
は
諸
本
の
考
察
が
準
備
不
足
で
あ
る
の
で
、
な
ん
と
も
言
え
な
い
。
後
日
を

期
し
た
い
。

（
三
）
　
『
平
家
物
語
評
判
』
巻
五
「
富
士
川
合
戦
」
の
「
評
」

（
四
）
　
『
太
平
記
評
判
理
尽
秘
伝
抄
』
な
ど
が
い
う
理
想
的
人
物
と
し
て
の
楠
正

成
は
『
平
家
物
語
』
に
皆
無
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

（
五
）
私
意
に
濁
点
を
加
え
て
い
る
。
以
下
同
じ
。

（
六
）
　
『
全
謹
吾
妻
鏡
』
　
（
新
人
物
往
来
社
）
に
よ
る
。

（
七
）
以
上
、
佐
藤
謙
三
校
注
『
平
家
物
語
』
流
布
本
（
角
川
文
庫
）
　
の
華
厳
に

よ
る
。
以
下
『
平
家
物
語
』
流
布
本
の
引
用
ぼ
す
べ
て
角
川
文
庫
に
よ
る
。

（
八
）
虫
喰
い
の
た
め
は
っ
き
り
し
な
い
が
、
た
ぶ
ん
「
し
」
で
あ
ろ
う
と
思
わ

れる。

（
九
）
維
盛
生
存
説
に
つ
い
て
は
か
つ
て
「
近
世
随
筆
に
見
る
『
平
家
物
語
』
の

受
容
そ
の
一
」
　
（
華
頂
女
子
中
・
高
等
学
校
「
研
究
紀
要
」
第
二
十
号
）
　
で

論
じ
た
こ
と
が
あ
る
。

（
一
〇
）
　
『
平
家
物
語
評
判
』
で
は
忠
度
が
都
へ
引
き
返
し
て
俊
戌
に
日
頃
の
歌

を
さ
し
出
し
た
こ
と
も
非
難
さ
れ
て
い
る
。
「
武
門
に
生
ま
れ
て
は
。
歌
道

に
の
み
限
ら
ず
。
一
切
の
芸
道
有
べ
か
ら
す
。
」
　
（
「
忠
度
部
落
」
巻
十
四
）

（
十
一
）
筆
者
が
使
用
す
る
『
義
経
興
廃
記
』
は
、
宮
城
県
立
図
書
館
・
伊
達
文

庫
の
版
本
で
あ
る
。

（
十
二
）
　
『
太
平
記
評
判
理
尽
秘
伝
抄
』
の
「
伝
」
の
部
に
関
し
て
は
、
先
の
加

美
氏
が
注
目
し
て
お
り
、
ま
た
今
尾
哲
也
氏
が
、
「
想
像
力
の
働
き
を
認
め

る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
」
　
（
「
『
太
平
記
』
と
『
忠
臣
蔵
』
　
－
　
世
界
の

形
成
に
つ
い
て
の
覚
え
菖
（
上
）
」
　
（
「
文
学
」
一
九
八
七
・
四
月
）
と
述

二
　
二

ぺ
ら
れ
、
最
近
で
は
今
井
正
之
助
氏
が
「
伝
」
の
部
の
本
格
的
考
察
に
着
手

さ
れ
た
感
が
あ
る
。
私
は
『
平
家
物
語
評
判
秘
伝
抄
』
も
「
伝
」
の
部
は

『
理
尽
紗
』
の
「
伝
」
の
部
と
類
似
の
性
格
を
有
す
る
も
の
で
あ
り
、
『
理

尽
紗
』
と
同
様
に
注
目
に
価
す
る
も
の
と
思
っ
て
い
る
。

（
十
三
）
　
『
国
文
註
釈
全
書
』
所
収

（
十
四
）
京
都
大
学
図
書
館
蔵
、
五
巻
五
冊
（
正
徳
二
年
刊
）

（
十
五
）
　
『
翁
草
』
　
『
異
説
ま
ち
ま
ち
』
な
ど
。

付
記

こ
の
論
文
は
、
さ
る
平
成
七
年
七
月
二
十
三
日
に
お
け
る
関
西
軍
記
物
語
研

究
会
で
の
発
表
が
骨
子
と
な
っ
て
い
る
。
席
上
、
加
美
宏
氏
を
は
じ
め
多
数
の

方
々
か
ら
貴
重
な
ご
意
見
を
賜
っ
た
。
こ
の
紙
面
を
借
り
て
お
礼
を
申
し
上
げ

ま
す
。

（
は
り
た
け
・
た
だ
あ
き
　
事
項
女
子
高
校
教
諭
）

藤
　
井
　
佐
　
美

『
と
は
ず
が
た
り
』
構
想
論

－
夢
の
記
録
を
め
ぐ
・
つ
て

序

『
と
は
ず
が
た
り
』
の
作
者
の
夢
に
対
す
る
依
存
度
の
高
さ
は
、
頻
出
す

る
「
夢
」
と
い
う
言
葉
に
限
ら
ず
、
具
体
的
な
夢
の
内
容
か
ら
も
窺
え
る
。

道
綱
母
が
夢
よ
り
も
自
己
の
体
験
を
重
視
し
、
孝
標
女
が
教
示
と
知
り
な
が

ら
も
従
い
切
る
こ
と
の
で
き
な
い
様
を
記
し
た
の
と
は
異
な
り
、
本
作
晶
の

夢
は
一
貫
し
て
作
者
が
そ
れ
に
し
た
が
う
も
の
と
し
て
、
予
兆
か
ら
そ
の
結

果
に
及
ぶ
、
一
定
の
モ
チ
ー
フ
を
も
っ
て
叙
さ
れ
て
い
る
。

明
恵
の
『
夢
記
』
等
に
見
る
よ
う
に
、
日
記
と
分
類
可
能
な
作
品
に
現
れ

る
夢
の
記
録
に
は
：
水
井
義
憲
氏
の
指
摘
す
る
夢
ノ
ー
ト
の
存
在
を
推
測
せ

ざ
る
を
得
な
い
。
そ
れ
は
、
本
作
晶
の
夢
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
が
、
こ

こ
で
そ
の
有
無
を
論
じ
る
よ
り
も
、
作
者
と
し
て
の
二
条
が
、
構
想
段
階
で

夢
に
託
し
た
意
味
を
考
察
す
る
こ
と
に
よ
り
、
記
録
行
為
本
来
の
意
義
が
現

れ
て
く
る
と
考
え
る
。『

と
は
ず
が
た
り
』
構
想
論

本
稿
で
は
、
現
実
に
見
た
と
す
る
具
体
的
な
夢
の
内
容
に
加
え
、
幻
想
或

い
は
様
々
な
怪
奇
現
象
を
、
夢
同
様
の
機
能
を
果
た
す
も
の
と
し
て
考
え
た

上
で
、
夢
が
い
か
な
る
意
味
を
も
つ
か
考
察
す
る
。
又
同
時
に
、
夢
を
意
識

的
に
配
置
し
て
い
こ
う
と
す
る
、
作
者
二
条
の
執
筆
技
法
に
関
す
る
私
見
を

述
べ
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

猶
、
本
文
は
作
品
が
孤
本
で
あ
る
為
に
伝
本
校
合
が
不
可
能
で
、
幾
つ
か

の
通
じ
に
く
い
箇
所
も
あ
る
が
、
底
本
を
補
う
新
潮
日
本
古
典
集
成
本
を
使

用
し
た
。
又
、
真
数
も
こ
れ
に
従
っ
た
が
、
引
用
符
等
に
関
し
て
は
適
宜
処

理
し
た
箇
所
も
あ
る
。

司
と
は
す
が
た
り
』
の
夢
の
記
事
に
関
す
る
先
学
の
諭
を
検
す
る
と
、
既

に
そ
の
箇
所
の
指
摘
の
時
点
で
多
少
の
相
違
が
見
ら
れ
る
。
そ
こ
で
、
内
容

及
び
そ
の
後
の
展
開
を
確
認
し
な
が
ら
、
再
度
そ
の
記
事
を
遇
っ
て
見
る
こ

二
　
三



と
に
す
る
。

①
春
の
初
め
に
は
、
い
つ
し
か
参
り
つ
る
神
の
社
も
、
今
年
は
叫
ば
ぬ
事

な
れ
ば
、
門
の
外
ま
で
参
り
て
祈
誓
申
し
つ
る
心
ざ
し
よ
り
、
引
同
園
司

の
面
影
は
別
に
記
し
侍
れ
ば
、
こ
れ
に
は
漏
ら
し
ぬ
。
（
巻
一
・
六
二

頁）
最
初
の
夢
の
記
事
は
、
敢
え
て
内
容
を
伏
せ
た
形
式
を
と
る
も
の
で
あ
っ

た
。
本
来
な
ら
ば
源
氏
の
氏
神
で
あ
る
石
清
水
八
幡
宮
に
参
拝
す
る
習
慣
で

あ
る
が
、
後
嵯
峨
院
の
諒
闇
と
父
の
喪
中
で
あ
る
為
に
そ
れ
も
叶
わ
ず
、
悲

し
み
に
暮
れ
る
中
、
過
去
の
門
前
に
お
け
る
祈
聾
と
そ
こ
で
見
た
夢
の
回
想

記
事
で
あ
る
。
こ
こ
で
い
う
別
記
が
作
品
中
の
記
事
を
指
す
の
か
、
或
い
は

夢
の
み
を
記
す
全
く
別
の
夢
ノ
ー
ト
を
指
す
の
か
は
、
推
測
の
域
を
越
え
る

も
の
で
は
な
い
が
、
そ
の
後
の
不
安
な
展
開
を
暗
示
す
る
に
止
ま
る
描
写
で

あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
直
後
の
後
深
軍
院
の
皇
子
出
産
場
面
か
ら
、
夢
の
内

容
と
不
安
な
立
場
が
具
現
化
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

②
人
に
俺
り
か
か
り
て
ち
と
ま
ど
ろ
み
た
る
に
、
昔
な
が
ら
に
変
ら
ぬ
姿

照
で
盛
岡
の
列
記
早
急
可
創
刊
引
甲
骨
自
制
掬
圏
凪
、

皇
子
誕
生
と
申
す
べ
き
に
や
。
（
巻
一
・
六
三
貴
）

後
深
草
院
と
亀
山
天
皇
の
間
に
不
和
が
生
じ
、
更
に
父
の
喪
中
の
折
の
御

産
は
、
正
室
東
二
条
院
の
時
と
違
い
、
不
安
を
伴
う
も
の
で
あ
っ
た
。
二
条

の
こ
と
を
気
掛
か
り
だ
と
言
い
残
し
た
父
の
言
葉
に
よ
り
、
道
明
僧
正
を
は

じ
め
親
族
の
見
舞
い
を
受
け
る
が
、
そ
の
度
に
父
の
存
命
を
願
わ
ず
に
は
い

ら
れ
な
い
。
そ
し
て
陣
痛
時
の
膜
腕
状
態
に
、
死
ん
だ
は
ず
の
父
が
心
配
そ

う
に
見
守
る
姿
で
現
れ
た
直
後
、
皇
子
が
誕
生
す
る
。
二
条
の
喜
び
は
「
め

二
　
四

で
た
け
れ
ど
も
、
そ
れ
に
つ
け
て
も
わ
が
過
ち
の
行
く
末
い
か
が
な
ら
ん
」

（
六
四
頁
）
と
し
か
表
現
出
来
な
い
不
安
を
伴
う
形
と
な
り
、
そ
の
後
も
母

親
と
し
て
の
婆
を
描
く
点
で
は
、
特
有
の
わ
だ
か
ま
り
が
生
じ
て
い
る
。
そ

し
て
、
「
夢
沙
汰
」
　
（
六
四
頁
）
　
「
夢
の
庇
」
　
（
問
責
）
と
い
う
夢
の
話
を

広
め
か
し
な
が
ら
も
、
そ
の
内
容
は
相
変
わ
ら
ず
不
明
な
ま
ま
、
神
の
利
益

も
甲
斐
の
な
い
も
の
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
い
ず
れ
訪
れ
る
皇
子
の
死
に

よ
り
、
こ
の
時
点
で
の
二
条
の
不
安
の
内
容
は
明
ら
か
で
あ
る
。
即
ち
、
二

条
に
出
家
を
促
す
内
容
の
遺
言
を
残
し
た
父
が
「
心
苦
し
げ
」
に
現
れ
た
理

由
は
、
生
前
待
ち
望
ん
で
い
た
皇
子
の
死
、
更
に
は
二
条
自
身
の
暗
い
行
く

末
の
暗
示
に
あ
り
、
同
時
に
そ
れ
は
過
去
へ
の
哀
惜
を
示
す
象
徴
と
し
て
の

産
物
と
な
る
。

そ
の
後
、
懐
妊
の
夢
告
は
他
者
を
伴
っ
て
語
ら
れ
る
形
式
を
と
り
、

③
い
つ
も
よ
り
む
つ
ま
じ
き
御
言
の
菜
多
く
て
、
「
露
見

蟄

割

引

が

測
」
と
あ
る
も
い
と
あ
さ
ま
し
く
、
（
巻
一
・
六
四
頁
）

と
、
後
深
草
院
の
夢
に
二
条
と
他
の
男
性
が
現
れ
た
こ
と
を
、
院
が
打
診
す

る
。
こ
の
場
合
、
院
が
実
際
に
見
た
夢
か
ど
う
か
と
い
う
よ
り
も
、
既
に
雪

の
曙
と
の
関
係
に
気
づ
い
て
い
た
院
の
夢
と
い
う
形
を
と
る
こ
と
に
よ
り
、

二
条
自
身
の
不
安
の
凝
結
が
次
の
夢
を
生
む
こ
と
に
な
る
。

④
さ
て
も
今
宵
、
塗
風
韻
淵
仙
南
国
対
日
勤
日
当
寸

倒
人
側
胞
閥
忠
言
到
。
、
工
人
同
町
圏
u
引
出
閉
園
忠
勤
判
旦
矧
付
則
で
、
う
ち
お
ど

ろ
き
た
れ
は
、
暁
の
鐘
聞
ゆ
。
（
巻
一
・
六
五
頁
）

明
ら
か
に
懐
妊
を
象
徴
す
る
こ
の
夢
を
、
当
事
者
で
あ
る
二
人
が
同
時
に

見
て
い
る
こ
と
は
、
夢
の
伝
達
機
能
を
信
じ
た
こ
と
に
よ
る
恐
怖
心
が
、
更

に
夢
の
形
と
現
れ
、
二
人
を
驚
か
せ
た
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
が
後
に
、
「
や

う
や
う
見
し
夢
の
名
残
に
や
と
思
ひ
合
わ
」
　
（
六
六
頁
）
せ
る
現
実
と
な
り
、

密
事
を
通
す
為
の
、
雪
の
曙
の
強
引
な
ま
で
の
策
略
を
生
む
展
開
へ
と
つ
な

がる。院
と
雪
の
曙
と
の
間
に
悩
む
二
条
は
、
伏
見
殿
に
お
け
る
席
次
争
い
が
原

因
で
身
を
隠
す
が
、
雪
の
曙
が
春
日
神
社
に
参
籠
し
た
十
一
日
目
の
夜
、

⑤
」
」
d
御
殿
の
御
前
に
昔
に
変
ら
ぬ
姿
に
て
侍
る
と
見
て
、
急
ぎ
下
向
し

け
る
に
、
藤
森
と
い
ふ
程
に
て
と
か
や
、
善
勝
寺
が
中
間
、
細
さ
文
の

箱
を
持
ち
て
会
ひ
た
る
。
な
ど
や
ら
ん
、
ふ
と
思
ひ
寄
る
心
地
し
て
、

人
に
言
は
す
る
ま
で
も
な
く
て
、
「
勝
倶
腿
院
よ
り
帰
る
な
。
二
条
殿

の
御
出
家
は
、
い
つ
。
一
定
と
か
聞
く
」
と
言
は
れ
た
り
け
れ
ば
、
よ

く
知
り
た
る
人
と
や
思
ひ
け
ん
、
「
夜
べ
、
九
条
よ
り
大
納
言
殿
人
ら

せ
給
ひ
て
候
ひ
し
が
、
今
朝
ま
た
御
健
に
参
り
て
帰
り
候
ふ
が
、
御
出

家
の
事
は
、
い
つ
と
ま
で
は
え
承
り
候
は
ず
。
い
か
さ
ま
に
も
、
御
出

家
は
一
定
げ
に
候
ふ
」
と
申
し
け
る
に
、
（
巻
二
二
三
六
頁
）

と
、
そ
れ
ま
で
院
が
手
を
尽
く
し
て
捜
し
て
い
た
に
も
拘
わ
ら
ず
、
こ
の
夢

を
機
に
居
所
を
捜
し
当
て
ら
れ
る
。
『
住
吉
物
語
』
の
霊
験
講
の
モ
チ
ー
フ

を
踏
襲
し
て
い
る
寺
夢
に
対
し
何
ら
疑
問
す
ら
持
た
な
い
態
度
が
他
者
を

媒
介
に
示
さ
れ
て
い
る
。
或
い
は
、
結
果
的
に
戻
る
こ
と
に
な
っ
た
弁
明
が

生
ん
だ
創
作
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
夢
が
現
実
を
映
し
出
す

こ
と
に
絶
対
的
信
頼
を
置
こ
う
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
に
生
じ

て
き
た
院
と
の
距
離
は
、
巻
を
越
え
て
更
な
る
実
質
的
不
和
へ
と
つ
な
が
る
。

『
と
は
ず
が
た
り
』
構
想
論

巻
三
は
、
「
山
の
あ
な
た
の
住
ま
ひ
」
　
（
一
五
七
頁
）
に
思
い
を
馳
せ
な

が
ら
、
「
な
は
捨
て
が
た
き
」
　
（
同
頁
）
と
い
う
迷
い
か
ら
始
ま
る
が
、

⑥

菊

J

習

司

助

見

罵
言
旬
H
u
忠
司
別
邸
勃
粛
d
J
C
i
、
＜
中
略
＞
い
つ

よ
り
も
心
細
さ
も
悲
し
さ
も
か
こ
つ
方
な
き
。
（
巻
三
・
一
五
七
貞
）

と
、
院
の
疎
遠
を
意
味
す
る
悪
夢
の
兆
し
を
確
認
し
て
い
る
。
夢
違
え
を
願

い
な
が
ら
も
、
甲
斐
な
く
二
年
後
に
御
所
を
退
出
す
る
こ
と
へ
の
弁
明
で
あ

る
。
只
、
⑥
は
、
他
の
夢
に
比
べ
脱
げ
な
形
で
あ
り
な
が
ら
も
、
巻
三
全
体

を
巻
四
以
降
の
出
家
後
の
世
界
へ
導
く
伏
線
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
不

安
自
体
に
価
値
を
持
た
せ
た
こ
と
に
よ
り
、
巻
三
の
意
義
を
作
者
自
身
が
確

認
し
た
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
二
条
が
有
明
の
月
と
の
子
を
懐
妊
し
た
と
い
う
夢
告
を
院
が
見

た
こ
と
に
よ
り
、
院
と
の
隔
絶
は
決
定
的
な
も
の
と
な
る
。

⑦
さ
て
も
今
宵
不
思
議
な
る
夢
を
こ
そ
見
つ
れ
。
今
の
五
錆
を
賜
び
つ
る

を
、
わ
れ
に
ち
と
引
き
隠
し
て
懐
に
入
れ
つ
る
を
、
袖
を
ひ
が
へ
て
、

「
こ
れ
ほ
ど
心
知
り
て
あ
る
に
、
な
ど
か
く
は
」
と
言
ば
れ
て
、
わ
び

し
げ
に
思
ひ
て
涙
の
こ
ぼ
れ
つ
る
を
払
ひ
て
、
取
り
出
で
た
り
つ
る
を

見
れ
ば
、
銀
に
て
あ
り
け
る
。
故
法
皇
の
御
物
な
れ
ば
「
わ
が
に
せ
ん
」

と
言
ひ
て
、
立
ち
な
が
ら
取
る
と
思
ひ
て
、
夢
さ
め
ぬ
。
今
宵
必
ず
し

る
し
あ
る
事
あ
る
ら
ん
と
お
ぼ
ゆ
る
そ
。
も
し
さ
も
あ
ら
は
、
疑
ふ
所

な
き
岩
根
の
松
を
こ
そ
（
巻
三
・
一
六
五
貞
）

光
源
氏
の
女
三
の
宮
と
柏
木
へ
の
態
度
が
忍
ば
れ
る
よ
う
な
内
容
に
は
、

後
深
草
院
の
、
二
人
の
関
係
に
対
す
る
主
導
権
の
主
張
が
読
み
取
ら
れ
る
。

二
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し
か
し
、
現
実
の
二
条
に
と
っ
て
は
、
④
と
同
様
に
密
事
を
恐
れ
る
不
安
の

凝
結
が
形
に
現
れ
た
こ
と
に
外
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
、
③
の
夢
で
院
が
打

診
程
度
に
文
を
送
る
に
終
わ
っ
た
の
と
は
異
な
り
、
確
実
に
院
自
身
か
ら
二

条
に
対
し
て
境
界
線
が
引
か
れ
て
お
り
、
同
時
に
そ
れ
は
、
構
成
上
、
作
者

二
条
が
院
と
の
確
実
な
決
別
意
志
を
示
さ
ざ
る
を
得
な
い
、
最
初
の
場
面
と

な
っ
た
。
そ
し
て
、
以
後
有
明
の
月
に
関
す
る
夢
を
連
続
し
て
生
む
こ
と
に

なる。同
年
十
一
月
、
⑦
の
証
し
と
し
て
の
出
産
を
記
し
た
直
後
、
そ
の
八
日
目

の
夜
、
今
度
は
有
明
の
月
が
、

⑧
わ
が
身
が
鴛
駕
と
い
ぶ
烏
と
な
り
て
、
御
身
の
中
へ
入
る
と
思
ひ
つ
る

が
、
か
く
汗
の
お
び
た
だ
し
く
垂
る
は
、
あ
な
が
ち
な
る
思
ひ
に
、
わ

が
魂
や
袖
の
中
留
ま
り
け
ん
（
巻
三
二
九
〇
頁
）

と
い
う
第
二
子
懐
妊
の
夢
を
見
る
こ
と
に
な
る
。
④
⑦
同
様
の
類
型
の
モ
チ

ー
フ
で
あ
る
が
、
互
い
に
「
こ
れ
を
限
り
」
　
（
一
九
一
員
）
と
は
思
っ
て
い

な
か
っ
た
だ
け
に
、
こ
の
十
一
日
後
の
有
明
の
月
の
死
去
は
、
「
夢
に
夢
見

る
よ
り
」
　
（
一
九
二
頁
）
も
途
方
に
暮
れ
る
悲
し
み
で
あ
っ
た
。
東
山
で
、

有
明
の
月
の
四
十
九
日
の
法
要
を
終
え
た
直
後
の
夢
に
、

⑨
韻
。
士
別
司
国
側
勢
聞
図
割
固
嘲
甘
十
川
エ
ロ

抱
劃
、
爵
綱
耳
と
見
て
、
お
び
た
た
し
く
大
事
に
病
み
出
し
つ
つ
、
心

地
も
な
き
種
な
れ
ば
、
（
巻
三
・
一
九
七
頁
）

と
、
死
後
も
猶
さ
迷
う
有
明
の
月
の
姿
が
現
れ
る
。
こ
の
為
発
病
し
、
急
ぎ

帰
途
に
着
く
が
、
そ
こ
で
更
に
、

⑲
聾
日
中
同
国
創
刊
国
司
刃
相
聞
網
引
た
る
心
地
し
て
、
絶

二
　
六

え
入
り
に
け
り
。
＜
中
略
＞
三
月
の
空
も
半
ば
過
ぐ
る
程
に
な
れ
ば
、

材
だ
に
も
あ
ら
ぬ
さ
ま
な
り
。
（
巻
三
・
一
九
七
頁
）

と
い
う
幻
覚
を
見
た
こ
と
で
、
⑧
の
有
明
の
月
の
夢
が
現
実
の
も
の
と
な
る
。

既
に
院
へ
の
決
別
を
示
し
た
二
条
は
、
有
明
の
月
に
関
す
る
夢
を
記
す
こ
と

で
、
「
人
知
れ
ぬ
契
り
も
な
つ
か
し
き
心
地
」
　
（
一
九
七
頁
）
さ
え
自
覚
す

る
に
至
り
、
宮
中
生
活
を
退
き
巻
三
は
終
わ
る
。

一
一

以
後
尼
僧
の
遍
歴
が
始
ま
る
が
、
巻
三
ま
で
の
異
質
な
内
容
が
、
読
者
へ

の
読
み
の
断
絶
及
び
執
筆
姿
勢
の
変
化
に
関
す
る
問
題
を
生
じ
さ
せ
る
か
の

よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
、
巻
四
の
比
較
的
早
い
段
階
で
、
冒
頭
で
記
し
た

夢
の
回
想
を
、

⑪
契
り
あ
り
て
こ
そ
さ
る
べ
き
家
に
と
生
れ
け
め
に
、
い
か
な
る
報
い
な

ら
ん
と
思
よ
ほ
ど
に
、
ま
こ
と
や
、
父
の
生
所
を
祈
誓
申
し
た
り
し
折
、

「
今
生
の
果
報
に
替
ゆ
る
」
と
承
り
し
か
ば
、
（
巻
四
・
二
三
四
頁
）

と
再
度
語
り
、
①
で
伏
せ
た
新
嘗
の
内
容
を
、
こ
こ
に
至
り
明
ら
か
に
し
て

い
る
。
即
ち
、
二
条
の
今
生
の
幸
福
の
剥
奪
が
、
父
の
往
生
の
保
証
の
代
償

で
あ
る
と
い
う
、
託
宣
の
夢
想
を
確
認
し
て
い
る
。
い
ず
れ
も
源
氏
の
氏
神

と
い
う
条
件
の
も
と
で
の
必
然
的
回
想
で
は
あ
る
が
、
出
家
後
の
報
恩
を
意

識
す
る
態
度
の
確
認
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

さ
て
、
二
条
の
遍
歴
の
記
の
特
徴
と
し
て
、
説
話
の
記
録
が
指
摘
で
き
る
。

説
話
の
独
自
性
や
記
録
に
託
す
二
条
の
願
い
に
つ
い
て
は
諸
説
あ
る
祷
〉
次

の
夢
は
「
さ
て
も
不
思
議
な
り
し
事
に
は
」
に
始
ま
り
、
説
話
の
記
録
を
契

機
と
し
て
い
る
。

⑫
「
こ
の
御
神
は
景
行
天
皇
即
位
十
年
生
れ
ま
し
ま
し
け
る
に
、
東
の
夷

を
降
伏
の
た
め
に
、
勅
を
承
り
て
下
り
給
ひ
け
る
に
、
伊
勢
大
神
宮
に

ま
か
り
申
し
に
参
り
給
ひ
け
る
に
、
『
前
の
生
れ
素
豊
嶋
尊
た
り
し
時
、

出
雲
国
に
て
、
八
岐
大
蛇
の
尾
の
中
よ
り
取
り
出
で
て
、
わ
れ
に
与
え

し
剣
な
り
。
錦
の
袋
あ
り
。
こ
れ
を
、
敵
の
た
め
に
せ
め
ら
れ
て
命
限

り
と
恩
は
ん
折
、
開
け
て
み
る
べ
し
』
と
て
賜
ひ
し
を
、
駿
河
国
御
狩

野
に
し
て
野
火
の
難
に
あ
ぶ
時
に
、
侃
き
給
ふ
剣
お
の
れ
と
抜
け
て
、

御
あ
た
り
の
草
を
切
り
捨
つ
。
そ
の
折
、
錦
の
袋
な
る
火
打
に
て
火
を

打
ち
出
で
給
ひ
し
か
ば
、
炎
敵
の
方
へ
覆
ひ
、
眼
を
晴
が
し
て
、
こ
こ

に
て
滅
び
ぬ
。
そ
の
故
、
こ
の
野
を
焼
津
野
と
も
言
ひ
き
。
御
剣
を
ば

草
薙
剣
と
申
す
な
り
」
と
い
ふ
御
託
文
の
焼
け
残
り
給
ひ
た
る
を
、
ち

と
聞
き
参
ら
せ
し
こ
そ
、
見
し
う
ば
玉
の
夢
の
言
葉
思
ひ
合
せ
別
れ
で
、

不
思
議
に
も
尊
く
も
お
菊
、
引
U
が
。
（
巻
四
・
二
六
三
貴
）

言
葉
の
内
容
は
不
明
で
あ
る
が
、
「
見
し
う
ば
玉
の
夢
」
が
①
の
夢
同
様

託
宣
を
示
す
表
現
で
あ
る
こ
と
は
理
解
で
き
る
。
し
か
し
、
父
の
ゆ
か
り
の

地
で
あ
る
上
、
後
深
草
院
と
の
遅
達
直
後
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
「
不
思
議
な

り
し
こ
と
」
に
始
ま
る
説
話
の
内
容
を
、
「
不
思
議
に
も
尊
く
」
と
だ
け
記

し
、
詞
書
も
も
た
な
い
点
に
は
些
か
疑
問
が
残
る
。
即
ち
、
説
話
の
記
録
に

従
事
す
る
二
条
の
態
度
は
、
必
ず
し
も
中
世
的
行
為
と
だ
け
説
明
さ
れ
る
も

の
で
は
な
く
、
或
い
は
こ
れ
ま
で
の
夢
の
記
録
に
代
わ
る
も
の
で
も
あ
る
と

い
え
る
の
で
は
な
い
か
。
だ
と
す
れ
ば
、
こ
こ
で
も
院
を
媒
介
と
す
る
熱
田

『
と
は
ず
が
た
り
』
構
想
論

と
の
個
人
的
関
係
を
説
話
に
託
し
た
こ
と
に
な
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
機

会
を
改
め
る
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
、
過
去
の
不
安
が
具
体
性
を
も
ち
夢
と

な
る
の
に
対
し
、
執
筆
当
初
も
猶
抱
い
て
い
た
不
安
や
奇
異
の
念
は
、
同
じ

よ
う
に
夢
と
し
て
の
表
現
方
法
を
と
り
な
が
ら
も
、
内
容
を
不
明
な
ま
ま
に

止
め
置
か
ざ
る
を
得
な
い
程
の
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
る
。

そ
し
て
、
巻
丑
に
入
る
と
一
層
こ
の
傾
向
が
顕
著
に
現
れ
、
異
質
の
夢
を

記
し
て
い
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

⑱
あ
ま
り
に
悲
し
く
て
、
七
月
一
日
よ
り
八
幡
に
緩
り
て
、
武
内
の
御
千

度
を
し
て
、
こ
の
た
び
別
の
御
車
な
か
ら
ん
事
を
申
す
に
、
前
部
制
動

に
、
日
蝕
と
言
ひ
て
、
「
あ
ら
は
へ
出
で
じ
」
と
言
ふ
。
（
巻
五
二
二

〇
〇
貞
）

と
し
、
戴
取
の
跡
が
見
ら
れ
る
こ
の
夢
の
内
容
は
、
や
は
り
不
明
で
あ
る
が
、

直
後
の
院
崩
御
と
い
う
結
果
と
、
そ
れ
を
描
こ
う
と
す
る
二
条
の
詞
書
の
存

在
は
容
易
に
推
測
で
き
る
。

さ
て
、
こ
の
夢
で
二
条
の
過
去
が
幕
を
閉
じ
る
。
院
の
四
十
九
日
も
終
え
、

父
の
三
十
三
回
忌
を
営
む
時
、
作
者
は
そ
れ
ま
で
秘
め
て
き
た
別
の
関
心
事

を
夢
に
託
す
。
そ
れ
は
、
父
の
墓
参
の
折
、
勅
撰
集
に
漏
れ
た
こ
と
を
欺
い

た
結
果
生
じ
た
夢
で
、
二
条
に
作
歌
を
奨
励
す
る
内
容
で
あ
っ
た
。

⑭
い
づ
か
た
に
つ
け
て
も
、
捨
て
ら
る
べ
き
身
な
ら
ず
。
具
平
親
王
よ
り

こ
の
か
た
、
家
久
し
く
な
る
と
い
へ
と
も
、
和
歌
の
浦
波
絶
え
せ
ず

（
巻
五
・
三
一
四
頁
）

と
い
う
、
父
の
言
葉
が
「
夢
の
枕
」
　
（
三
一
五
頁
）
に
止
ま
り
、
和
歌
の
道

を
こ
れ
ま
で
以
上
に
意
識
し
始
め
た
二
条
は
、
こ
こ
で
も
夢
が
夢
を
生
む
と

二
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い
う
展
開
の
も
と
で
、
悲
願
で
あ
る
歌
道
の
家
再
興
と
い
う
現
在
の
目
標
を

明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
て
い
る
。

⑯
引
J
d
嘲
」
、
人
の
老
翁
訝
q
司
助
詞
制
劾
引
剖
照
1
こ
の
面
影
を
写
し
と

ど
め
、
こ
の
言
の
葉
を
記
し
置
く
。
人
丸
講
の
式
と
名
づ
く
。
先
師
の

心
に
叶
ふ
所
あ
ら
は
、
こ
の
宿
願
成
就
せ
ん
。
宿
願
成
離
せ
ば
、
こ
の

式
と
用
ゐ
て
、
か
の
写
し
と
ど
む
る
御
影
の
前
に
し
て
行
ふ
べ
し
と
思

ひ
て
、
箱
の
底
に
入
れ
て
空
し
く
退
く
し
侍
る
に
、
又
の
年
の
三
月
八

日
、
こ
の
御
影
を
供
養
し
て
、
御
影
供
と
い
ぶ
事
を
と
り
行
ふ
。
（
巻

五
・
三
一
四
貞
）

⑭
の
夢
の
後
、
歌
道
へ
の
精
進
を
誓
い
、
人
丸
の
墓
参
と
参
徳
を
行
っ
た

七
日
目
の
夜
、
一
人
の
翁
が
示
現
を
垂
れ
る
。
作
者
と
し
て
ほ
ぞ
の
翁
の
面

影
と
言
葉
を
写
し
た
と
い
う
事
実
だ
け
を
記
し
、
そ
の
内
容
に
つ
い
て
は
一

切
触
れ
て
い
な
い
。
歌
道
の
家
再
興
の
可
能
性
を
、
柿
本
人
麻
呂
が
暗
示
し

て
い
る
こ
の
夢
に
対
し
、
宿
願
成
就
の
暁
に
は
、
自
分
の
描
い
た
「
御
影
」

の
前
で
供
養
を
行
う
こ
と
を
誓
う
。
そ
し
て
、
御
影
を
「
箱
の
底
に
入
れ
て

空
し
く
退
く
し
侍
」
る
だ
け
の
生
活
の
未
、
翌
年
そ
の
人
丸
影
供
を
執
り
行

っ
て
い
る
。
こ
の
記
事
は
、
当
然
和
歌
の
家
の
誇
り
を
示
す
と
同
時
に
、
今

後
を
形
成
す
る
指
針
を
明
確
に
し
て
お
く
必
要
か
ら
生
ま
れ
た
で
あ
ろ
う
。

宿
願
成
就
は
先
送
り
の
形
で
、
こ
の
後
歌
道
に
関
す
る
記
事
は
途
絶
え
て
い

る
。
し
か
し
、
宿
願
を
夢
に
託
し
、
更
に
こ
の
直
後
写
経
を
契
機
に
父
の
形

見
を
売
り
に
出
す
と
い
う
展
開
か
ら
も
、
以
後
の
「
心
の
中
の
析
聾
」
　
（
三

一
六
頁
）
の
内
容
が
、
祓
文
に
み
る
「
宿
願
」
　
（
三
三
〇
頁
）
の
二
面
性
を

広
め
か
し
て
い
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
五
郎
大
乗
経
書
写
と
歌

二
　
八

道
の
家
再
興
と
い
う
二
つ
の
願
い
は
、
語
り
終
え
る
直
前
に
記
し
て
置
か
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

そ
し
て
、
最
後
に
記
す
夢
の
中
で
は
、
二
条
と
関
わ
り
の
深
い
人
々
が
各

々
役
割
を
担
っ
て
登
場
し
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
繁
雑
を
極
め
る
の
で
要
旨

の
み
を
検
討
し
て
い
く
。

⑯
父
、
後
深
学
院
、
遊
義
門
院
と
登
場
す
る
。
後
深
革
院
の
「
御
片
輪
」

の
疑
問
に
父
が
、
御
自
身
に
よ
る
の
で
は
な
く
我
々
衆
生
の
為
で
あ
る

と
答
え
る
。
後
深
草
院
は
棚
の
葉
の
付
い
た
白
い
枝
を
二
本
、
遊
義
門

院
は
両
親
の
形
見
を
手
放
し
て
ま
で
五
郎
の
大
乗
経
書
写
を
行
う
こ
と

に
対
し
二
つ
の
白
衣
を
そ
れ
ぞ
れ
二
条
に
与
え
る
。
俄
法
が
始
ま
る
折

目
覚
め
た
二
条
の
手
元
に
は
白
い
檜
木
の
扇
の
骨
が
あ
り
、
夢
解
き
に

ょ
り
千
手
観
音
の
利
生
を
予
言
さ
れ
る
。
（
巻
五
二
三
九
頁
）

最
初
に
登
場
す
る
父
は
、
往
生
伝
に
見
る
第
三
者
的
語
り
の
役
割
を
果
た

し
て
い
る
と
い
え
る
。
そ
こ
で
語
ら
れ
る
後
深
草
院
の
身
体
の
様
子
は
、
明

ら
か
に
『
増
鏡
』
　
「
内
野
の
雪
」
に
、

帝
街
か
う
ぶ
り
し
給
ふ
。
御
年
十
一
。
御
い
み
な
久
仁
と
申
す
。
い
と

あ
て
に
お
は
し
ま
せ
ど
、
あ
ま
り
さ
ゝ
や
か
に
て
、
又
御
爛
測
為
劫

や
u
引
潮
割
判
絢
剖
そ
、
口
を
し
か
り
け
る
。
い
ね
け
な
か
り
し
御
ほ

ど
は
、
な
ほ
い
と
あ
さ
ま
し
う
お
は
し
ま
し
け
る
を
、
開
院
の
内
裏
焼

け
け
る
ま
ざ
れ
よ
り
、
う
る
は
し
く
た
ゝ
せ
給
ひ
た
り
け
れ
ば
、
内
の

焼
け
た
る
あ
さ
ま
し
さ
は
何
な
ら
ず
、
こ
の
御
腰
の
な
は
か
柑
劉
よ
ろ

こ
び
そ
の
み
ぞ
、
上
下
お
ぼ
し
け
る
。

に
見
る
よ
う
に
、
院
の
幼
少
時
の
腰
の
病
が
夢
の
心
理
に
潜
在
し
て
い
た
。

し
か
し
、
『
増
鏡
』
の
書
承
背
景
を
考
え
る
と
、
院
の
身
体
は
完
治
し
て
い

な
か
っ
た
の
で
は
な
い
が
と
い
う
疑
問
さ
え
残
る
。
或
い
は
完
治
し
て
い
た

と
し
て
も
院
の
往
生
を
願
う
あ
ま
り
に
、
実
際
に
は
二
条
の
知
る
は
ず
も
な

い
院
の
過
去
の
逸
話
か
ら
、
独
自
の
創
作
が
生
じ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。

ま
ず
、
表
現
か
ら
見
て
も
、
父
の
説
明
は
『
維
摩
諸
所
説
経
』
巻
中
「
文

殊
師
利
問
疾
品
第
五
」
に
表
現
さ
れ
る
菩
薩
の
代
受
苦
を
支
え
と
し
て
い
る
。

又
、
『
長
寛
勧
文
』
　
「
熊
野
権
現
御
重
跡
縁
起
」
に
説
か
れ
た
証
誠
殿
の
阿

弥
陀
如
来
、
西
宮
が
観
世
音
菩
薩
を
本
地
仏
と
す
る
こ
と
か
ら
も
、
二
人
を

菩
薩
と
す
る
解
釈
は
成
立
す
る
。
二
人
へ
の
配
慮
と
、
後
の
遊
義
門
院
の
利

生
を
描
く
為
の
、
物
語
効
果
を
踏
ま
え
た
霊
験
夢
で
あ
る
。
そ
し
て
、
棚
の

葉
と
扇
に
つ
い
て
も
、
幾
多
の
説
話
等
の
モ
チ
ー
フ
の
類
似
が
確
認
で
き
る
。

こ
こ
で
い
う
観
音
の
現
世
利
益
も
、
当
然
遊
義
門
院
と
の
避
遙
を
示
す
と
考

え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
一
方
で
、
二
条
の
行
き
場
の
な
い
後
深
草
院

思
慕
の
表
現
が
、
遊
義
門
院
を
媒
介
と
す
る
方
法
へ
と
擦
り
替
え
ら
れ
て
い

く
こ
と
を
も
意
味
し
て
い
る
。
石
清
水
八
幡
宮
で
の
遊
義
門
院
と
の
避
遍
で

は
、
「
見
し
夢
も
思
ひ
合
せ
ら
れ
」
　
（
三
二
四
頁
）
　
て
、
誰
某
と
し
て
の
夢

想
に
喜
び
、
「
か
か
る
御
幸
に
参
り
あ
ぶ
も
大
菩
薩
の
御
心
ざ
し
な
り
」

（
三
二
五
頁
）
と
し
、
⑯
に
お
い
て
は
扇
を
遊
義
門
院
へ
献
上
し
て
い
る
。

二
条
の
行
動
は
、
同
じ
石
清
水
八
幡
宮
で
の
過
去
の
後
深
草
院
と
の
避
通
と

併
せ
て
、
那
智
の
夢
想
に
対
す
る
感
謝
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
又
実
際
の

遊
義
門
院
が
執
筆
時
、
既
に
崩
御
し
て
い
る
こ
と
を
考
慮
す
る
と
、
年
齢
的

に
同
時
に
登
場
す
る
は
ず
の
な
い
三
人
を
同
じ
夢
に
描
く
こ
と
で
、
近
親
者

の
往
生
を
こ
こ
で
完
全
な
も
の
に
し
よ
う
と
試
み
た
と
考
え
る
。

『
と
は
ず
が
た
り
』
構
想
論

如
、
東
二
条
院
、
後
深
革
院
の
崩
御
に
加
え
、
亀
山
院
の
病
脳
を
憂
う
記

事
の
後
、
こ
の
地
に
お
け
る
大
乗
経
書
写
と
い
う
永
年
の
目
的
を
思
い
出
し

た
こ
と
か
ら
、
「
い
た
く
水
凍
ら
ぬ
さ
き
」
　
（
三
一
八
頁
）
に
参
詣
は
果
た

さ
れ
る
。
長
い
熊
野
路
の
末
に
音
無
用
を
歩
む
「
ぬ
れ
わ
ら
じ
の
人
望
」
を

配
慮
し
て
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
当
時
の
熊
野
参
詣
に
関
す
る
資
料
、

『
い
は
め
し
』
　
『
後
鳥
羽
院
熊
野
御
幸
記
』
　
『
修
明
門
院
熊
野
御
幸
記
』
等

に
窺
わ
れ
る
困
難
な
道
程
と
は
対
称
的
に
、
旅
程
ら
し
き
記
事
は
な
い
。
只
、

「
例
の
宵
暁
の
垢
藤
の
水
を
、
前
方
便
に
な
ず
ら
へ
」
　
（
三
一
九
頁
）
て
行

う
楔
程
度
に
終
わ
っ
て
い
る
。
本
来
、
本
官
で
夢
告
を
得
た
後
も
、
宿
に
入

り
十
二
所
権
現
を
参
詣
し
、
改
め
て
法
要
が
行
わ
れ
る
。
又
、
新
宮
に
お
い

て
も
同
様
で
、
奉
弊
終
了
後
那
智
へ
向
か
う
。
那
智
で
は
、
牛
王
室
院
及
び

モ
チ
ー
フ
に
準
じ
ら
れ
る
よ
う
に
棚
の
葉
を
受
け
、
先
達
が
扇
を
賜
る
記
事

等
も
御
幸
記
に
は
残
さ
れ
て
い
る
。
儀
礼
の
先
例
を
確
認
す
る
中
、
『
修
明

門
院
御
幸
記
』
の
承
元
四
年
（
一
二
〇
一
）
四
月
十
七
日
条
で
は
、
「
始
有

熊
野
御
幸
、
仇
入
御
御
精
進
屋
之
日
也
」
と
し
、
楔
を
終
え
た
後
、
二
十
一

日
「
依
可
有
御
参
石
清
水
也
」
の
後
、
熊
野
に
向
け
て
乗
船
し
て
い
る
。
そ

し
て
、
参
詣
を
終
え
五
月
十
二
日
に
は
、
「
権
弁
先
陣
参
稲
荷
、
御
幸
弊
事

為
沙
汰
具
」
と
、
道
中
の
護
法
を
返
す
為
に
伏
見
稲
荷
を
参
詣
す
る
例
も
見

る
。
こ
の
よ
う
な
通
例
化
し
た
一
切
の
儀
礼
を
、
敢
え
て
二
条
の
記
録
の
裏

に
見
る
と
す
る
な
ら
ば
、
石
清
水
八
幡
宮
に
お
け
る
院
と
の
避
遍
が
殻
で
あ

り
、
遊
義
門
院
と
再
会
後
の
伏
見
滞
在
、
更
に
は
扇
の
献
上
と
い
う
証
栗
を

伴
う
展
開
が
、
こ
の
熊
野
参
詣
の
全
体
像
と
い
え
よ
う
。
即
ち
、
儀
礼
を
伴

う
旅
程
が
不
明
と
い
う
事
実
と
は
別
に
、
楔
か
ら
参
詣
、
そ
し
て
御
礼
参
り

二
　
九



と
い
う
順
路
こ
そ
、
明
ら
か
に
遍
歴
の
道
程
を
辿
る
も
の
と
い
え
る
。
二
条

に
と
っ
て
熊
野
は
、
石
清
水
八
幡
宮
及
び
伏
見
と
共
に
描
い
て
置
か
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
地
で
あ
っ
た
。
即
ち
、
自
ら
の
語
り
の
終
焉
を
飾
る
地
と
し
て
、

「
女
人
高
野
」
と
称
さ
れ
た
熊
野
は
予
め
用
意
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
写
経
と
夢
に
見
る
参
詣
の
目
的
は
、
自
己
の
問
題
に
止
ま
る
も

の
と
し
て
は
描
か
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
、
こ
の
記
事
は
後
深
草
院
の
御
幸
の

中
で
自
身
を
描
く
こ
と
を
第
一
と
し
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
歴
代
の
帝
王

を
始
め
と
し
、
父
の
御
嵯
峨
院
、
弟
の
亀
山
院
に
つ
い
て
は
、
古
記
録
よ
り

数
度
の
熊
野
御
幸
を
確
認
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
し
か
し
、
後
深
草
院
に
つ

い
て
は
一
度
と
し
て
そ
の
記
事
が
見
当
た
ら
な
い
。
文
永
よ
り
の
国
難
と
他

の
御
幸
記
事
を
考
慮
す
る
と
、
当
然
後
深
草
院
の
御
幸
も
果
た
さ
れ
て
よ
い
。

即
ち
、
こ
の
地
は
写
経
の
地
と
し
て
選
ば
れ
た
だ
け
で
は
な
く
、
夢
に
よ
る

院
御
幸
の
実
現
も
含
め
て
「
年
ご
ろ
熊
野
に
て
と
思
」
　
（
三
一
八
頁
）
　
っ
て

い
た
の
で
あ
る
。
儀
礼
に
準
え
る
旅
に
身
を
投
じ
る
中
で
、
熊
野
信
仰
は
院

と
我
が
身
へ
の
果
報
を
導
く
形
と
し
て
、
確
実
に
描
か
れ
る
必
要
が
あ
っ
た
。

そ
の
後
、
「
深
草
の
帝
は
街
か
く
れ
の
後
、
か
こ
つ
べ
き
御
車
ど
も
も
跡
絶

え
果
て
た
る
心
地
」
　
（
三
三
〇
頁
）
に
な
り
、
今
後
の
宿
願
に
思
い
を
馳
せ

る
二
条
で
あ
る
が
、
夢
か
ら
結
果
と
し
て
の
現
実
へ
と
つ
な
ぐ
一
連
の
展
開

を
記
さ
な
け
れ
ば
、
こ
の
巻
末
の
態
度
は
存
在
し
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

結

十
六
の
夢
の
記
事
は
、
そ
れ
ぞ
れ
予
兆
か
ら
そ
の
結
果
に
及
ぶ
展
開
を
見

三
　
〇

せ
、
確
実
に
夢
の
証
し
で
あ
る
現
実
を
描
い
て
い
る
。
例
え
ば
、
二
条
の
出

産
回
数
は
正
確
に
は
分
か
っ
て
い
な
い
が
、
④
⑦
⑧
等
の
よ
う
に
夢
に
見
た

懐
妊
に
つ
い
て
は
そ
の
後
の
出
産
が
記
さ
れ
て
い
る
。
逆
に
夢
と
し
て
描
か

れ
て
い
な
い
懐
妊
に
つ
い
て
は
、
明
確
な
出
産
記
事
も
な
く
、
建
治
三
年

（
二
一
七
七
）
四
月
な
ど
は
着
帯
の
記
事
が
あ
り
な
が
ら
も
、
出
産
に
関
し

て
は
兆
候
も
含
め
て
一
切
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
。
こ
の
こ
と
か
ら
も
、
懐
妊

を
予
兆
し
た
夢
の
記
事
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
そ
れ
が
他
人
の
見
た
夢
、
更

に
密
事
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
何
ら
か
の
結
果
を
描
い
て
い
る
。

ま
た
、
懐
妊
以
外
で
は
、
③
⑤
⑥
⑱
等
を
も
と
に
現
実
世
界
の
展
開
が
、

逃
れ
る
こ
と
の
出
来
な
い
神
仏
の
示
現
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
。
同
じ
夢
を

指
し
な
が
ら
も
、
内
容
を
出
家
後
の
回
想
で
明
ら
か
に
す
る
①
⑪
か
ら
は
、

巻
三
ま
で
と
巻
四
以
降
の
世
界
と
の
、
読
み
へ
の
断
絶
を
見
る
の
で
は
な
く
、

敢
え
て
伏
せ
て
置
き
な
が
ら
、
後
に
す
べ
て
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
、
夢
の

配
置
と
い
う
構
想
の
跡
を
見
る
べ
き
で
あ
る
。
現
実
世
界
を
描
く
に
は
限
界

が
あ
る
。
基
準
を
外
れ
た
と
こ
ろ
に
描
い
て
は
な
ら
な
い
世
界
が
存
在
す
る

が
、
生
じ
た
不
安
や
そ
れ
に
伴
う
夢
は
、
記
事
の
省
略
と
い
う
案
に
さ
え
支

障
を
来
す
程
の
も
の
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

例
え
ば
、
⑭
に
お
い
て
は
未
来
を
予
想
さ
せ
る
夢
の
内
容
を
、
父
の
言
葉

に
擦
り
替
え
て
表
現
さ
せ
な
が
ら
も
、
語
り
終
え
よ
う
と
す
る
⑧
に
至
っ
て

は
、
改
め
て
今
後
の
指
針
を
自
身
の
言
葉
で
明
か
し
て
い
る
。
夢
の
内
容
を

問
題
に
す
る
よ
り
は
、
む
し
ろ
、
隠
さ
れ
た
出
来
事
の
大
き
さ
と
託
さ
れ
た

夢
の
意
図
ま
で
を
も
支
配
し
て
い
る
、
夢
と
現
実
と
の
連
携
す
る
表
現
方
法

自
体
に
こ
そ
注
目
す
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
、
⑫
の
不
可
解
な
内
容
も
説
話
を
機
に
回
想
し
て
お
り
、
独
立
す

る
か
に
見
え
る
内
容
に
も
、
現
実
の
間
に
組
み
込
ま
れ
た
夢
の
位
置
に
よ
り
、

内
容
の
推
測
は
可
能
で
あ
る
。
同
様
に
、
巻
末
⑯
の
夢
も
、
後
深
学
院
の
一

周
忌
と
三
周
忌
に
挟
ま
れ
て
お
り
、
院
を
含
め
る
近
親
者
の
往
生
を
描
く
意

図
は
明
白
と
い
え
る
。
無
論
、
父
の
登
場
も
、
歌
道
に
関
す
る
宿
願
と
は
別

に
、
往
生
と
い
う
側
面
か
ら
看
過
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。

夢
と
、
結
果
と
し
て
の
現
実
の
記
録
を
促
し
た
の
は
、
作
者
と
し
て
の
自

覚
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
作
品
の
地
軸
に
据
え
ら
れ
た
不
安
の
解
決
も
、
一

定
の
基
準
に
基
づ
き
な
が
ら
試
み
ら
れ
て
い
っ
た
。
構
想
に
当
た
り
、
夢
の

中
で
の
自
己
の
再
生
を
決
意
し
た
時
点
か
ら
、
本
作
品
の
「
カ
タ
リ
」
は
始

ま
っ
た
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

注
（
一
）
永
井
義
憲
氏
「
更
級
日
記
と
夢
ノ
ー
ト
」
　
（
『
国
文
学
踏
査
』
一
九
五
八

年
）
。
本
作
品
の
執
筆
時
期
を
あ
る
一
時
期
と
す
る
か
否
か
に
も
よ
る
が
、

夢
の
記
録
に
限
ら
ず
和
歌
や
説
話
な
ど
、
断
片
的
な
ノ
ー
ト
の
存
在
は
容
易

に
推
測
で
き
る
。

（
二
）
中
世
文
学
研
究
部
会
「
『
と
は
ず
が
た
り
』
夢
の
分
類
」
　
（
『
駒
沢
国
文
』

一
九
六
九
年
）
。
報
告
で
は
夢
の
分
類
を
、
睡
眠
時
に
見
る
夢
・
超
現
実
或

い
は
非
現
実
的
経
験
・
現
実
事
象
の
比
喩
と
い
う
三
つ
に
大
別
し
、
更
に
細

分
し
物
語
や
虚
構
の
世
界
を
も
共
に
夢
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
。
本
稿

は
、
そ
の
超
現
実
的
な
幻
覚
や
怪
奇
現
象
を
夢
と
す
る
点
に
示
唆
を
受
け
る
。

（
三
）
柳
田
国
男
氏
の
「
共
同
幻
覚
」
　
（
「
口
承
文
芸
史
考
」
　
『
定
本
柳
田
国
男

『
と
は
ず
が
た
り
』
構
想
論

集
』
巻
六
）
、
菅
原
昭
英
氏
の
「
夢
が
た
り
共
同
体
」
　
（
「
夢
を
信
じ
た
世

界
　
九
条
兼
実
と
そ
の
周
囲
」
　
『
日
本
学
』
ニ
ー
一
一
九
八
四
年
）
　
で
、

複
数
の
人
間
が
同
じ
夢
を
見
る
状
況
を
全
く
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と

考
証
さ
れ
て
い
る
。
一
方
阿
部
真
弓
氏
は
「
往
生
伝
と
し
て
の
『
と
は
ず
が

た
り
』
試
論
　
－
　
夢
を
媒
介
と
し
て
I
L
　
（
『
詞
林
』
第
七
号
一
九
九

〇
年
）
　
で
、
そ
の
可
能
性
を
否
定
す
る
と
共
に
二
条
以
外
の
男
性
の
夢
を
虚

構
で
あ
る
と
説
か
れ
た
。
し
か
し
、
こ
こ
で
は
、
こ
の
よ
う
な
現
象
は
も
と

よ
り
、
す
べ
て
の
夢
の
可
能
性
を
追
う
こ
と
よ
り
も
、
む
し
ろ
実
へ
と
展
開

す
る
夢
自
体
の
価
値
に
注
目
し
て
い
く
。

（
四
）
流
布
本
本
文
全
体
像
を
見
る
上
で
、
十
行
古
活
字
本
を
底
本
と
す
る
岩
波

新
日
本
古
典
文
学
大
系
『
住
吉
物
語
』
の
、
長
谷
寺
霊
験
講
参
照
。

（
五
）
　
こ
れ
ら
、
先
行
す
る
物
語
や
同
時
代
の
物
語
に
つ
い
て
は
、
松
本
寧
至
氏

の
『
中
世
女
流
日
記
文
学
の
研
究
』
　
（
明
治
書
院
）
　
の
『
夜
の
寝
覚
め
』
に

つ
い
て
の
指
摘
を
初
め
と
し
、
最
近
で
は
辻
本
裕
成
氏
「
同
時
代
文
学
の
中

の
『
と
は
ず
が
た
り
』
」
　
（
『
国
語
国
文
』
五
八
巻
一
九
八
九
年
）
、
が

あ
り
、
又
、
阿
部
氏
前
掲
論
文
（
3
）
　
で
は
、
擬
古
物
語
に
関
わ
る
三
つ
の

夢
に
関
す
る
指
摘
が
あ
る
。

（
六
）
本
作
品
の
「
夢
」
に
関
わ
る
言
葉
は
多
い
が
、
こ
の
「
夢
に
夢
み
る
」
と

い
う
表
現
に
つ
い
て
は
特
に
頻
繁
に
使
用
さ
れ
て
お
り
、
独
自
の
表
現
法
と

も
考
え
ら
れ
る
。

（
七
）
土
門
政
和
氏
「
『
と
は
ず
が
た
り
』
に
お
け
る
当
麻
宴
陀
羅
説
話
の
性
格
」

（
『
滋
賀
大
国
文
』
一
一
五
一
九
八
七
年
）
を
含
め
、
説
話
の
位
置
付
け
が

試
み
ら
れ
て
い
る
が
、
特
に
こ
の
説
話
に
つ
い
て
は
大
林
三
千
代
氏
「
中
世

三

一



に
お
け
る
草
薙
剣
に
関
す
る
伝
承
に
つ
い
て
　
－
　
と
は
ず
が
た
り
と
熱
田
大

明
神
御
託
伝
百
録
を
通
し
て
I
L
　
（
『
国
文
研
究
』
一
九
七
三
年
）
が
あ

る。

（
八
）
次
田
香
澄
氏
（
『
と
は
ず
が
た
り
』
日
本
古
典
全
書
）
に
、
作
者
の
宗
教

的
動
機
と
説
話
の
愛
好
、
又
新
し
い
出
来
事
ま
で
説
話
化
し
て
流
布
す
る
中

世
的
傾
向
の
指
摘
が
あ
る
。

（
九
）
山
田
昭
全
氏
の
「
柿
本
人
麿
供
の
成
立
と
展
開
　
－
　
仏
教
と
文
学
と
の
接

触
に
視
点
を
置
い
て
I
L
　
（
『
大
正
大
学
研
究
記
要
』
五
一
一
九
六
六

年
）
、
最
近
で
は
佐
々
木
孝
治
氏
「
『
と
は
ず
が
た
り
』
の
人
麿
影
供
　
－

二
条
の
血
統
意
識
と
六
条
有
房
の
通
光
影
供
を
め
く
っ
て
　
－
　
」
　
（
『
国
語

と
国
文
学
』
七
〇
巻
第
七
号
一
九
九
三
年
）
　
が
あ
る
。

（
一
〇
）
父
は
往
生
を
確
認
す
る
近
親
者
で
あ
る
と
同
時
に
、
こ
こ
で
は
巫
者
的

印
象
が
強
く
、
⑮
の
翁
に
類
似
す
る
役
割
を
担
っ
て
お
り
、
折
口
信
夫
氏
の

説
く
神
仏
と
の
仲
介
的
役
割
を
果
た
す
翁
の
存
在
が
考
え
ら
れ
る
。

（
十
一
）
　
『
新
訂
増
補
国
史
大
系
』
二
一
下
所
収
。
猫
、
本
作
品
と
『
増
鏡
』
の

菖
承
背
景
に
関
し
て
は
、
前
掲
の
松
本
氏
の
説
を
初
め
と
し
、
宮
内
三
二
郎

氏
『
と
は
ず
が
た
り
・
徒
然
草
・
増
鏡
新
見
』
　
（
明
治
書
院
）
、
最
近
で
は

竹
本
源
吾
氏
「
『
増
鏡
』
の
作
者
に
つ
い
て
の
考
証
　
－
　
『
と
は
ず
が
た
り
』

I
後
深
革
院
二
条
と
の
か
か
わ
り
」
　
（
『
く
ん
し
ょ
』
二
十
二
号
一
九

九
三
年
）
等
に
詳
し
い
。

（
十
二
）
杉
岡
津
岐
子
氏
「
中
世
の
女
流
日
記
文
学
に
お
け
る
夢
　
－
　
『
と
は
ず

が
た
り
』
を
中
心
に
I
L
　
（
『
イ
マ
ー
ゴ
』
一
九
九
一
年
十
一
月
臨
時
創

刊
号
）
及
び
、
日
本
文
学
古
典
大
系
『
と
は
す
が
た
り
　
た
ま
き
は
る
』

三
　
二

（
一
九
九
四
年
）

（
十
三
）
　
『
群
書
類
従
』
神
祇
部
所
収
。
熊
野
神
道
と
も
い
う
べ
き
雑
多
な
祭
神

の
縁
起
を
説
く
。

（
十
四
）
　
『
保
元
物
語
』
上
「
法
皇
熊
野
御
参
詣
井
衝
だ
く
せ
ん
の
事
」
、
『
古

今
薯
文
集
』
十
一
「
侍
従
大
納
言
成
通
の
鞠
は
凡
夫
の
業
に
非
ざ
る
事
」
　
の

例
。
ま
た
阿
部
氏
の
前
掲
論
文
に
『
三
国
伝
記
』
　
「
高
光
少
将
遁
世
往
生
事
」

の
指
摘
も
あ
る
。

（
十
五
）
　
『
群
書
類
従
』
紀
行
部
所
収

（
十
六
）
　
『
神
道
大
系
』
　
「
熊
野
三
山
」
所
収

（
十
七
）
石
岡

（
十
八
）
　
『
百
錬
抄
』
　
『
五
代
帝
王
物
語
』
　
『
一
代
要
記
』
　
『
縞
牢
記
』
等
に
見

る
、
後
嵯
峨
院
三
度
、
亀
山
院
一
度
に
至
る
ま
で
皇
室
の
御
幸
は
、
数
百
度

に
及
ぶ
。
猶
、
亀
山
院
の
弘
安
四
年
を
以
て
、
御
幸
は
最
後
と
な
る
。

（
ふ
じ
い
・
き
み
　
尾
道
短
期
大
学
非
常
勤
講
師
）

芥
川
龍
之
介
「
羅
生
門
」
論

－
　
老
婆
の
勝
利
で
終
わ
る
物
語
　
－

は
じ
め
に

芥
川
龍
之
介
の
「
羅
生
門
」
は
大
五
四
年
十
一
月
『
帝
国
文
学
』
に
発
表

さ
れ
て
以
来
現
在
に
至
る
ま
で
幅
広
い
読
者
層
を
も
つ
日
本
の
国
民
文
学
的

な
存
在
に
な
っ
て
お
り
、
そ
の
分
作
品
研
究
も
盛
ん
に
な
さ
れ
、
現
在
ま
で

書
か
れ
た
「
羅
生
門
」
に
関
す
る
研
究
論
文
は
三
百
編
近
く
に
も
な
っ
て
い

る
。
「
羅
生
門
」
を
研
究
し
よ
う
と
す
る
際
、
最
も
重
要
で
至
難
な
作
業
は

こ
の
よ
う
な
膨
大
な
数
の
先
行
研
究
を
整
理
し
、
自
分
な
り
に
理
解
す
る
こ

と
で
あ
ろ
う
。

「
羅
生
門
」
は
原
稿
用
紙
に
換
算
す
る
と
十
五
・
六
枚
程
度
の
短
い
短
篇

で
あ
り
、
実
際
書
か
れ
て
い
る
作
品
内
の
経
過
時
間
も
一
時
間
に
も
な
ら
な

い
短
時
間
で
あ
り
、
登
場
人
物
も
主
人
公
の
下
人
と
老
婆
の
二
人
し
か
い
な

い
と
い
う
極
め
て
簡
単
な
構
造
の
作
品
で
あ
る
。
こ
の
簡
単
な
構
造
の
中
で

の
唯
一
の
事
件
、
つ
ま
り
羅
生
門
の
桜
の
上
で
下
人
と
老
婆
の
閲
に
起
き
た

出
来
事
を
中
心
に
現
在
ま
で
数
多
く
の
「
羅
生
門
」
論
が
書
か
れ
て
き
た
。

許
　
　
南
　
薫

そ
の
諭
の
殆
ど
は
、
主
人
公
の
下
人
の
心
理
の
変
化
や
変
貌
し
て
い
く
下
人

の
様
子
に
焦
点
を
合
わ
せ
て
作
品
を
読
ん
で
い
る
の
か
実
状
で
あ
る
。
テ
キ

ス
ト
の
言
説
の
多
く
の
部
分
が
下
人
の
心
理
の
説
明
に
割
り
当
て
ら
れ
、
語

り
手
の
視
点
も
殆
ど
下
人
の
側
を
離
れ
な
い
と
い
う
事
実
か
ら
み
る
と
、
そ

れ
は
当
然
の
こ
と
で
あ
る
と
も
い
え
る
。

し
か
し
そ
の
た
め
、
こ
の
作
品
の
下
人
以
外
の
唯
一
の
登
場
人
物
で
あ
る

老
婆
の
存
在
は
無
視
さ
れ
て
い
い
の
か
と
い
う
疑
問
が
生
じ
る
。
も
ち
ろ
ん

殆
ど
す
べ
て
の
諭
が
、
老
婆
の
弁
解
の
部
分
も
重
点
的
に
分
析
し
、
そ
こ
か

ら
下
人
が
何
を
読
み
取
っ
た
か
と
い
う
こ
と
に
関
し
て
言
及
し
て
い
る
。
し

か
し
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
下
人
側
か
ら
考
え
た
老
婆
の
弁
解
の
論
理
で
あ
っ

て
、
老
婆
の
人
格
や
老
婆
の
身
の
上
の
変
化
な
ど
に
注
目
し
て
い
る
論
は
、

さ
ほ
ど
見
あ
た
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
な
状
況
を
ふ
ま
え
て
、
羅
生
門
の
桜
の

上
で
の
出
来
事
を
、
老
婆
を
中
心
に
老
婆
側
に
寄
り
添
っ
た
視
点
を
も
っ
て

読
ん
で
み
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
羅
生
門
」
の
読
み
に
若
干
の
疑
問
を
提
示

し
て
み
よ
う
と
す
る
の
か
本
稿
の
目
的
で
あ
る
。

芥
川
龍
之
介
　
「
羅
生
門
」
　
論

三
　
三


