ
れ
は
、
お
互
い
の
個
を
維
持
し
た
ま
ま
に
連
携
す
る
元
助
一
家
と
、
五

蔵
の
個
を
犠
牲
に
取
り
持
た
れ
た
五
曽
次
一
家
の
姿
で
あ
る
。
個
々
の
人
物
像

と
家
族
結
合
の
由
来
を
辿
る
こ
と
で
、
こ
の
構
造
が
見
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

そ
れ
で
は
、
こ
の
家
族
の
在
り
方
は
物
語
展
開
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え

て
い
る
で
あ
ろ
う
か
。
次
は
、
五
蔵
が
父
親
・
五
曽
次
の
目
前
で
宗
が
自
分
の

妻
で
あ
る
こ
と
を
宣
言
す
る
場
面
で
あ
る
。

　

 

【
場
面
十
】

五
蔵
、「
い
か
に
も
し
た
ま
へ
。
こ
の
女
、
我
が
つ
ま
也
。
追
ひ
出
さ
る

れ
ば
、
こ
こ
よ
り
手
と
り
て
出
で
ん
と
、
兼
ね
て
思
ふ
に
た
が
は
ざ
る
こ

の
あ
し
た
也
。
い
ざ
」
と
い
ひ
て
、
手
と
り
て
出
づ
べ
く
す
。

こ
の
五
蔵
の
主
張
は
、
こ
の
切
迫
し
た
場
を
つ
く
り
あ
げ
、
自
身
の
一
徹
し
た

思
い
か
ら
死
の
間
際
に
身
を
置
く
ま
で
に
至
っ
た
宗
に
よ
っ
て
掻
き
出
さ
れ

た
、
五
蔵
個
人
と
し
て
の
欲
求
で
あ
る
。
宗
は
意
図
せ
ず
自
ら
の
生
命
を
切
り

札
と
し
て
用
い
、
五
蔵
を
五
曽
次
の
元
か
ら
引
き
剝
が
す
こ
と
に
成
功
し
て
い

る
。
五
蔵
は
心
中
で
は
宗
を
諦
め
切
れ
ず
に
い
な
が
ら
、
表
面
的
に
は
親
に

従
っ
て
い
た
。
言
い
換
え
る
な
ら
ば
、
こ
れ
は
親
子
間
の
意
思
疎
通
が
不
可
能

に
な
っ
て
い
た
こ
と
の
現
れ
で
あ
ろ
う
。
元
助
一
行
が
嫁
入
り
の
為
に
や
っ
て

来
た
こ
と
を
知
っ
た
五
曽
次
は
、
次
の
よ
う
に
責
め
立
て
て
い
た
。

　

 

【
場
面
十
一
】

鬼
の
口
あ
り
た
け
に
は
だ
け
て
、「
何
事
を
云
ふ
ぞ
。
妹
に
我
が
子
が
目

か
け
し
と
云
ふ
事
き
き
し
か
ば
、
つ
よ
く
い
さ
め
て
、
今
は
心
に
も
出
さ

ず
。
お
の
れ
等
き
つ
ね
の
つ
き
て
く
る
ふ
か
」
と
て
、
膝
た
て
直
し
目
い

か
ら
し
て
、（
後
略
）

　

五
曽
次
は
、
宗
の
嫁
入
り
が
五
蔵
の
許
諾
の
上
に
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
と

考
え
て
い
な
か
っ
た
。
つ
ま
り
、
五
曽
次
に
は
「
追
ひ
出
さ
る
れ
ば
、
こ
こ
よ

り
手
と
り
て
出
で
ん
と
、
兼
ね
て
思
」
っ
て
い
た
と
い
う
、
五
蔵
の
本
心
を
捉

え
る
こ
と
が
で
き
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
最
終
的
に
、
宗
と
五
蔵
の
結
婚

を
巡
る
こ
の
一
連
の
事
件
の
結
果
と
し
て
、
五
曽
次
一
家
は
家
財
を
取
り
あ
げ

ら
れ
、
離
散
し
て
し
ま
う
。
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五
曽
次
は
五
蔵
の
意
思
を
否
定
し
、
自
分
の
価
値
観
を
押
し
付
け
順
応
さ
せ

た
こ
と
に
満
足
し
て
、
五
蔵
の
内
に
あ
る
個
人
の
欲
求
を
見
落
と
し
て
い
た
。

五
曽
次
の
あ
ず
か
り
知
ら
ぬ
所
で
進
め
ら
れ
て
い
た
五
蔵
と
元
助
一
家
の
計
画

は
、
結
果
と
し
て
斬
首
事
件
と
い
う
事
態
に
発
展
し
て
し
ま
う
。
そ
し
て
、
息

子
の
五
蔵
に
家
業
を
強
い
て
ま
で
保
持
し
て
き
た
財
産
を
、
五
曽
次
は
手
放
す

こ
と
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
個
人
を
蔑
ろ
に
し
て
ま
で
家
族
体
制
の
維
持
を
優

先
し
た
こ
と
の
弊
害
を
、
こ
こ
に
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　

五
蔵
へ
の
恋
情
を
不
変
不
動
の
も
の
と
し
て
有
す
る
宗
は
、
そ
の
思
い
の
強

大
さ
を
示
し
、
五
曽
次
ら
の
自
己
欲
求
を
一
貫
し
き
れ
ぬ
弱
さ
を
照
ら
し
出

す
。
そ
れ
と
共
に
、
五
蔵
の
心
情
を
五
曽
次
の
眼
前
で
引
き
出
す
こ
と
に
よ
っ

て
、
個
人
を
抑
圧
し
た
上
に
成
立
す
る
関
係
の
脆
弱
性
を
暴
い
て
い
る
。
こ
の

宗
の
強
烈
な
個
は
、
個
人
の
情
動
を
持
っ
た
自
分
自
身
で
在
ろ
う
と
す
る
、
人

間
の
素
朴
な
欲
求
の
気
迫
を
物
語
っ
て
い
よ
う
。
時
勢
に
遅
れ
た
貧
困
の
家
の

者
と
し
て
、
五
曽
次
に
「
あ
さ
ま
し
き
者
の
む
す
め
」（
文
化
五
年
本
）、「
あ

さ
ま
し
き
か
た
ゐ
者
の
娘
」（
羽
倉
本
）
と
軽
視
さ
れ
た
宗
が
こ
の
よ
う
な
力

を
有
し
て
い
た
こ
と
を
、
秋
成
は
逆
説
的
に
「
死
首
の
咲
顔
」
に
込
め
た
の
で

あ
る
。

【
注
】

 

（
１
） 

浅
野
三
平
「
源
太
騒
動
と
綾
足
、
秋
成
」
京
都
女
子
大
学
『
女
子
大
国

文
』
第
二
四
号
・
第
二
五
号
、
一
九
六
二
年
二
月
・
六
月

 

（
２
） 

森
山
重
雄
「『
西
山
物
語
』
と
「
死
首
の
ゑ
が
ほ
」」（『
幻
妖
の
文
学　

上
田
秋
成
』
一
九
八
二
年
、
三
一
書
房
。
初
出
『
俄
草
紙
』
第
四
巻
、

一
九
七
九
年
九
月
）

 

（
３
） 

大
輪
靖
宏
「
春
雨
物
語
「
死
首
の
ゑ
が
ほ
」
論
」
上
智
大
学
国
文
学
科

『
上
智
大
国
文
学
科
紀
要
』
第
三
号
、
一
九
八
六
年
一
月

 

（
４
） 

揖
斐
高
「「
死
首
の
ゑ
が
ほ
」
の
主
題
」
東
京
大
学
国
語
国
文
学
会
編 

『
国
語
と
国
文
学
』
六
七
号
、
一
九
九
〇
年
七
月

 

（
５
） 

日
野
龍
夫
「
峻
厳
な
恋
と
哀
切
な
恋
―
秋
成
と
宣
長
―
」
京
都
大
学
大

学
院
文
学
研
究
科
国
語
学
国
文
学
研
究
室
『
京
都
大
学
國
文
學
論
叢
』

第
四
巻
、
二
〇
〇
〇
年
六
月

 

（
６
） 

長
島
弘
明
「「
死
首
の
咲
顔
」
考
」
東
京
大
学
国
語
国
文
学
会
編
『
国

語
と
国
文
学
』
八
五
号
、
二
〇
〇
八
年
五
月

 

（
７
） 

本
文
の
引
用
に
つ
い
て
、「
死
首
の
咲
顔
」
の
本
文
は
桜
山
文
庫
本
を

軸
と
し
て
、
西
荘
文
庫
本
、
漆
山
本
を
補
助
的
に
用
い
た
文
化
五
年
本

を
底
本
と
す
る
。「
ま
す
ら
を
物
語
」
の
本
文
は
天
理
図
書
館
所
蔵
、

秋
成
自
筆
巻
子
本
を
底
本
と
す
る
。
以
上
、
両
本
と
も
『
新
編
日
本
古

典
文
学
全
集
78 

英
草
紙 

西
山
物
語 

雨
月
物
語 

春
雨
物
語
』（
一
九

九
五
年
、
小
学
館
）
に
よ
る
。

 

（
８
） 

以
下
、
特
に
注
記
の
無
い
内
容
は
引
き
続
き
文
化
五
年
本
か
ら
の
引

用
で
あ
る
。
ま
た
、
羽
倉
本
は
『
天
理
図
書
館
所
蔵 

春
雨
物
語
―
羽

倉
本
・
天
理
冊
子
本
・
西
荘
本
―
』（
二
〇
二
一
年
、
八
木
書
店
）
か

ら
本
文
を
引
用
し
、
内
容
参
照
の
際
は
羽
倉
本
で
あ
る
こ
と
を
明
記
す

る
。

【
付
記
】

　

本
稿
は
、
山
口
大
学
人
文
学
部
国
語
国
文
学
会
第
四
十
九
回
研
究
発
表
会

（
二
〇
二
四
年
五
月
十
二
日
）
に
お
け
る
同
題
で
の
口
頭
発
表
会
に
基
づ
く
。

席
上
教
示
を
賜
っ
た
方
々
に
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

 

（
し
ん
ぼ
・
さ
え
）
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